
は
じ
め
に

　
平
成
二
十
七
年
九
月
、
倉
敷
市
よ
り
「
倉
敷
の
老
舗
」
顕
彰
の
対
象
企
業
に
推
薦
さ
れ
た
と
い
う
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

　
百
年
以
上
の
老
舗
の
仲
間
入
り
が
で
き
る
と
有
り
難
く
お
受
け
致
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
係
の
方

か
ら
古
い
資
料
が
あ
り
ま
す
か
と
訊
か
れ
た
の
で
、
昔
の
レ
ッ
テ
ル
と
封
筒
を
提
出
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
古
い
資
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
五
年
に
岡
山
県
知
事
宛
に
出
し
た
「
献
上
希
望
書
」

が
見
つ
か
り
、
そ
の
記
述
の
中
に
明
治
四
十
一
年
創
業
と
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
今
ま
で
の
事
が

ら
を
思
い
出
し
、
何
か
の
か
た
ち
に
出
来
た
ら
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
日
ま
で
一
一
〇
年
間
、
家
業
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
も
、
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
方
々
の
お
か

げ
と
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
松
三
郎
商
店
店
主
　
三
宅
　
隆

「ござ織り」（第 71 回　東光展出品作品）
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三
宅
松
三
郎
商
店
の
あ
ゆ
み

　
三
宅
松
三
郎
商
店
は
、
私
の
父
で
あ
る
三
宅
松
三
郎
が
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
創
業
し
た

藺
（
イ
草
が
原
料
の
）
製
品
の
製
造
販
売
の
商
店
で
す
。
花
莚む

し
ろは
、
綿
糸
な
ど
を
経た
て
い
と糸
、
色
と
り
ど
り

に
染
色
し
た
藺
草
を
横
糸
と
し
て
、
花
柄
や
幾
何
学
模
様
を
織
り
出
し
た
も
の
で
、「
花
ご
ざ
」、「
花

む
し
ろ
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
岡
山
で
藺
草
製
品
と
い
え
ば
、
畳
表
と
花
莚
（
花
ご
ざ
）
が
有
名
で
す
が
、
こ
の
花
ご
ざ
は
明
治
十

五
年
（
一
八
八
二
）
頃
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
大
量
に
輸
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
盛
況
ぶ
り
は
、
明
治
二
十
六
年
に
は
、
国
の
輸
出
十
品
目
に
入
る
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
明
治
三
十
五
年
、
ア
メ
リ
カ
の
重
課
税
に
耐
え
ら
れ
ず
、
製
品
は
次
第
に
粗
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　
父
　
松
三
郎
は
、
貿
易
の
復
興
と
信
用
回
復
の
た
め
、
ひ
た
す
ら
良
品
化
の
研
究
を
続
け
、
近
代
稀

な
る
特
殊
花
莚
の
考
案
に
成
功
し
た
一
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
製
織
技
術
は
岡
山
県
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
農
林
大
臣
賞
、
通
産
大
臣
賞
な
ど
多
く
の
賞
を
頂
き
ま
し
た
。
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岡
山
県
の
藺
草
の
歴
史

　
藺
草
の

｢

藺｣

は
、
備
前
、
備
中
地
方
で
は

｢

ユ
（
ゆ
）｣

と
発
音
さ
れ
ま
す
。
宿
根
性
で
地
下
茎

が
発
達
し
、
長
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
五
〇
セ
ン
チ
の
茎
が
、
一
株
一
〇
〇
本
く
ら
い
ず
つ
束
の
よ
う
に
集

ま
っ
て
生
え
ま
す
。
茎
の
太
さ
は
直
径
二 

～ 

二
・
五
ミ
リ
で
表
皮
は
濃
緑
色
を
し
て
い
ま
す
。
内
部

は
白
い
海
綿
状
組
織
で
満
た
さ
れ
て
い
て
、
硬
い
膜
状
の
表
皮
と
内
部
の
海
綿
状
の
組
織
が
作
る
弾
力

が
畳
表
や
花
ご
ざ
の
原
料
と
し
て
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
岡
山
県
の
藺
草
は
、
江
戸
時
代
に
は
産
業
と
し
て
定
着
し
、
大
坂
、
江
戸
へ
も
流
通
し
て
い
ま
し
た
。

岡
山
県
内
の
栽
培
地
域
は
南
部
が
中
心
で
し
た
が
、
津
山
市
、
真
庭
市
、
高
梁
市
で
も
盛
ん
に
作
ら
れ
、

昭
和
三
十
年
代
に
は
最
盛
期
を
迎
え
、
岡
山
県
は
藺
草
生
産
日
本
一
と
な
り
、｢

藺
草
王
国｣

と
呼
ば

れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
、
岡
山
県
南
に
も
高
度
経
済
成
長
の
波
が
や
っ
て
き
て
、
大
気
汚
染

