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シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
に
も

元
気
な
店
が
あ
る

『水
沢
商
人
』
と
い
２
言
葉
が
東
北
地

方
に
は
あ
る
。
ブ」の
言
葉
は
奥
州
市
水
沢

地
区
の
商
人
を
表
現
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
水
沢
商
人
と
い
２
言
葉
に

は
、
目
先
が
利
い
て
よ
く
動
く
と
い
つ
含

み
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
水
沢
駅
周

辺
の
商
店
街
を
歩
い
て
み
て
も
、
そ
の
形

跡
は
全
て
と
言
っ
て
よ
い
程
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
は
、
地
方
都
市
に
よ
く
見
ら
れ

る
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
と
化
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ンヽ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
と
化
し

た
そ
ん
な
商
店
街
の
中
で
、
元
気
に
営

業
し
て
い
る
店
が
あ
る
。

そ
れ
が
水
沢
商
人
の
流
れ
を
組
む
老

舗
文
秀
堂
株
式
会
社
（代
表
取
締
役
高

橋
竜
太
郎
）
で
あ
る
。

文
秀
堂
は
、
文
化
１４
年
（１
８
１
７
年
）

の
創
業
で
あ
る
。
一局
橋
家
は
元
々
は
水

沢
と
北
上
川
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
岩
谷

堂
地
区
の
出
で
あ
る
。

岩
谷
堂
地
区
と
言
っ
て
も

一
般
の
人

に
は
馴
染
み
の
な
い
地
名
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

あ
の
奥
沢
平
泉
藤
原
三
代
と
言
え

ば
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

今
か
ら
千
年
前
に
な
る
が
、
藤
原
三

代
の
初
代
藤
原
清
衡
が
後
三
年
の
役
（１

０
８
３
～
１
０
８
７
年
）を
制
し
た
時
に

は
、
岩
谷
堂
地
区
を
本
拠
地
と
し
て
い

た
。
後
に
平
泉
地
区
に
本
拠
地
を
移
し

平
泉
文
化
が
花
開
く
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
文
化
の
ル
ー
ツ
が

