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陶
器
が
つ
な
ぐ
奥
州
と
東
海
平
泉
で
大
量
消
費
さ
れ
た

中
世
の
常
滑
焼
と
渥
美
焼

　

東
北
地
方
最
大
の
河
川
、
北
上
川
。
は

る
か
昔
よ
り
悠
々
と
流
れ
る
こ
の
大
河
は

水
上
の
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
12

世
紀
（
平
安
時
代
末
期
）、
北
上
川
中
流
の
平

泉
を
拠
点
に
東
北
地
方
を
掌
握
し
て
い
た

奥
州
藤
原
氏
は
、
太
平
洋
の
海
運
と
北
上

川
の
水
運
を
活
か
し
て
遠
隔
地
と
結
び
つ

く
こ
と
で
、
そ
の
繁
栄
を
築
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
証
拠
の
一
つ
が
、
平
泉
の
遺
跡
群

か
ら
発
見
さ
れ
る
東
海
産
の
常
滑
焼
や
渥

美
焼
の
出
土
品
だ
。
こ
の
時
代
、
重
く
て

壊
れ
や
す
い
陶
器
を
9 

0 

0 

km
も
離
れ
た

東
海
か
ら
東
北
ま
で
大
量
に
陸
上
輸
送
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
船

で
太
平
洋
を
渡
り
、
さ
ら
に
北
上
川
を
遡

っ
て
平
泉
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

斎
藤
さ
ん
か
ら
「
中
世
の
常
滑
焼
と
渥

美
焼
に
詳
し
い
人
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
が

愛
知
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
の
中
野
晴
久

さ
ん
。
編
集
部
は
、
知
多
古こ

よ
う窯

址
群
の
一

つ
「
大
池
古
窯
」
で
中
野
さ
ん
の
レ
ク
チ

ャ
ー
を
受
け
た
。

　

中
野
さ
ん
は
「
中
世
に
お
い
て
、
常
滑

焼
と
渥
美
焼
は
大
甕か

め

や
壺
を
つ
く
る
技
術

東
北
地
方
は
米
や
鉱
物
な
ど
豊
か
な
資
源
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
ら
を

日
本
各
地
に
送
り
出
す
一
方
で
、
衣
料
品
や
醸
造
食
品
、
陶
磁
器

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
工
業
製
品
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
東
北
学
院
大

学
教
授
の
斎
藤
善
之
さ
ん
は
「
す
で
に
古
代
末
期
の
12
世
紀
に
は

東
海
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
向
け
て
大
量
の
陶
器
が
送
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
奥
州
藤
原
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た

平
泉
か
ら
常と

こ
な
め
や
き

滑
焼
と
渥あ

つ
み
や
き

美
焼
が
大
量
に
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
仙
台
藩
の
米
が
廻
船
で
江
戸
に
運
ば
れ
、
帰

り
に
は
江
戸
か
ら
古
着
や
薬
、
陶
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
こ

の
地
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
北
上
川
流
域
に
は
今
で
も
そ
の
当

時
の
記
録
や
痕
跡
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。
そ

こ
で
斎
藤
さ
ん
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と
東
北
の
取
材
同
行
を
お
願

い
し
、
北
上
川
流
域
に
お
け
る
中
世
と
近
世
、
二
つ
の
時
代
に
ま

た
が
る
陶
器
の
流
れ
を
追
う
こ
と
に
し
た
。
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石巻市の水沼地区にある亀向山龍泉院（きこうさんりゅうせんいん）で大切に保管されていた江戸時代の常滑焼と伝わる大壺
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平泉

知多半島
渥美半島

石巻

愛知学院大学の非常勤講師を務
める中野晴久さん。中世の常滑
焼・渥美焼を長年研究している。
右は上から見た4号窯。トンネル
になっているところが「焼成（しょ
うせい）室」で、奥の平らな部分
で甕を、手前の傾斜面で茶碗な
どを並べて焼いた

山を掘り抜いて地中に築かれた「大池古窯」の 4号窯（左）と5号窯
を下から見る。手前で燃料の木などを燃やし、その焔が上に上がっていく

で
他
の
窯
業
地
を
一
歩
リ
ー
ド
し
て
い
ま

し
た
」
と
話
す
。

　

