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く
だ
さ
い
。

斎
藤
…
実
は
、こ
の
伊
達
家
商
家
が
設
立
の

きっ
か
け
な
の
で
す
。
白
子
地
区
に
は
、歴
史
的

に
も
文
化
的
に
も
意
義
の
あ
る
史
跡
や
建
物
や

古
文
書
な
ど
に
加
え
て
、伊
勢
型
紙
や
鈴
鹿
墨

と
い
う
伝
統
産
業
も
あ
り
ま
す
が
、近
頃
は
姿

を
消
す
も
の
も
多
く
、も
っ
た
い
な
い
な
と
心
を

痛
め
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、長
い
間
空
き

家
と
なって
い
た
伊
達
家
を
見
て
、所
有
者
で
あ

る
伊
達
さ
ん
と「
こ
れ
は
地
域
の
宝
、何
と
か
し

て
後
世
に
残
さ
な
け
れ
ば
」と
話
を
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
有
志
を
募
り
、会
を
設
立
し
た
と
こ
ろ
、

「
大
切
に
し
て
く
れ
る
な
ら
」と
伊
達
さ
ん
か
ら

許
可
を
い
た
だ
き
、保
存
活
用
が
決
ま
り
ま
し

た
。
設
立
後
は
、皆
で
掃
除
や
補
修
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、会
の
活
動
拠
点
と
し
て
い
ま
す
。

―
―
会
の
設
立
は
平
成
26（
２
０
１
４
）年
と

伺
い
ま
し
た
が
、き
っ
か
け
に
つ
い
て
教
え
て

―
―
こ
れ
だ
け
の
商
家
を
掃
除・補
修
す
る
の

は
大
変
で
す
ね
。

佐
藤
…
そ
う
な
の
で
す
が
、一方
で
、古
文
書
類

が
見
つ
か
る
と
い
う
嬉
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
今
は「
三
重
県
総
合
博
物
館
」に
も
協
力

い
た
だ
い
て
、少
し
ず
つ
解
読
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
こ
の
商
家
が
江
戸
時
代
に
別
の
場
所
に

建
て
ら
れ
、明
治
時
代
に
今
の
場
所
に
移
築
し

た
こ
と
な
ど
も
わ
かって
き
ま
し
た
。

―
―
今
後
も
新
た
な
事
実
が
解
明
さ
れ
そ
う

で
す
ね
。
ほ
か
に
は
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

斎
藤
…
現
在
の
主
な
活
動
は
、年
に
２
、３
回

開
催
す
る「
公
開 

歴
史
講
座
」、３
月
の「
伝
わ

る 

ひ
な
飾
り
展
」、７
月
の「
め
ざ
そ
う 

語
り
部

学
習
」、そ
し
て
８
月
の「
夏
休
み 

寺
子
屋
」で

者
も
増
え
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
は
、賑
や
か
そ
う
で
す
ね
。
地
域
の

方
々
と
も
連
携
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

城
野
…
地
域
の
歴
史
や
文
化
遺
産
は
、私
た
ち

会
員
だ
け
が
保
存
活
動
を
し
て
い
て
も
限
界
が

あ
り
ま
す
。 

地
域
の
人
た
ち
が
関
心
を
持
って

く
れ
る
よ
う
に
情
報
発
信
す
る
の
も
重
要
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
活
動
の
一
つ
が