岩
谷
堂
地
区
に
あ
る
。
従
っ
て
、

岩
谷
堂
地
区
は
商
工
業
地
と
し

て
繁
栄
す
る
ア」と
と
な
る
。
全
国

的
に
知
ら
れ
て
い
る
南
部
鉄

器
。秀
衡
塗
・岩
谷
堂
箪
笥
等
々

の
主
産
地
が
岩
谷
堂
と
そ
の
隣

接
地
区
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
納

得
が
い
く
。

水
沢
が
本
格
的
に
商
業
地
化

す
る
の
は
、
明
治
に
な
り
鉄
道
が

通
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

水
沢
に
鉄
道
が
通
る
よ
う
に

な
っ
て
、
商
業
の
核
が
水
沢
地
区

に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
岩
谷
堂
地

区
か
ら
水
沢
地
区
へ
多
く
の
商
人
が
移

動
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
に
、
高
橋

一
族
が
い
た
。

南

部
領

と
伊

達

領

の
…

今
で
は
、
水
沢
は
岩
手
県
（南
部
領
を

指
す
）
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
は
伊
達
領

（宮
城
県
の
エ
リ
ア
）
で
あ
っ
た
。
伊
達
藩

で
は
、
何
と
か
産
業
を
起
ブ」し
た
い
と
い

う
フ」と
か
ら
仙
台
に
あ
っ
た
筆
の
技
術
を

水
沢
地
区
に
技
術
移
転
す
る
こ
と
に
よ

り
、
水
沢
筆
を
作
り
出
す
。

こ
の
地
区
の
商
売
の
特
色
は
、
店
を
構

え
て
売
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
交

通
の
要
所
江
戸
へ
と
通
じ
た
奥
州
道
（現

国
道
４
号
線
）
と
盛
街
道
（大
船
渡

太̈

平
洋
側
）仙
北
街
道
（秋
田

日̈
本
海
側
）

へ
の
分
岐
点
に
位
置
し
て
い
る
と
い
つ
こ

と
か
ら
、
人
や
物
資
の
行
き
来
が
あ
り
、

そ
れ
に
の
っ
て
南
部
鉄
器
、
水
沢
筆
が
広

ま
っ
て
い
っ
た
。

現
在
で
は
、
水
沢

（旧
伊
達
領
）
商
人

に
対
し
て
岩
手
県

（旧
南
部
領
）
の
人
が

よ
く
い
つ
、
「水
沢
地
区
の
人
は
平
気
で

南
部
地
区
に
営
業
活
動
を
か
け
る
が
、

旧
南
部
領
の
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な

い
」
と
い
つ
意
味
の
こ
と
を
言
う
。

こ
れ
は
、
伊
達
領
の
人
達
は
変
わ
り

身
が
早
く
、
行
動
力
が
あ
る
と
い
つ
こ
と

を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

地
元
を
外

へ
、
外
を
地
元

へ

現
社
長
が
祖
父
の
言
葉
と
し
て
、
今

も
大
切
に
し
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
「商
売
を
す
る
な
ら
ば
地
元

の
も
の
を
外
で
売
れ
、
外
か
ら
仕
入
れ

て
地
元
で
売
れ
」
と
い
う
も
の
だ
。
　

こ

の
言
葉
が
、
水
沢
商
人
の
気
質
を
表
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
１
９

０
年
の
間
に
文
秀
堂
は
そ
の
姿
を
変
え

て
き
た
。

そ
の
時
に
合
わ
せ
営
業
力
を
つ
け
た

り
、
設
備
投
資
を
し
て
単
に
モ
ノ
を
右
か

ら
左
に
流
す
の
で
は
な
く
、
付
加
価
値

を
つ
け
る
と
い
つ
こ
と
を
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
水
沢
商
人
の
心

意
気
を
今
も
典
型
的
に
受
け
継
い
で
い

る
の
が
現
社
長
の
母
親

（衣
子
氏
）
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「内
の
も
の
を
外
に
」
を
今
も
貫
い
て

い
る
。
１
年
の
多
く
の
日
々
を
大
都
市
の

百
貨
店
で
の
催
事
に
出
張
し
て
お
り
、
自

ら
陣
頭
指
拝
を
と
っ
て
い
る
。
著
者
も
大

阪
の
催
事
会
場
、
東
京
の
催
事
会
場
を

見
せ
て
頂
い
た
が
、

７０
歳
を
過
ぎ
た
高
齢

と
は
思
え
な
い
九
気
さ
で
切
り
盛
り
し

て
い
る
。

一
般
の
人
が
見
る
百
貨
店
の
催
事
と

は
、
冷
暖
房
の
効
い
た
売
場
で
、
た
だ
座

っ
て
い
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
催
事
に
は
事
前
の
商
品
搬

秀堂株式会社代表取締役 高橋竜太郎氏
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岩手県奥州市は平泉の北隣に位置し、奥州藤原氏が

最初に舘を構えた場所です。その藤原氏を起源とする

南部鉄器や秀衡塗・岩谷堂箪笥等が生産されています。

同じく藤原氏を起源とする秀衡塗等の漆器を始め、数々

の伝統的な工芸品の産地です。

当社は南部鉄器と水沢筆の製造卸として文化14年

(1817年 )倉」業しました。

入
・陳
列
、
事
後
の
商
品
搬
出
な
ど
と
か

な
り
重
労
働
で
あ
る
。

ま
た
、
百
貨
店
の
催
事
で
は
、
全
国
か

ら
商
人
が
集
ま
る
た
め
に
そ
フ」で
の
人
間

関
係
づ
く
り
に
も
気
を
使
う
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
気
の
疲
れ
も
売
上
が
大
い
に

