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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど

ら
れ
て
い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な

文
化
財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

問い合わせ先　近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

大
字
別
所

　

大
字
別
所
は
、
南
比
都
佐
地
区
の
西
部

に
位
置
し
ま
す
。
低
い
水
口
丘
陵
と
そ
の

間
に
入
り
組
む
谷
が
大
部
分
を
占
め
、
字

域
の
北
辺
を
西
に
向
か
っ
て
流
れ
る
日
野

川
と
、
支
流
の
砂
川
が
北
東
部
分
で
合
流

す
る
辺
り
の
左
岸
沖
積
低
地
に
集
落
が
あ

り
ま
す
。

地
名
の
由
来

　

地
名
の
由
来
は
、
字
域
の
東
方
に
位
置

す
る
寺て

ら

尻じ
り

村
に
あ
っ
た
月
岡
山
朝あ

さ

日ひ

寺で
ら

の

別
院
（
別
所
）
で
あ
る
成

じ
ょ
う

願が
ん

寺じ

が
建
て
ら

れ
て
い
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
成
願
寺
が
廃
寺
に
な
っ
た
後
に
復
興

さ
れ
た
の
が
、
真
宗
大
谷
派
盛
願
寺
で
あ

る
と
伝
わ
り
ま
す
（『
ふ
る
さ
と
の
語
り

草
』）。

　

ま
た
、
河
川
敷
の
開
墾
地
の
こ
と
を
別

所
と
も
い
い
、
日
野
川
沿
い
の
開
墾
地
で

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す（『
滋
賀
県
の
地
名
』）。

国
天
然
記
念
物
の
高た

か

師し

小こ

僧ぞ
う

　

別
所
を
代
表
す
る
文
化
財
は
、
何
と

い
っ
て
も
「
別
所
高
師
小
僧
」
で
し
ょ
う
。

　

高
師
小
僧
と
は
、
谷
状
に
な
っ
た
地
形

に
沈
殿
し
た
水
酸
化
鉄
が
、
湿
生
植
物
の

根
や
地
下
茎
の
周
り
に
同
心
円
筒
状
に
付

着
し
て
、
管
状
な
ど
の
褐
鉄
鉱
の
固
ま
り

と
な
っ
た
も
の
で
、
字
真ま

窪く
ぼ

の
古
琵
琶
湖

層
群
と
い
う
地
層
に
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。

　

名
称
は
、
愛
知
県
豊
橋
市
高た

か

師し

原は
ら

一
帯

か
ら
多
く
産
出
し
た
こ
と
、
雨
で
周
辺
の

土
砂
が
流
さ
れ
て
地
面
か
ら
突
き
出
た
状

態
が
、
雨
上
が
り
の
後
に
子
ど
も
が
立
っ

て
い
る
姿
に
似
て
い
る
と
し
て
明
治
28

（
1
8
9
5
）
年
に
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

別
所
は
、
大
き
な
サ
イ
ズ
の
産
地
と
し
て

注
目
さ
れ
、
昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年
11

月
13
日
に
五
○
九
平
方
メ
ー
ト
ル
が
国
の

天
然
記
念
物
「
別
所
高
師
小
僧
」
と
し
て

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

松
尾
芭
蕉
の
句
碑

　

別
所
で
注
目
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
文

化
財
が
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
うの
句
碑
で
す
。

　

か
つ
て
水
口
か
ら
日
野
に
向
か
う
道

中
、
鞍く

ら

骨ほ
ね

峠
の
松
の
木
の
下
に
、
俳
人
松

尾
芭
蕉
〔
一
六
四
四

−

九
四
〕
の
句
碑
が

建
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
句
碑
に
つ
い
て

次
の
様
な
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

芭
蕉
が
、
大
津
市
石
山
の
幻げ

ん

住じ
ゅ
う

庵あ
ん

に
住

ん
で
い
た
頃
、
秋
の
夕
暮
れ
に
水
口
か
ら

日
野
へ
と
急
い
で
い
ま
し
た
。
鞍
骨
峠
に

差
し
掛
か
っ
た
時
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ

身
ぐ
る
み
を
は
が
れ
途
方
に
暮
れ
た
芭
蕉

の
耳
に
遠
く
で
き
ぬ
た
の
音
が
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。
思
わ
ず
芭
蕉
の
口
か
ら
「
は

か
れ
た
る　

身
に
は
き
ぬ
た
の　

ひ
ゝ
き

哉か
な

」
と
い
う
一
句
が
つ
ぶ
や
か
れ
た
と
い

い
ま
す
（『
芋
く
ら
べ
の
里　

中
山
史
』）。

　