常
滑
焼
は
平
泉
の
隆
盛
と
同
じ
12
世
紀

初
め
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
穴あ

な
が
ま窯

で
製
造

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
半
島
全
体
が
粘

土
や
砂
の
堆
積
し
た
地
層
で
、
非
常
に
掘

り
や
す
く
、
窯
を
つ
く
る
の
に
適
し
た
地

盤
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
常
滑
を
中
心
に

3 

0 

0 

0
基
を
超
え
る
穴
窯
が
次
々
と
つ

く
ら
れ
た
。
こ
れ
は
同
時
代
の
窯
業
地
と

比
べ
て
も
圧
倒
的
な
数
だ
。

「
常
滑
焼
に
使
わ
れ
る
土
は
、
粘
度
が
高

く
低
温
で
焼
き
締
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

大
き
く
て
堅
牢
な
甕
を
安
定
的
に
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
革
新
的

だ
っ
た
の
は
、
焼
締
め
の
甕
を
赤
色
に
焼

き
あ
げ
る
技
術
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で

す
」
と
中
野
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
れ
ま
で
の
甕
は
、
灰
色
や
黒
っ
ぽ
い

も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
常
滑
焼
の
工
人
た

ち
は
、
窯
内
の
空
気
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
で
表
面
を
酸
化
さ
せ
て

「
赤
く
」
焼
き
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
、

実
用
性
、
デ
ザ
イ
ン
性
と
も
に
優
れ
た
常

滑
焼
が
全
国
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

一
方
、
知
多
半
島
に
向
き
合
う
よ
う
に

延
び
る
渥
美
半
島
で
も
、
同
じ
時
期
に
窯

業
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
常
滑
ほ
ど
い
い

土
に
恵
ま
れ
ず
大
量
生
産
は
で
き
な
か
っ

た
。
代
わ
り
に
蓮れ

ん
べ
ん
も
ん

弁
文
や
袈け

さ
だ
す
き
も
ん

裟
襷
文
な
ど
、

ほ
か
に
は
な
い
文
様
の
壺
が
生
み
出
さ
れ
、

評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
常
滑
焼
は
既
製
品
、
渥
美
焼
は
オ
ー
ダ

ー
メ
イ
ド
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
」
と
中

野
さ
ん
。
国
産
の
陶
器
で
は
時
代
の
先
端

を
い
く
高
級
品
と
し
て
需
要
が
高
く
、
な

か
で
も
圧
倒
的
な
消
費
地
が
平
泉
だ
っ
た
。

武
士
の
台
頭
で

陶
器
が
必
要
に

　

な
ぜ
平
泉
で
常
滑
焼
、
渥
美
焼
が
大
量

に
消
費
さ
れ
た
の
か
。
斎
藤
さ
ん
の
紹
介

で
平
泉
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
の
八
重
樫

忠た
だ
お郎

さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

　

八
重
樫
さ
ん
に
よ
る
と
、
そ
の
背
景
に

は
、
武
家
と
酒
の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

と
い
う
。
12
世
紀
は
、
武
士
が
勃
興
し
た

時
代
だ
。
武
家
に
と
っ
て
酒
宴
は
政
治
的

な
場
と
し
て
重
要
だ
っ
た
。
酒
の
席
で
序

列
を
決
め
、
主
従
関
係
を
明
確
に
し
、
強

い
武
家
が
権
勢
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

酒
宴
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ

け
る
の
が
、
平
泉
各
所
で
発
掘
さ
れ
る

「
か
わ
ら
け
」
と
い
う
小
さ
い
素
焼
き
の

器
。
武
士
の
酒
席
で
は
、
か
わ
ら
け
を
使

い
捨
て
の
杯
と
し
て
使
う
の
が
習
わ
し
だ

っ
た
。
平
泉
の
柳や

な
ぎ
の
ご
し
ょ
い
せ
き

之
御
所
遺
跡
で
は
、
10

ト
ン
以
上
の
か
わ
ら
け
が
山
積
み
で
発
見

さ
れ
た
と
い
う
。
い
か
に
酒
宴
が
多
か
っ

た
か
が
窺
え
る
。

　