上
が
れ
ば
吹
っ
飛
ぶ
の
で
あ
る
が
、
商
売

は
そ
う
思
い
通
り
に
い
く
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
で
も
飽
き
ず
に
商
売
を
続
け

て
い
る
。
衣
子
氏
は
「内
の
も
の
を
外
」
に

売
る
水
沢
商
人
の
心
意
気
を
持
っ
た
人

で
あ
る
。

３
部

閥
編

成

で
数

を
課

る

現
在
、
文
秀
堂
で
は
３
部
門
編
成
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
商
売
の
基
本
を
守
り
な
が

ら
生
き
残
り
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。

３
部
門
の
一
つ
目
は
、
「内
を
外
全
で

あ
る
。
地
元
の
工
芸
品
（南
部
鉄
器
、
秀

衛
塗
、
正
法
寺
椀
、
岩
谷
堂
箪
笥
、
浄
法

寺
塗
等
）
を
中
心
と
す
る
商
品
販
売
で

あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
「外
を
内
企

で
あ
る
。

筆
を
起
源
と
し
て
変
化
し
て
き
た
事
務

器
倉
ソ
コ
ン
周
辺
機
器
、
複
写
機
等
）を

中
心
と
す
る
も
の
。

そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
、
「内
を
外
全

で
あ
る
食
品
（南
部
煎
餅
他
菓
子
、
麺
類

漬
物
等
）を
中
心
と
す
る
も
の
だ
。

こ
の
３
つ
の
商
品
群
は
、
一
見
何
の
関

係
も
な
い
よ
う
だ
が
、
微
妙
に
関
連
し
な

が
ら
成
長
を
し
て
き
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
文
秀
堂
は
南
部

鉄
器
と
水
沢
筆
の
製
造
卸
が
そ
の
ル
ー

ツ
で
あ
る
。

南
部
鉄
瓶
と
秀
衡
塗
は
漆
を
表
面
に

塗
装
す
る
と
い
つ
共
通
点
が
あ
る
。
岩

手
県
は
、
漆
技
術
が
秀
で
て
お
り
、
県
内

で
生
産
さ
れ
る
漆
は
、
良
質
で
あ
る
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
現
在

全
国
で
塗
ら
れ
て
い
る
漆
液
の
大
部
分

は
輸
入
に
頼
っ
て
お
り
、
純
国
産
は
１
％

に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
国

産
漆
の
６０
～
７０
％
を
占
め
て
い
る
の
が
、

岩
手
県
産
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
南
部
鉄
器
と
同
時
に
秀
衛

塗
な
ど
を
広
く
全
国
に
広
げ
る
と
い
つ

こ
と
を
し
て
い
る
。
製
造
卸
で
あ
る
か

ら
、
自
ら
生
産
と
直
結
し
、
工
房
を
開
い

て
、
職
人
の
集
団
化
を
し
て
い
る
。
文
秀

堂
で
は
、
会
長
、
社
長
夫
人
が
漆
器
造
り

に
携
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
南
部
鉄
器
と
漆
器
の
販
路

に
、
同
じ
く
地
元
の
南
部
煎
餅
、
そ
ば
等

の
食
品
を
加
え
併
売
を
始
め
た
。

筆
か
ぷ
事
務
機

バ
ン
テ
ナ
シ
ス
サ
ー
ビ
ス
業
へ

事
務
機
へ
の
展
開
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
だ
。

水
沢
筆
は
名
産
品
と
し
て
は
、
し万
成

度
の
高
い
も
の
だ
が
、
実
際
に
筆
を
使
っ

て
文
書
を
書
く
と
い
つ
こ
と
は
、
現
在
で

は
普
段
ま
れ
で
あ
る
。
事
実
、
文
秀
堂
で

は
、
筆
と
同
時
に
硯
や
紙
を
扱
う
よ
う

に
な
り
、
フ」れ
が
文
房
具
店
へ
と
文
秀
堂

を
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
文
房
具
、
電
卓
の
販
売
が
市

場
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
う
ち
に
パ

ソ
コ
ン
周
辺
機
器
、
複
写
機
の
販
売
、
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
ヘ
と
変
化
し
、
今
日
で
は
大

