
時
代
を
生
き
抜
く
老
舗
の
力

日
本
は
、
人
の
み
な
ら
ず
、
企

業
も
長
寿
国
家
で
す
。
そ
れ
で
も

東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
の
倒
産
情
報

に
よ
れ
ば
、
平
成
19
年
の
岩
手
県

の
倒
産
件
数
は
１
０
５
件
。
ま
し

て
や
過
去
に
は
人
災
・
天
災
が
あ

り
、
生
き
抜
い
て
く
る
こ
と
は
至

難
の
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

当
会
議
所
で
は
、
そ
ん
な
困
難

を
乗
り
越
え
、
盛
岡
で
創
業
・
開

「
千
年
、
働
い
て
き
ま
し
た―

老
舗
企
業
大
国
ニ
ッ
ポ
ン
」（
野
村
進
著
・

角
川
書
店
）
と
い
う
本
に
よ
れ
ば
、
世
界
最
古
の
会
社
は
日
本
に
あ
り
、
そ

の
創
業
は
飛
鳥
時
代
で
１
４
０
０
年
以
上
の
歴
史
だ
と
い
い
ま
す
。
日
本
の

最
先
端
技
術
も
創
業
１
０
０
年
以
上
の
老
舗
と
い
わ
れ
る
企
業
の
知
恵
に
よ

る
も
の
も
多
い
そ
う
で
す
。
盛
岡
も
ま
た
創
業
１
０
０
年
以
上
を
誇
る
企
業

が
残
っ
て
い
る
町
で
す
。
時
代
の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
生
き
残
っ
て
き
た
盛

岡
の
老
舗
に
、
経
営
の
ヒ
ン
ト
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

企
業
が
生
き
抜
く
経
営
の
ヒ
ン
ト

特
集

り
、
一
族
の
力
だ
け
で
は
な
く
、

社
会
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
感
覚

な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
運
と
は

何
も
し
な
い
者
に
は
訪
れ
な
い
も

の
で
す
。
地
域
で
は
な
ぜ
木
津
屋

を
支
え
た
の
で
し
ょ
う
。

儲
け
だ
け
で
は
な
い
姿
勢

「
儲
け
る
つ
も
り
な
ら
、
大
き

く
で
き
た
時
は
あ
り
ま
し
た
。
ヤ

ミ
市
と
か
ね
。
で
も
公
定
価
格
を

維
持
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
信
用
を
勝
ち
取
れ

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
」
と
池
野

社
長
は
言
い
ま
す
。

取
材
の
間
、
度
々
社
長
の
口
か

ら
つ
い
て
出
て
く
る
の
は
「
信
用

を
勝
ち
取
る
」と
い
う
言
葉
で
し
た
。

正
直
に
商
い
続
け
、
信
頼
を
得
て

き
た
か
ら
こ
そ
社
会
も
ま
た
応
え

て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
代
に
通
用
す
る
「
訓
え
」

木
津
屋
の
そ
ん
な
選
択
の
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
に
、
方
長
老
か
ら
授
か

