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(大町五丁目・70歳)
さん

い
込
ん
だ
畳
針
を
手
に
、

す
い
す
い
と
畳
の
ふ
ち
を

縫
っ
て
い
く
成
田
正
さ
ん
。「
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
親
に
『
お
ま
え
は

畳
屋
に
な
る
ん
だ
』
と
言
わ
れ
て

こ
の
道
に
入
り
五
十
年
に
な
り
ま

す
。
今
は
ほ
と
ん
ど
機
械
で
作
り

ま
す
が
、「
細
か
い
と
こ
ろ
は
や

っ
ぱ
り
人
の
手
じ
ゃ
な
い
と
ね
」

と
針
先
に
神
経
を
集
中
し
ま
す
。

詳
し
い
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
創
業
百
七
十
年
を
超
す

老
舗

し
に
せ

だ
そ
う
で
、
昔
の
こ
と
を
尋

ね
る
と
、「
家
の
金
庫
か
ら
、
明

治
時
代
に
発
行
さ
れ
た
二
枚
の
鑑か
ん

札さ
つ

が
出
て
き
て
ね
、
年
代
の
古
い

鑑
札
は
、『
南
秋
田
郡
役
所
』
発

行
の
焼
印
が
押
し
て
あ
っ
て
、
時

代
を
感
じ
た
ね
。
今
じ
ゃ
家
の
宝

だ
よ
」
と
誇
ら
し
げ
で
す
。

「
私
で
四
代
目
、
息
子
が
五
代

目
と
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
は
内
装
な
ど
家
づ
く
り
全

体
の
こ
と
も
考
え
な
が
ら
、
畳
作

り
に
励
み
た
い
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

い
こ
ろ
は
家
具
職
人
と
し

て
腕
を
な
ら
し
た
清
水
良

太
郎
さ
ん
は
、
現
在
、
大
町
六
丁

目
で
家
具
店
の
経
営
に
携
わ
っ
て

い
ま
す
。

先
代
の
こ
ろ
に
は
、
職
人
五
人

を
か
か
え
店
も
に
ぎ
や
か
だ
っ
た

そ
う
で
、「
昔
の
職
人
は
、
タ
ン
ス

一
本
を
一
日
で
作
っ
た
も
の
で
す

よ
。
私
も
見
よ
う
見
ま
ね
で
、
職

人
に
な
り
た
て
の
こ
ろ
か
ら
、
タ

ン
ス
の
金
具
付
け
な
ど
簡
単
に
で

き
ま
し
た
。
先
代
で
あ
る
父
の
技

術
を
知
ら
な
い
う
ち
に
体
で
覚
え

て
い
た
ん
で
す
ね
」
と
当
時
を
振

り
返
り
ま
す
。

明
治
十
九
年
の
俵た

わ
ら

屋や

火
事
と
呼

ば
れ
る
大
火
で
資
料
が
紛
失
し
て

し
ま
い
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
文
政
年
間(

一
八
一
八
ー

一
八

二
九)

に
は
家
具
屋
と
し
て
創
業

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い

ま
す
。

つ
い
最
近
、
昔
を
偲し
の

ぶ
先
々
代

の
店
舗
の
看
板
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。「
看
板
を
見
れ
ば
、
家
具
、

タ
ン
ス
の
ほ
か
、
武
具
を
入
れ
た

り
、
嫁
入
り
道
具
を
入
れ
た
り
し

た
長な
が

持も
ち

な
ど
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
に
先
代
は
、
秋
田
で

初
め
て
洋
ダ
ン
ス
を
作
っ
た
と

か
。
歴
史
を
感
じ
ま
す
」
と
懐
か

し
げ
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

清水良太郎さん

看板が物語る
老舗の伝統

清水良太郎さん。看板の「宇吉」は先々代の名前

100年以上前の
鑑札が家宝
成田正

成田さんが手作業のときに使う道
具。使い込まれています

(大町六丁目・72歳)

使

若

藩
政
時
代
か
ら
職
人
、
商
人

の
ま
ち
と
し
て
栄
え
た
外と

町ま
ち

に
は
、
今
な
お
続
く
老
舗
が

あ
り
ま
し
た
。



家
の
仁
右
衛
門

に

え

も

ん

さ
ん
と
分

家
の
治
右
衛
門

じ

え

も

ん

さ
ん
は
、

通
り
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
て
石

材
店
を
営
ん
で
い
ま
す
。

初
代
仁
右
衛
門
は
四
百
年
前
、

佐
竹
義
宣

よ
し
の
ぶ

が
秋
田
へ
国
替
え
と
な

っ
た
際
、
義
宣
に
付
き
従
い
、
常

陸
か
ら
秋
田
へ
や
っ
て
来
た
と
い

い
ま
す
。

「
初
代
は
、
久
保
田
城
築
城
の

際
、
石
工
職
人
の
棟と

う

梁り
ょ
う

を
務
め
た

と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。
藩
政
時

代
、
登
城
す
る
際
に
付
け
た
裃
か
み
し
もや

、

慶
応
三
年(

一
八
六
七)

