
歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

　

近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館
「
旧
山
中
正
吉
邸
」
は
、
当
面
の

間
は
入
館
料
を
無
料
と
し
て
い
ま
す
。
開
館
時
間
は
午
前
９
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で
、
休
館
日
は
毎
週
月
・
火
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
、

年
末
年
始
等
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
ご
来
館
下
さ
い
。『
近
江

日
野
の
歴
史
』
全
九
巻
は
「
旧
山
中
正
吉
邸
」、
教
育
委
員
会
事

務
局
や
各
公
民
館
に
て
一
冊
四
、〇
〇
〇
円
で
好
評
発
売
中
で
す
。

ぜ
ひ
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

っ
た
た
め
、
二
年
後
の
文
久
二
（
一
八

六
二
）
年
に
隣
接
す
る
土
地
六
一
坪
あ

ま
り
（
約
二
〇
四
㎡
）
を
所
有
す
る
畑
地

と
交
換
し
て
得
ま
し
た
。
こ
の
土
地
に

最
初
の
建
物
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

建
物
の
移
り
か
わ
り

　

江
戸
時
代
の
建
築
に
直
接
か
か
わ
る

記
録
は
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
最
近
の
調
査
で
明
治
十
（
一
八
七

七
）
年
頃
に
描
か
れ
た
絵
図
が
、
確
認

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
初

の
建
物
は
現
在
「
主
屋
」
と
「
座
敷
」

と
呼
ん
で
い
る
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
こ
の
絵
図
を
も
と
に
、

当
初
の
建
物
の
か
た
ち
を
た
ど
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
屋
敷
を
取
り
囲
む
塀
に
設
け

ら
れ
た
門
に
は
石
橋
が
あ
り
、
主
屋
の

玄
関
に
ま
っ
す
ぐ
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

主
屋
の
基
本
的
な
構
造
は
現
在
も
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
玄
関
右
手
に
は
現

在
と
同
じ
く
四
つ
の
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
奥
に
は
築
山
と
泉
水
の
あ
る
坪
庭

が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
六

畳
と
三
畳
の
座
敷
が
あ
り
、
坪
庭
の
横

に
は
二
畳
の
部
屋
も
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
し
座
敷
は
現
在
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
狭

く
、
そ
の
後
部
屋
の
拡
張
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

　

玄
関
奥
の
「
に
わ
」
に
は
、
七
口
の

く
ど
が
左
右
に
分
か
れ
て
設
置
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
さ
ら
に
格
子
を
抜
け
る
と
、

板
の
間
と
流
し
や
風
呂
が
あ

り
、
水
周
り
場
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
現
在
は
二
階
建
て
に
な

っ
て
い
る
玄
関
左
に
設
け
ら

れ
て
い
た
下
部
屋
は
、
こ
の
時

は
ま
だ
平
屋
建
て
で
し
た
。

　

の
ち
に
新
座
敷
が
建
て
ら

れ
る
北
側
の
隣
接
地
に
は
、

「
祭
礼
曳
山
蔵
地
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
西
大
路
の
山
倉
が

明
治
時
代
に
は
現
在
よ
り
も

南
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
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昭
和
の
増
改
築

　

山
中
正
吉
邸
が
ほ
ぼ
現
在
の
か
た
ち

に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
十
三
（
一
九
三

八
）
年
頃
で
す
。

　

現
在
、
玄
関
左
手
に
あ
る
洋
間
と
新

座
敷
も
こ
の
時
に
増
築
さ
れ
ま
し
た
。

モ
ダ
ン
な
洋
間
や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を

備
え
た
浴
室
、
天
井
の
高
い
座
敷
、
長

押
や
床
板
に
一
枚
板
を
使
用
し
た
縁
側

な
ど
、
主
屋
と
は
趣
を
異
に
し
た
建
物

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
新
た
に

庭
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
か

ら
あ
っ
た
建
物
も
、
こ
の
時
に
大
き
く

改
築
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
期
の
建
物
と
現
在
の
建
物
の
違

い
を
、
ぜ
ひ
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。▲明治10年頃の山中正吉邸

タイトルの温故知新の文字は、速水建夫さん（深山口）が竹で作られた作品です。

山
中
正
吉
邸
の
は
じ
ま
り

　

馬
見
岡
綿
向
神
社
の
参
道
か
ら
旧
山

中
正
吉
邸
の
南
側
を
眺
め
る
と
、
建
物

の
屋
根
が
い
く
つ
も
連
な
っ
て
い
る
よ

う
す
が
目
に
と
び
こ

ん
で
き
ま
す
。

　

初
代
山
中
正
吉
が

こ
の
地
に
屋
敷
を
構

え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
万
延
元
（
一

八
六
〇
）
年
に
、
仁

正
寺
藩
か
ら
土
地
を

拝
領
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
り
ま
す
。
こ
の

と
き
得
た
敷
地
の
面

積
は
百
十
坪
（
約
三

六
三
・
六
㎡
）
で
馬

見
岡
綿
向
神
社
の
参

道
東
側
、
笠
懸
の
宮

の
北
側
に
あ
た
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の

敷
地
で
は
手
狭
で
あ

▲南側から見た旧山中正吉邸
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