酒
は
武
家
に
欠
か
せ
な
い
と
す
れ
ば
、

斎藤 善之 さん
さいとう よしゆき

東北学院大学経営学部 教授

1958年栃木県生まれ。1981年宇
都宮大学教育学部卒業。1987年早
稲田大学大学院文学研究科博士後
期課程単位取得退学、1995年「内
海船と幕藩制市場の解体」で早大博
士（文学）。日本福祉大学知多半島
総合研究所嘱託研究員などを経て
現職。専門は日本近世史、海運港湾
史。主な著書に、『海の道、川の道』
（山川出版社 2003）、『日本の時代
史 17近代の胎動』（吉川弘文館 
2003、共著）など。
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屋
敷
で
大
量
の
酒
を
貯
蔵
あ
る
い
は
製
造

し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
貯

蔵
容
器
と
な
る
大
甕
や
、
酒
を
注
ぎ
分
け

る
際
に
使
う
甕
・
壺
と
し
て
常
滑
焼
・
渥

美
焼
が
重
用
さ
れ
た
。
立
派
な
壺
や
甕
で

ふ
ん
だ
ん
に
酒
を
振
る
舞
う
こ
と
が
、
武

家
の
権
威
の
象
徴
と
な
っ
た
。

奥
州
藤
原
氏
が
展
開
し
た

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
海
運
交
易

　

常
滑
焼
・
渥
美
焼
は
、
ど
の
よ
う
に
平

泉
ま
で
運
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
太
平
洋
側
は
強
い
海
流

や
季
節
風
な
ど
の
影
響
で
難
所
が
多
い
た

め
、
日
本
海
の
よ
う
な
船
に
よ
る
交
易
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
説
を
覆
し
太
平
洋
側
に
も
海

上
交
通
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た

の
が
平
泉
の
常
滑
焼
や
渥
美
焼
の
大
甕
で

し
た
。
そ
し
て
房
総
半
島
の
外
側
を
回
る

ル
ー
ト
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

八
重
樫
さ
ん
は
「
中
世
の
海
運
交
易
の

全
容
を
つ
か
む
の
は
難
し
い
で
す
が
、
近

年
の
研
究
で
は
、
か
な
り
広
い
エ
リ
ア
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
語

る
。

　

例
え
ば
中
尊
寺
金
色
堂
の
螺ら

で
ん鈿

細
工
に

使
わ
れ
て
い
る
夜や

こ
う
が
い

光
貝
は
、
奄
美
大
島
か

ら
平
泉
に
運
ば
れ
た
と
い
う
の
が
今
の
定

説
だ
。
ま
た
金
色
堂
の
高
欄
（
手
す
り
）
の

部
分
は
東
南
ア
ジ
ア
産
の
紫し

た
ん檀

で
で
き
て

い
る
。
中
国
か
ら
の
壺
や
経き

ょ
う
て
ん典な

ど
も
多

数
あ
る
。
12
世
紀
の
平
泉
は
、
豊
富
に
採

れ
る
砂
金
や
材
木
を
武
器
に
、
東
シ
ナ
海

ま
で
商
圏
を
広
げ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
10
世
紀
の
『
新
猿
楽
記
』
と
い
う
書
物

を
見
る
と
、
金
儲
け
の
た
め
に
全
国
を
飛

び
回
る
自
由
な
商
人
が
す
で
に
い
た
よ
う

で
す
。
も
し
か
し
た
ら
12
世
紀
に
は
、
私

た
ち
が
想
像
す
る
よ
り
ず
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
八
重
樫
さ
ん
）

　

柳
之
御
所
遺
跡
の
見
学
を
終
え
、
近
く

の
バ
イ
パ
ス
か
ら
周
辺
を
眺
め
た
。
御
所

の
方
向
に
広
が
る
土
地
に
、
一
段
低
い
段

差
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
八
重
樫
さ
ん

か
ら
北
上
川
に
開
か
れ
た
湊
の
跡
だ
と
教

え
ら
れ
た
場
所
だ
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
こ
こ
は
北
上
川
に
注
ぐ

支
流
が
合
流
す
る
地
点
で
、
入
江
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
北
上
川
か
ら