「
め
ざ
そ
う 

語
り
部
学
習
」で
す
。現
在
、語
り

部
組
織
作
り
に
向
け
て
皆
で
勉
強
中
で
す
。
ま

た「
夏
休
み 

寺
子
屋
」は
子
ど
も
た
ち
対
象
で
、

糸
車
や
置
き
炬
燵
、棹
秤
な
ど
の
昔
な
が
ら
の

道
具
を
実
際
に
見
て
、当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
を

す
。「
公
開 

歴
史

講
座
」は
、郷
土
史

に
詳
し
い
会
員
を

講
師
に
し
て
、テ
ー

マ
に
沿
っ
て
講
演
会

を
開
催
し
て
い
ま

す
。「
伝
わ
る 

ひ
な

飾
り
展
」で
は
、地

域
に
伝
わ
る
雛
人

形
や
吊
る
し
雛
な
ど
を
展
示
す
る
の
で
、と
て

も
華
や
か
に
な
り
ま
す
。
最
近
は
着
物
を
着
て

散
策
を
楽
し
む「
き
も
の 

de 

お
さ
ん
ぽ
」実
行

委
員
会
と
コ
ラ
ボ
し
て
い
て
、着
物
姿
の
来
場

いま、グループネット

お問い合わせ
「白子の歴史文化を活かす会」
事務局
TEL 090 -7860 -3453
　　　  （斎藤 富茂さん）

四
日
市
の「
日
永
の
追
分
」で
東
海
道
と
分
岐
し
、伊
勢
へ
と
続
く
道
筋
は
、伊
勢（
参
宮
）街
道
と
呼
ば
れ
ま
す
。

街
道
沿
い
の
白
子
地
区（
江
島・白
子・寺
家
）は
、江
戸
時
代
に
は
紀
州
藩
領
と
一
部
は
小
笠
原
領
と
し
て
栄
え
、

伊
勢
湾
海
運
の
中
心
地
だ
っ
た
白
子
港
界
隈
に
は
廻
船
問
屋
の
蔵
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。「
白
子
の
歴
史
文

化
を
活
か
す
会
」（
大
杉 
淳
会
長
）は
、郷
土
の
歴
史
や
文
化
を
活
用
し
よ
う
と
、多
彩
な
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

白
子
の
歴
史
文
化
を
活
か
す
会

「
白
子
の
歴
史
文
化
を
活
か
す
会
」の
活
動

拠
点
は
、伊
勢
街
道
沿
い
に
建
つ「
伊
達
家

商
家
」で
す
。
令
和
２
年
に
国
の
登
録
有

形
文
化
財
と
な
っ
た
主
屋
は
、木
造
２
階
建

て
の
重
厚
な
造
り
で
、往
時
の
繁
栄
ぶ
り
を

彷
彿
と
さ
せ
て
い
ま
す
。
伊
達
家
は
江
戸

時
代
に
は
肥
料
・
油
・
米
な
ど
の
商
い
を
し

て
い
た
と
伝
わ
る
廻
船
問
屋
で
、地
域
の

人
々
か
ら〝
油
屋
忠
兵
衛
〞の
通
称
で
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
同
商
家
に
お
邪

魔
し
て
、事
務
局
長
の
斎
藤 

富
茂
さ
ん
、元

会
長
の
城
野 

高
潔
さ
ん
、会
員
の
佐
藤 

貴

宜
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

想
像
し
て
も
らって
い
ま
す
。
こ
れ
は
、親
世
代

に
も
関
心
を
持
って
い
た
だ
け
る
機
会
に
なって

い
る
と
思
い
ま
す
。

斎
藤・城
野・佐
藤
…
活
動
の
ほ
と
ん
ど
は
地

道
で
手
間
が
か
か
り
ま
す
が
、協
力
い
た
だ
い

て
い
る
所
有
者
の
伊
達
さ
ん
の
た
め
に
も
、一

過
性
で
終
わ
ら
ず
、今
後
も
続
け
て
い
き
た
い

と
思
って
い
ま
す
。
ま
た
、参
加
い
た
だ
け
る
方

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
話
か
ら
は
、郷
土
を
誇
り
に
思
う
熱
い
気
持

ち
と
決
意
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
…
中
村 

真
由
美

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

斎藤 富茂（とみしげ）さん

「伝わる ひな飾り展」

「伊達家商家」主屋外観

昔ながらの道具

向かって左から佐藤 貴宜さん、斎藤 富茂さん、
城野 高潔さん

※

じ

けわ
い

か
い

じ
ゅ
ん

こ

し
ろ

だ

や

お
も

ち
か

こ
た
つ

さ
お
ば
か
り

ご
ろ

ち
ゅ
う
べ

じ
ょ
う
の

た
か

た
か

な
お

よ
し

え

て

往時の繁栄ぶりを伝える主屋内部の様子