手
事
務
機
メ
ー
カ
ー
の
代
理
店
と
な
っ
て

い
る
。

Ｏ
Ａ
用
品
の
代
理
店
と
し
て
や
っ
て
い

く
上
で
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
体
制
を
万
全
に
構
築
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
後

は
価
格
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。
フ」
の
メ
と
ア
ナ
ン
ス
部
門
を

充
実
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
っ
た
の

が
、
現
社
長
で
、
東
京
で
大
手
事
務
機
メ

ー
カ
ー
に
在
職
時
に
身
に
つ
け
た
も
の

で
あ
る
。

そ
フ」
で
文
秀
堂
で
は
、
メ
と
ア
ナ
ン
ス

体
制
に
十
分
の
人
を
割
く
こ
と
に
よ
り
、

地
元
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ア」の
考
え
方
が
外
の
も
の
を
内
に
持

っ
て
く
る
時
に
、
た
だ
物
と
し
て
の
商
品

を
持
っ
て
く
る
だ
け
で
は
な
く
、
投
資
に

よ
り
付
加
価
値
を
つ
け
な
け
れ
ば
商
売

と
し
て
成
り
立
た
な
い
と
い
つ
考
え
に
つ

な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

文秀堂株式会社・大町店

「水沢商人」としてまだまだ現役の社長の母、高橋衣子さん
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早

い
時

期

に
外

に
出

る

さ
て
、
現
社
長
は
、
幼
少
時
代
を
水
沢

地
区
で
過
ご
し
た
が
、
多
く
の
後
継
経
営

者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
父
親
を
反
面

教
師
と
し
て
見
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
せ

い
か
、
東
京
２
呂
校
に
進
学
し

一
人
暮

ら
し
を
始
め
た
。

今
で
は
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
よ

う
だ
が
、
そ
の
当
時
、
水
沢
地
区
の
中
学

校
か
ら
東
京
の
高
校
へ
と
進
学
し
た
生

徒
は
い
な
か
っ
た
。

大
学
卒
業
後
、
現
在
代
理
店
に
な
っ

て
い
る
大
手
事
務
機
メ
ー
カ
ー
に
就
職

し
た
。

こ
の
体
験
が
、
後
に
地
元
に
帰
り
、
事

務
機
部
門
を
拡
大
す
る
た
め
の
知
育
を

支
え
る
こ
と
に
な
る
。
大
学
を
卒
業
後
、

２
年
の
東
京
で
の
生
活
を
終
え
、
水
沢

に
戻
る
。

当
時
は
ワ
ー
プ
ロ
が
出
始
め
た
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
フ」
で
事
務
器
中
心
の
営
業
活

動
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
社
長
に
な
る
の

は
、
ま
だ
先
の
こ
と
と
思
い
、
営
業
活
動

に
専
念
し
て
い
た
が
、
専
務
・社
長
が
立

て
続
け
に
他
界
し
、
２
０
０
０
年
に
社
長

（７
代
目
）
と
な
る
。

社
長
に
な
っ
て
び
っ
く
り
し
た
こ
と
は
、

多
く
の
商
店
や
同
属
会
社
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
文
秀
堂
に
も
公
私
の
区
別

や
経
営
管
理
が
曖
味
な
状
態
が
見
受
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
健
全
で
安
定
し
た
経
営
を