の
船
を
碇
泊
さ
せ
て
荷
を
揚
げ
お
ろ
し
し

た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
柳
之
御
所
遺
跡

も
す
ぐ
近
く
で
す
。
河
口
か
ら
は
お
よ
そ

80 

km
の
地
点
で
す
が
、
北
上
川
は
河
床
勾

配
が
ゆ
る
い
た
め
、
海
抜
は
20 ｍ
ほ
ど
し

か
上
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
川
に
し

て
は
ゆ
る
や
か
で
舟
運
に
は
向
い
て
い
た

1 柳之御所遺跡で出土した渥美焼の大甕。高
さ90.4cm、推定口径 54.0cmで渥美産とし
ては最大のもの　2 平泉町内の遺跡から出土
した常滑四耳壺（しじこ）。平安時代後期のも
の　1、2 平泉町教育委員会蔵　3 平泉を代表する
土器「かわらけ」。清らかさが尊ばれたため、一
度きりの使い捨て食器と考えられる　岩手県教
育委員会蔵　4 武家社会の隆盛と常滑焼・渥美
焼の関係を語る平泉町まちづくり推進課の八
重樫忠郎さん　5 平安時代末期に奥州藤原
氏が政治を行なった場所と考えられている柳
之御所遺跡　6 柳之御所遺跡の裏手にある
低地。湊の跡と考えられる

12
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4

5

6
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平泉

登米

石巻

東
北
新
幹
線

仙台

一ノ関

北上川

旧
北
上
川

の
で
す
」
と
い
う
。

陶
器
が
つ
な
い
だ

石
巻
と
東
海
の
縁

　

1 

9 

8 

4
年
（
昭
和
59
）、
旧
北
上
川
の

支
流
・
真
野
川
の
上
流
に
あ
る
石
巻
市
水

沼
地
区
で
3
基
の
窯
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

水
沼
古
窯
と
呼
ば
れ
る
こ
の
窯
跡
は
、
12

世
紀
前
半
、
ま
さ
に
平
泉
が
常
滑
焼
や
渥

美
焼
を
東
海
か
ら
取
り
寄
せ
は
じ
め
た
こ

ろ
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
八
重
樫

さ
ん
に
よ
る
と
、
平
泉
の
史
跡
か
ら
は
水

沼
の
窯
で
焼
い
た
陶
器
も
発
見
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
は
渥
美
焼
特
有
の
袈
裟
襷
文

の
文
様
ま
で
施
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

奥
州
藤
原
氏
は
こ
う
し
た
優
れ
た
陶
器

を
自
分
た
ち
の
手
で
生
産
し
た
い
と
考
え

た
の
だ
ろ
う
。
渥
美
焼
の
工
人
を
石
巻
近

郊
の
水
沼
地
区
に
住
ま
わ
せ
て
、
そ
こ
に

窯
を
つ
く
ら
せ
た
。
し
か
し
水
沼
窯
は
わ

ず
か
30
〜
40
年
で
操
業
を
停
止
し
て
し
ま

う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
八
重
樫
さ
ん

は
水
沼
の
粘
土
が
愛
知
県
ほ
ど
焼
き
物
に

適
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
興
味
深
い
の
は
、
水
沼
に
来
た
渥
美
の

工
人
ら
の
子
孫
が
こ
の
地
に
定
住
し
た
こ

と
で
、
そ
の
後
も
東
海
と
石
巻
と
の
文
化

的
な
つ
な
が
り
が
長
く
続
い
た
こ
と
で

す
」
と
斎
藤
さ
ん
。

　

そ
の
足
で
水
沼
地
区
に
あ
る
古
刹
、
亀き

向こ
う
さ
ん
り
ゅ
う
せ
ん
い
ん

山
龍
泉
院
を
訪
ね
た
。

　

龍
泉
院
は
知
多
半
島
の
内う

つ
み海

に
あ
る
性

し
ょ
う

海か
い
じ寺

の
末
寺
と
さ
れ
る
。
16
世
紀
半
ば
、

性
海
寺
の
和
尚
、
天て

ん
い
か
ん
さ
い

以
乾
斎
が
奥
州
に
向

か
い
水
沼
に
至
っ
た
と
き
に
迎
え
た
水
沼

の
有
力
者
、
亀か

め
や
ま
い
せ

山
伊
勢
が
自
分
の
山
荘
を

与
え
て
寺
と
し
た
。
そ
れ
が
龍
泉
院
の
創

始
と
伝
わ
る
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
天
以
乾
斎
和
尚
が
水
沼