芭
蕉
が
、
鞍
骨
峠
で
実
際
に
追
い
は
ぎ

に
出
会
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

く
、
こ
の
句
は
、
美み

濃の

国
で
詠よ

ま
れ
た
と

の
説
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
伝
承
を
伝
え
る
た
め
に
、
天て

ん

明め
い

8

（
1
7
8
8
）
年
の
冬
、
中な

か

山や
ま

徳と
く

谷た
に

の
岡

崎
淇
水
が
建
て
た
も
の
で
（『
近
江
日
野

の
歴
史
』
第
6
巻　

民
俗
編
）、
こ
の
句

碑
は
現
在
、
国
道
3
0
7
号
沿
い
に
移

転
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
別
所
の
句
碑
の
ほ
か
に
、
日
野

町
内
に
は
、
天て

ん

保ぽ
う

14
（
1
8
4
1
）
年
に

芭
蕉
一
五
○
回
忌
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ

た
大
字
鎌か

い

掛が
け

正し
ょ
う

法ぼ
う

寺じ

の
も
の
と
、
文ぶ

ん

政せ
い

12

（
1
8
2
9
）
年
に
日
野
の
俳
人
逸
井
が

建
立
し
た
大
字
大お

お

窪く
ぼ

遠え
ん

久き
ゅ
う

寺じ

の
も
の
が
あ

り
ま
す
。

移転された芭蕉の句碑
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四
天
王
寺
の
建
立
と
桜
谷

　
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
よ
る
と
、
太
子

は
四
天
王
の
加
護
を
受
け
て
、
崇す

う

仏ぶ
つ

を
巡

る
物

も
の
の

部べ
の

守も
り

屋や

と
の
戦
い
に
十
六
歳
で
勝
利

し
ま
し
た
。

　

そ
の
際
に
四
天
王
の
た
め
の
寺
院
の
建

立
を
誓
い
、
十
七
歳
か
ら
四
天
王
寺
の
建

立
を
始
め
た
と
さ
れ
て
お
り
、
桜
谷
に
は

太
子
が
こ
こ
か
ら
四
天
王
寺
の
木
材
を
切

り
出
し
た
と
い
う
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

桜
谷
の
聖
徳
太
子
縁
起

　

太
子
は
、
四
天
王
寺
の
用
材
を
求
め
て
、

斑い
か

鳩る
が

の
宮
か
ら
綿
向
山
の
麗
の
奥
津
保
郷

ま
で
来
ら
れ
て
素
晴
ら
し
い
森
林
を
見
つ

け
、
綿
向
山
の
神
の
許
し
を
得
て
切
り
出

す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
木
材
を
運
び
出
す
道
が
余
り

に
も
険
し
く
、
道
中
の
安
全
を
託
す
た
め
、

坂
原
神
社
を
建
立
し
、
こ
こ
に
道
中
安
全

を
守
る
神
を
勧か

ん

請じ
ょ
うし
て
お
祀
り
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
杉
の
大
屋
神
社
で
、
杉
杣
大
宮

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
地
の
木
材
は
、
樵き

こ
り
た
ち
の
手
に
よ

り
切
り
出
さ
れ
、
佐
久
良
川
や
日
野
川
を

流
し
て
琵
琶
湖
を
渡
り
、
難
波
津
ま
で
運

ば
れ
、
無
事
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
時
、
桜
谷
に
来
た
樵
た
ち
が
、
四

天
王
寺
建
立
後
も
こ
の
地
に
村
を
つ
く
っ

て
住
み
つ
い
た
こ
と
が
杉
・
杣
の
集
落
の

は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

近
江
の
聖
徳
太
子
魅
力
発
信
事
業

大屋神社

日
ひ

野
の

薬
や く

品
ひ ん

工
こ う

業
ぎ ょ う

株式会社
こんなものを作っています!
　日野が生んだ伝統薬「萬

ま ん

病
びょう

感
か ん

應
の う

丸
が ん

」
　現在まで伝統薬として親しまれている「萬病感應
丸」の歴史は、1714年（正徳4年）に初代正

しょう

野
の

玄
げ ん

三
ぞ う

が
創製した「神

し ん

農
の う

感
か ん

應
の う

丸
が ん

」を日野から行商に出る近江日
野商人が全国に販売したことから始まったとされてい
ます。これを機に、日野では製薬を業とするものが増
加し、「薬の町日野」とも呼ばれるようになりました。
また、近江日野商人は、行商の先々で特約店展開を先
駆けて、現代の薬局・薬店の元を作ったとされており
ます。
　“健康を願う心を製品に”全国の薬局・薬店、ドラッ
グストアやスーパーを通じて、皆様のお役に立ってま
いります。

【会社概要】
・代表者名　松

ま つ

井
い

　秀
ひ で

正
ま さ

・従業員数　55名
・設 立 年　1943年（昭和18年）

【事業内容】
　 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、

医療・衛生用品及び食品の製造販売

●所在地　日野町上野田119番地
●連絡先　☎ 0748-52-1231

◆
問
い
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せ
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日
野
町
商
工
観
光
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東
近
江
市
観
光
物
産
課

　
☎
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0

−

5
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0
1

−

5
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