に
発
行
さ

れ
た
鑑
札
が
今
も
残
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
、
職
人
と
し
て
は
特

別
に
脇
差
を
持
ち
歩
く
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
話
す
仁
右

初代仁右衛門は
義宣公と秋田へ

左から治右衛門さん、仁右衛門さん、治右衛門さんの息子の新一さん

石井仁右衛門
石井治右衛門さん

さん
(大町二丁目・76歳)

(大町二丁目・75歳)

慶応３年(1867)発行の鑑札

上村義行さん。年末は門松作りに精を出します

村
家
で
は
、
も
と
も
と
竹

の
仕
入
れ
の
ほ
か
、
桶
や

か
ご
を
作
る
職
人
た
ち
を
か
か

え
、
そ
の
製
品
を
売
っ
て
生
業

な
り
わ
い

と

し
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
そ
も
そ
も
祖
先
は
、
佐
竹
氏

と
一
緒
に
常
陸
か
ら
や
っ
て
き
た

そ
う
で
す
。
代
々
屋
号
と
し
て

『
清
四
郎
』
を
名
乗
っ
て
い
ま
し

た
。
先
代
が
着
て
い
た
と
い
う
名

入
り
の
半
纏
は
ん
て
ん

も
残
っ
て
い
ま
す
」

と
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

先
代
は
商
売
上
手
な
人
で
、
全

国
を
歩
い
て
、
自
分
の
目
で
確
か

め
て
竹
を
仕
入
れ
て
い
た
と
か
。

「
昔
か
ら
の
信
頼
関
係
で
、
今
も

変
わ
ら
ず
九
州
や
宮
城
の
良
い
竹

を
仕
入
れ
ら
れ
る
の
も
先
代
の
お

か
げ
」
と
感
謝
し
ま
す
。

職
人
を
置
い
て
い
た
の
は
、
昭

和
四
十
年
代
ま
で
。
現
在
は
、
造

園
資
材
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
材
料
と

し
て
の
竹
の
販
売
が
中
心
と
の
こ

と
。
夏
に
は
竿
燈
の
竿
も
扱
っ
て

い
ま
す
。

「
竿
燈
の
時
期
に
な
る
と
合
計

二
百
本
前
後
の
竹
を
納
め
て
い
ま

す
。
出
竿
町
内
の
ほ
と
ん
ど
が
私

の
家
の
竹
を
使
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
私
も
若
い
こ
ろ
は
先

代
の
半
纏
を
着
て
竿
燈
の
練
習
を

し
た
も
ん
だ
よ
」
と
上
村
さ
ん
。

半
纏
を
着
こ
な
す
立
ち
姿
か
ら

は
、
老
舗
の
伝
統
を
継
ぐ
誇
り
が

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

上
村
義
行
さ
ん

商
売
に
長た

け
た

先
代
に
感
謝

伝統を感じる先代の半纏

(

大
町
五
丁
目
・
57
歳)

本

上

衛
門
さ
ん
。
石
井
家
が
代
々
職
人

と
し
て
重
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

そ
の
由
緒
あ
る
伝
統
を
受
け
継

い
だ
仁
右
衛
門
さ
ん
と
治
右
衛
門

さ
ん
は
、
十
五
歳
か
ら
こ
の
世
界

に
入
り
ま
し
た
。「
昔
は
橋
場
や

か
ま
ど
、
建
物
の
基
礎
と
し
て
石

材
が
使
わ
れ
て
い
た
も
ん
だ
よ
。

赤
れ
ん
が
郷
土
館
の
石
材
部
分

は
、
先
々
代
が
棟
梁
を
務
め
て
い

た
し
、
石
工
職
人
と
し
て
活
躍
の

場
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
で
も
今

は
墓
石
が
中
心
」
と
話
し
ま
す
。

「
め
っ
た
に
手
で
削
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
よ
」
と
い
う
仁
右
衛

門
さ
ん
で
す
が
、
の
み
と
ハ
ン
マ

ー
を
握
る
手
は
い
ま
だ
健
在
で
す
。
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