を
最
終
目
的
地
と
し
た
の
は
偶
然
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
亀

山
伊
勢
と
い
う
名
前
に
も
伊
勢
湾
、
つ
ま

り
東
海
と
の
関
係
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
。
こ
の
地
域
に
尾
張

姓
や
内
海
姓
が
多
い
と
さ
れ
る
の
も
渥
美

の
工
人
が
移
り
住
ん
だ
名
残
だ
ろ
う
か
。

「
石
巻
で
は
東
海
地
方
ゆ
か
り
の
姓
を
も

つ
人
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
な
か
に
は
事

業
欲
が
旺
盛
な
方
た
ち
も
多
く
い
ま
し
た
。

後
に
北
上
川
に
内
海
橋
を
か
け
た
水
沼
の

豪
農
で
酒
造
家
で
も
あ
っ
た
内
海
五
郎
兵

衛
も
そ
の
一
人
で
す
」（
斎
藤
さ
ん
）。

　

住
職
の
泉
孝こ

う
ゆ
う雄

さ
ん
も
「
昔
の
人
は

『
お
寺
を
見
る
な
ら
松
島
の
瑞
巌
寺
か
龍

泉
院
だ
』
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

そ
れ
ほ
ど
由
緒
あ
る
名
刹
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
た
の
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

龍
泉
院
に
は
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

常
滑
焼
と
伝
わ
る
大
壺
が
今
も
大
事
に
保

石巻市水沼地区で発見された窯跡「水沼古窯」。渥美焼の工人が
つくったものと思われる

斎藤さんのリクエストで泉さんが特別に見せてくれた江戸時
代の常滑焼と伝わる大壺。中世以来の縁を感じる

上：龍泉院は大正時代に火災に遭い本堂は
焼失したが、立派な山門と鐘楼は今も残る
下：旧北上川と石巻市水沼地区をつなぐ真
野川

住職の泉孝雄さんから龍泉院と水沼地区の歴史
を聞く斎藤さん
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菅勧

武山家

11 「廻船問屋 菅勧資料館」にある帳場。江戸時代の雰囲気が
漂う　12 保管していた陶器を眺める館長の菅野紀男さん（右）と
兄の芳郎さん（左）　13 登米市内を滔々と流れる北上川。どれほ
どの人がこの川を通って荷を運んだのだろうか

管
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
末
期
の
奥
州

藤
原
氏
滅
亡
と
と
も
に
平
泉
へ
の
常
滑

焼
・
渥
美
焼
の
流
通
は
終
わ
っ
た
が
、
尾

張
と
石
巻
の
結
び
付
き
ま
で
途
絶
え
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
水
沼
地
区
の

繁
栄
が
、
遠
い
東
海
地
方
と
の
つ
な
が
り

に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

水
運
と
陶
器
を
追
っ
て

石
巻
・
登
米
を
歩
く

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
石
巻
は
北
上
川

の
水
運
の
基
点
と
し
て
、
奥
州
随
一
の
湊

と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
見
せ
た
。
仙

台
藩
か
ら
江
戸
に
納
め
ら
れ
る
御
穀
米
は
、

最
盛
期
に
は
30
万
石
に
も
及
び
、
江
戸
で

消
費
さ
れ
る
米
の
量
の
3
分
の
1
に
も
達

し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
米
は
、
一い

ち
の
せ
き関や

登と

め米
か
ら
石
巻
港
を
経
由
し
て
、
弁
才
船

で
江
戸
ま
で
運
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
東
北

に
入
る
陶
磁
器
類
は
、
帰
り
荷
と
し
て
江

戸
で
仕
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
主
流
と
な
っ

た
。

　

斎
藤
さ
ん
の
案
内
で
、
江
戸
時
代
の
陶

器
の
流
通
の
痕
跡
を
追
っ
た
。

石
巻
の
廻
船
主
「
武
山
家
」

　