進
め
、
近
代
的
経
営
を
目
指
す
こ
と
と

な
る
。

現
社
長
が
経
営
改
善
の
た
め
に
掲
げ

た
の
は
、
次
の
４
点
だ
。

①
経
営
の
オ
ー
プ
ン
化

②
組
織
の
明
確
化

③
積
極
的
な
営
業
活
動

④
新
分
野
へ
の
挑
戦
模
索

現
社
長
は
、
ア」の
過
程
で
大
い
に
苦
労

し
た
が
、
ま
た
、
大
い
に
学
ん
だ
こ
お
と

も
多
い
。

社
長
に
な
っ
て
か
ら
６
年
経
ち
、
経
営

は
安
定
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ

楽
観
を
許
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア」
の
６

年
で
現
社
長
は
経
営
に
多
少
自
信
は
持

て
て
来
た
と
い
つ
。

後
継
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
長
男
は

現
社
長
と
同
じ
よ
う
に
中
学
卒
業
後
単

身
上
京
し
高
校
大
学
で
は
国
内
外
の
イ

ン
タ
ー
ン
ン
ッ
プ
を
経
験
し
た
。
現
在
は

大
学
４
年
、
事
業
継
続
を
前
提
と
し
な

い
就
職
を
予
定
し
て
い
る
。

帥
歳
の
約
束
事

８
代
目
に
つ
い
て
ど
う
す
る
の
か
と
現

社
長
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
次
の
代
に
引
き

継
ぎ
た
い
と
思
っ
て
は
い
る
が
、
業
況
や

将
来
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
と

言
う
。
自
分
と
後
継
者
双
方
の
意
思
と

決
意
が
必
要
で
あ
り
、
会
社
の
状
態
や

後
継
者
の
適
性
能
力
等
を
互
に
理
解
し

あ
っ
た
上
で
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

実
は
、
７
代
目
と
８
代
目
と
な
り
う

る
長
男
に
は
、
１
つ
の
約
束
事
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
長
男
が
３０
歳
に
な
っ
た
時

に
、
お
互
い
に
そ
の
時
の
状
況
を
話
し
合

お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
現
社
長
が
社
長
に
な
っ
て
経
営
の
フ

タ
を
開
け
た
時
の
苦
い
思
い
か
ら
出
て
い

る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
営
は
権
入
頼
り
に
し
な
い

今
ま
で
の
や
り
方
を
変
え
よ
う
と
も

せ
ず
、
た
だ
世
の
中
が
変
わ
っ
た
と
嘆
い

て
い
る
だ
け
で
は
何
の
進
歩
も
な
い
の
で

あ
る
。
元
々
、
水
沢
地
区
と
い
つ
の
は
、

そ
れ
程
の
商
業
地
区
で
も
な
か
っ
た
も
の

が
、
鉄
道
が
開
通
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。
水
沢
商
人
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
岩
谷

堂
地
区
の
人
が
集
ま
っ
て
き
た
の
も
偶
然

で
は
な
い
。

発
展
の
要
因
の
多
く
の
部
分
は
鉄
道

だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
北
自
動
車
道
が

で
き
、
新
幹
線
の
駅
が
郊
外
に
で
き
て
し

ま
う
と
、
水
沢
駅
商
店
街
は
ンヽ
ャ
ッ
タ
ー

通
り
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
う
。
ア」れ
を
単

に
景
気
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

一
般

論
で
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
は
、
フ」れ
か
ら

の
発
展
は
あ
り
得
な
い
。

地
方
都
市
を
歩
く
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
通

り
が
目
に
つ
く
。
す
る
と
、
地
方
は
景

気
が
悪
い
。
何
と
か
し
て
欲
し
い
と
他

人
頼
り
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
。
多
く
の

経
済
評
論
家
で
さ
え
そ
う
言
っ
て
い
る

が
、
実
は
智
恵
を
生
か
し
て
元
気
に
生

き
て
い
る
会
社
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
な

い
で
欲
し
い
。
水
沢
商
人
・文
秀
堂
は
そ

ん
な
勇
気
と
元
気
を
示
し
て
く
れ
る
老

舗
で
あ
る
。
一▼
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
ヨ
ン
サ
ル
多

ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
ヨ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
ヨ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ヨ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
で
」
の
老

舗
に
学
べ
穴
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る

営
業
マ
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
宍
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

水沢駅前のシャッター通り
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