で
藺
草
の
先
枯
れ
に
よ
る
品
質
の
低
下
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
藺
草
生
産
農
家
の
中

　
創
業
当
時
の
様
子
が
わ
か
る
よ
う
な
写
真
が
残
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
す
が
、
私
の
記
憶
と
思
い

出
、
当
時
の
文
献
を
た
よ
り
に
、
昔
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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が
行
わ
れ
ま
す
。
汗
と
泥
に
ま
み
れ
る
重
労
働
で
、
機
械
化
さ
れ
る
前
は
、
朝
四
時
頃
か
ら
鎌
を
持
っ

て
刈
り
始
め
、
休
憩
を
入
れ
な
が
ら
夜
九
時
く
ら
い
ま
で
刈
り
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
刈
り
取
っ
た
藺
草
は
、
す
ぐ
に
染
土
を
溶
か
し
た
泥
水
に
浸
し

｢

泥
染｣

し
ま
す
。
染
土
と
は
酸
化

鉄
や
硫
化
物
の
少
な
い
粘
土
の
こ
と
で
す
。
藺
田
の
隅
に
く
ぼ
み
を
掘
っ
て
入
れ
、
そ
の
中
に
藺
草
を

浸
し
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
自
然
の
美
し
い
色
を
長
期
間
保
ち
、
折
れ
に
く
く
、
香
り
も
よ
く
な
り

ま
す
。｢

泥
染｣

の
後
、
天
日
で
乾
か
す

｢

日
干
し｣

の
作
業
を
経
て
、
完
全
に
乾
か
し
て
か
ら
倉
庫

へ
運
び
ま
す
。
雨
に
濡
れ
る
と
品
質
が
低
下
す
る
の
で
、
夕
立
な
ど
に
気
を
つ
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　｢

藺
刈
り｣

に
は
、
県
内
を
は
じ
め
中
国
・
四
国
地
方
の
農
村
か
ら
多
く
の
労
働
者
が
出
稼
ぎ
で
集

ま
り
、
藺
草
生
産
農
家
と
寝
食
を
共
に
し
な
が
ら
激
務
に
従
事
し
ま
し
た
。
藺
草
農
家
は
給
金
以
外
に
、

朝
昼
晩
の
食
事
や
お
酒
を
用
意
し
て
激
務
の
労
働
者
を
も
て
な
し
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
の
重
労
働
だ
っ

た
の
で
す
。

に
も
水
島
工
業
地
帯
の
会
社
に
勤
め
る
人
が
増
え
、
生
産
量
は
激
減
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
県
外
に
、
次

に
海
外（
中
国
な
ど
）に
と
藺
草
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。【
軒
を
貸
し
て
母
屋
を
取
ら
れ
る
】（
安

か
ろ
う
、
悪
か
ろ
う
）
時
の
流
れ
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
今
で
も
、
県
南
部
の
数
軒
の
農
家
が
、
岡
山
の
藺
草
を
絶
や
す
ま
い
と
良
質
の
藺
草
生
産
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
真
冬
に
植
え
、
真
夏
に
収
穫
す
る
藺
草
の
栽
培
は
重
労
働
で
し
た
。
藺
草
の
苗
は
、
苗
田
で
育
て
ら
れ
、 

十
二
月
か
ら
一
月
の
厳
し
い
寒
さ
の
中
、
苗
畑
に
植
え
付
け
ら
れ
ま
す
。
凍
結
と
雑
草
か
ら
苗
を
守
る

た
め
、
畑
に
は
モ
ミ
ガ
ラ
を
敷
き
つ
め
ま
す
。
冬
の
間
は
枯
れ
た
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
成
長
し

た
苗
は
、
苗
床
か
ら
掘
り
取
ら
れ
ま
す
。
苗
分
け
の
作
業
は
、
苗
を
引
き
抜
き
、
し
ご
い
て
泥
を
落
と
し
、

手
で
細
か
く
割
っ
て
い
き
ま
す
。
苗
分
け
は
夜
な
べ
を
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
苗
分
け
し
た
苗
は
一
つ
一
つ
丁
寧
に
苗
床
田
に
植
え
ら
れ
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
ま
す
。
四
月
ご

ろ
に
は
苗
は
成
長
し
て
青
々
と
な
り
、
六
月
頃
、
成
長
し
す
ぎ
て
倒
れ
な
い
よ
う
に

｢

先
刈
り｣

を
し

ま
す
。
そ
の
間
に
施
肥
、
除
草
、
防
虫
を
し
て
、
梅
雨
が
明
け
ま
す
。

　
梅
雨
明
け
の
太
陽
が
照
り
つ
け
る
七
月
後
半
、
真
夏
の
厳
し
い
暑
さ
の
中
、
藺
草
を
刈
る
「
藺ゆ

か刈
り
」