江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
廻
船
主
と

し
て
栄
え
た
武
山
家
を
継
い
だ
本
間
英
一

さ
ん
は
、「
石
巻
千
石
船
の
会
」
の
事
務
局

長
も
務
め
て
い
る
。
本
間
さ
ん
と
斎
藤
さ

ん
は
、
武
山
家
に
残
る
『
武
山
六
右
衛
門

家
文
書
』
を
数
年
か
け
て
解
読
し
、
一
冊

の
本
に
ま
と
め
た
。
そ
こ
に
は
千
石
船
の

積
み
荷
の
受
領
証
や
領
収
証
な
ど
も
含
ま

れ
て
お
り
、
当
時
の
流
通
を
知
る
貴
重
な

資
料
だ
。
こ
れ
を
見
る
と
、
た
し
か
に
江

戸
の
商
人
か
ら
土
瓶
や
茶
碗
な
ど
を
仕
入

れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　

本
間
家
（
旧
武
山
家
）
の
土
蔵
に
保
管
さ

れ
て
い
る
、
貴
重
な
古
文
書
の
原
本
も
見

せ
て
い
た
だ
い
た
。

登
米
の
廻
船
問
屋
「
菅
勧
」

　

北
上
川
の
舟
運
の
発
展
に
伴
い
、
河
口

の
石
巻
と
上
流
の
盛
岡
周
辺
を
結
ぶ
中
間

点
と
し
て
栄
え
た
の
が
登
米
の
湊
だ
。「
河か

岸し

文
化
が
よ
く
残
っ
て
い
る
の
で
す
」
と

斎
藤
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
登
米
は
北
上

川
の
街
道
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
武
家
町

だ
。
今
は
堤
防
が
高
く
川
面
が
見
え
な
い

が
、
か
つ
て
は
目
の
前
に
川
岸
が
広
が
り
、

上
り
の
舟
と
下
り
の
舟
が
荷
を
積
み
替
え

て
い
た
は
ず
。
相
当
な
賑
わ
い
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。

「
廻
船
問
屋 

菅か
ん
か
ん勧

資
料
館
」
は
、
館
長

の
菅か

ん
の野

紀
男
さ
ん
と
兄
の
芳よ

し
ろ
う郎

さ
ん
が
運

営
し
て
お
り
、
土
・
日
曜
日
を
中
心
に
開

館
す
る
町
屋
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
だ
。
陶
器
や

7 武山家が1819年（文政 2）に江戸の商人から購
入した陶器類。江戸から千石船（弁才船）で運ばれ
たと思われる
8 大船渡市の船大工・新沼留之進さんによって精巧
につくられた千石船の模型
9 武山家に保管されていた江戸期の受取状。瀬戸物
の大瓶 1本、五升瓶 1本、三升瓶 2本などを受け取
ったと記されている
10 武山家に残る膨大な古文書を解読した本間英一
さんと斎藤さん。史料を探すときも阿吽の呼吸だ
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尾張屋

観慶丸本店

17 被災した問屋街に積み荷の米を提供したお礼として
江戸から送られた布袋像　18 観慶丸本店社長の須田
佑さん　19 布袋像を特別に見せていただいた「観慶丸
本店」（一般公開は原則的にしていない）

14 「尾張屋」店内に陳列された茶碗
類　15 東日本大震災を乗り越えて商
いを続ける近藤良一さん　16 東海と
の縁を感じさせる屋号の看板

Story2

漆
器
、
当
時
の
帳
簿
な
ど
、
往
時
の
廻
船

問
屋
の
商
い
や
登
米
の
文
化
の
記
録
が
そ

の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
だ
け
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の

は
貴
重
だ
」
と
斎
藤
さ
ん
は
言
う
。

石
巻
の
陶
器
店
「
尾
張
屋
」

　

石
巻
に
は
老
舗
の
陶
器
店
が
多
い
。「
尾

張
屋
」
も
そ
の
一
つ
。
こ
の
地
で
古
く
か

ら
営
業
し
て
い
た
陶
器
店
を
、
近
藤
良
一

社
長
の
祖
父
母
が
買
い
取
っ
て
今
日
に
至

る
。
店
名
の
由
来
は
わ
か
ら
な
い
が
、
尾

張
と
所
縁
が
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

近
藤
さ
ん
が
物
心
つ
い
た
こ
ろ
に
は
、

す
で
に
鉄
道
が
走
り
、
駅
か
ら
店
ま
で
の

運
搬
は
荷
車
だ
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て

店
の
前
が
運
河
だ
っ
た
こ
と
を
近
藤
さ
ん

は
知
っ
て
い
る
。「
50
〜
60
年
前
、
周
囲
の

道
路
を
舗
装
す
る
た
め
に
掘
り
返
し
た
ら
、

積
み
荷
は
船
頭
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
目
利
き
を
し
て
陶
器
を
仕
入
れ
、

後
に
陶
器
店
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う
。

　

あ
る
時
、
観
慶
丸
が
米
を
運
ん
で
江
戸

に
入
船
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
の

問
屋
街
が
全
焼
す
る
大
火
災
が
あ
っ
た
。

船
頭
の
須
田
幸
助
は
積
み
荷
の
米
50
俵
を

速
や
か
に
下
ろ
し
す
べ
て
提
供
し
た
。
そ

の
お
礼
と
し
て
江
戸
か
ら
数
年
後
に
贈
ら

れ
た
と
い
う
布ほ

て
い袋

像
が
展
示
し
て
あ
る
。

現
社
長
の
須
田
佑た

す
くさ

ん
は
言
う
。

「
正
確
な
年
代
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
か

な
り
立
派
な
品
物
な
の
で
特
注
品
だ
と
思

い
ま
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
た
め

に
問
屋
街
の
人
た
ち
が
お
金
を
出
し
合
っ

て
、
瀬
戸
あ
た
り
に
注
文
し
た
の
で
し
ょ

う
。
と
て
も
い
い
お
顔
を
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
布
袋
様
は
当
家
の
宝
で
す
」

　

◆　

　

奥
州
と
東
海
。
遠
く
離
れ
た
こ
の
二
つ

の
地
域
は
、
12
世
紀
か
ら
陶
器
が
縁
で
つ

な
が
っ
て
い
た
。
江
戸
の
商
人
・
河
村
瑞

賢
が
幕
府
の
命
を
受
け
て
東
廻
り
海
運
を

成
功
さ
せ
た
の
が
1 

6 

7 

0
年
代
。
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
昔
か
ら
太
平
洋
を
行
き
来

し
、
常
滑
焼
・
渥
美
焼
、
さ
ら
に
工
人
や

技
術
も
導
入
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
だ
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
交
易
と
当
時
の
人
々

の
実
行
力
に
、
圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
7
月
27
〜
28
日
、
8
月
29
日
取
材
）

堀
に
使
わ
れ
て
い
た
厚
い
木
の
板
が
腐
ら

ず
に
出
て
き
た
の
で
す
。
み
ん
な
驚
い
て

い
ま
し
た
よ
」
と
語
る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
店
を
た
た
む

つ
も
り
だ
っ
た
。「
で
も
ね
、
少
し
生
活
が

落
ち
着
く
と
、
茶
碗
で
ご
飯
を
食
べ
た
い
、

湯
呑
み
で
お
茶
が
飲
み
た
い
と
思
う
ん
で

す
。
そ
う
か
、
み
ん
な
同
じ
気
持
ち
に
違

い
な
い
―
―
そ
う
考
え
て
再
び
店
を
開
け

ま
し
た
」（
近
藤
さ
ん
）。

石
巻
の
陶
器
店
・
美
術
館

「
観
慶
丸
本
店
」

　

最
後
に
訪
れ
た
の
は
観
慶
丸
本
店
。
こ

の
店
の
創
業
者
、
初
代
須
田
幸
助
は
、
先

に
紹
介
し
た
武
山
家
の
船
「
観
慶
丸
」
の

沖
船
頭
（
雇
わ
れ
船
長
）
だ
っ
た
。
江
戸
時

代
、
千
石
船
の
船
頭
は
船
主
か
ら
も
一
目

置
か
れ
る
存
在
で
、
江
戸
か
ら
の
帰
り
の
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