っ
た
家
訓
（
社
訓
）
が
あ
り
ま
す
。

一
、
慈
悲
を
本
と
す
べ
し

一
、
正
直
を
守
る
べ
し

一
、
自
他
利
益
を
旨
と
す
べ
し

一
、
平
等
に
客
を
敬
う
べ
し

一
、
遵
法
奉
公
を
重
ん
ず
べ
し

３
７
０
年
前
の
訓
え
は
現
代
に

も
合
う
も
の
か
と
問
い
か
け
る

と
、「
今
で
も
通
じ
る
と
思
い
ま

す
よ
。〝
慈
悲
〞
は
人
間
的
な
商

売
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う

し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令

遵
守
）
も
あ
る
…
」
と
池
野
社

長
。
国
内
の
企
業
の
不
祥
事
の
ニ

ュ
ー
ス
を
耳
に
す
る
な
か
、「
正

直
」
の
訓
え
は
情
報
化
社
会
の
今

こ
そ
大
切
に
思
え
ま
す
し
、「
自

他
利
益
」
も
ビ
ジ
ネ
ス
語
「W

in-
W
in

」
に
通
じ
ま
す
。

企
業
で
あ
れ
ば
増
収
や
事
業
拡

大
に
貪
欲
に
な
る
も
の
で
す
が
、

木
津
屋
は
違
う
よ
う
で
す
。「
局

面
が
来
て
、
大
き
く
羽
ば
た
け
る

の
な
ら
取
り
組
み
た
い
が
、
背
伸

び
を
し
た
く
は
な
い
で
す
」。
飾

っ
た
言
葉
が
出
て
こ
な
い
、
実
直

な
社
長
の
姿
勢
が
見
え
ま
し
た
。

「
老
舗
」を
生
き
る

業
し
て
１
０
０
年
以
上
事
業
を
営

ん
で
い
る
企
業
を
対
象
に
創
業
記

念
表
彰
を
始
め
、
今
年
２
年
目
を

迎
え
ま
し
た
。
す
で
に
10
社
が
受

賞
し
て
い
ま
す
。
そ
の
受
賞
者
の

中
か
ら
、
２
人
の
社
長
に
老
舗
な

ら
で
は
の
長
寿
企
業
経
営
の
ヒ
ン

ト
を
探
り
ま
し
た
。

　社
会
に
生
か
さ
れ
る
企
業

創
業
１
６
３
８
年
。
今
年
で

３
７
１
年
目
を
迎
え
る
㈱
木
津
屋

本
店
。
も
と
も
と
は
、
織
田
家
に

仕
え
る
武
士
の
出
で
あ
っ
た
創
業

者
は
、
国
書
偽
造
の
咎
で
盛
岡
預

か
り
と
な
っ
た
京
都
の
学
僧
「
方

長
老
」
を
慕
っ
て
、
こ
の
地
に
来

ま
し
た
。
そ
し
て
師
の
教
え
を
受

け
、
創
業
。
筆
墨
紙
な
ど
を
扱

う
、
萬
小
間
物
「
木
津
屋
」
が
誕

生
し
ま
し
た
。

多
く
の
盛
岡
商
人
が
時
代
に
翻

弄
さ
れ
倒
れ
て
い
っ
た
中
、
な
ぜ

生
き
残
れ
た
か
を
尋
ね
る
と
「
運

が
よ
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

と
池
野
裕
治
社
長
は
答
え
て
く
れ

ま
し
た
。
池
野
社
長
は
、
創
業
か

ら
14
代
、
盛
岡
に
当
主
が
定
住
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
12
代
目
に
あ

た
り
ま
す
。

「
明
治
維
新
、
金
融
恐
慌
、
第

２
次
世
界
大
戦
…
、
社
会
全
体
が

ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
と
き
は
当
主

が
ど
ん
な
に
優
秀
だ
っ
て
、
一
人

だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
社
会
か
ら
支
え
て
も
ら

わ
な
き
ゃ
残
れ
な
い
。
そ
し
て
社

員
も
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
今
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」
社
長

の
口
に
し
た
「
運
」
と
は
つ
ま
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長
寿
の
秘
訣
は
、
社
員
教
育

肴
町
の
㈱
村
源
は
１
８
５
７
年

創
業
、
１
５
１
年
目
を
迎
え
ま

す
。「
う
ち
が
長
く
続
い
て
き
た

の
は
、
守
り
に
入
れ
ば
潰
れ
る
と

の
考
え
か
ら
攻
め
の
姿
勢
で
い
た

こ
と
と
、
社
員
教
育
だ
と
思
い
ま

す
」
と
話
す
の
は
、
６
代
目
に
あ

た
る
村
井
晃
社
長
。
薬
局
は
マ
ニ

ュ
ア
ル
が
き
か
な
い
接
客
業
だ
け

に
、
正
し
い
情
報
を
お
客
様
に
与

え
、
信
頼
さ
れ
る
た
め
に
、
昔
か

ら
社
員
教
育
に
力
を
注
い
で
き
た

そ
う
で
す
。「
父
は
も
っ
と
厳
し

か
っ
た
」
と
村
井
社
長
は
述
懐
し

ま
す
。

「
知
識
が
な
い
と
知
恵
が
出
な

い
」
と
ス
タ
ッ
フ
の
学
び
の
場
を

月
３
回
設
け
て
い
ま
す
。
内
容
は

季
節
に
合
う
薬
や
、
メ
ー
カ
ー
に

よ
る
新
薬
の
勉
強
。
人
に
教
え
る

の
が
一
番
覚
え
る
と
、
外
部
講
習

会
の
参
加
者
が
講
師
に
立
つ
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
業
種
を
問
わ
ず
、

自
分
が
経
験
し
た
良
い
サ
ー
ビ

ス
、
店
の
飾
り
方
な
ど
も
報
告
し

合
い
、
社
員
同
士
で
研
究
し
て
い

ま
す
。

失
敗
を
恐
れ
ぬ
ス
タ
イ
ル

仕
事
は
社
員
に
任
せ
、
責
任
感

を
感
じ
て
も
ら
い
な
が
ら
取
り
組

ま
せ
て
い
る
と
の
こ
と
。「
で
も

小
さ
い
会
社
だ
か
ら
見
え
ち
ゃ
う

ん
だ
よ
ね
。
そ
ん
な
時
は
直
接
言

う
。
た
だ
『
あ
あ
し
ろ
こ
う
し

ろ
』
で
は
な
く
『
な
ん
で
こ
う
し

て
る
？
』
と
聞
き
ま
す
ね
。
で
な

い
と
考
え
な
い
で
し
ょ
」。
昨
年

の
村
源
１
５
０
年
記
念
事
業
も
、

社
員
ア
イ
デ
ア
を
駆
使
。
エ
コ
バ

ッ
グ
や
新
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
登
場

し
ま
し
た
。

村
源
で
は
現
在
、
後
継
者
を
養

成
中
。「
自
分
も
先
代
に
言
わ
れ

た
よ
う
に
、『
仕
事
は
ま
ず
好
き

な
よ
う
に
や
れ
』
と
話
し
て
い
ま

す
」
と
、
村
井
社
長
。
在
任
中
な

ら
失
敗
の
フ
ォ
ロ
ー
も
で
き
ま

す
。「
実
際
は
失
敗
さ
れ
る
と
困

っ
ち
ゃ
う
ん
だ
け
ど
、
抑
え
ち
ゃ

う
と
伸
び
が
な
い
で
し
ょ
」
村
井

社
長
は
笑
い
ま
し
た
。

信
頼
を
積
み
重
ね
て

生
き
て
い
る
老
舗
は
、
常
に
時

代
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
社
長
が
独
り
で
経
営
す
る
の
で

は
な
く
、
社
員
や
一
族
と
共
に
会

社
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
木
津

屋
、
村
源
の
２
社
は
、
共
通
す
る

「
信
頼
」
と
い
う
見
え
な
い
商
品

を
持
っ
て
い
ま
す
。
受
け
継
が
れ

て
き
た
老
舗
の
歴
史
は
、
信
頼
の

証
。
企
業
と
お
客
さ
ま
が
信
頼
の

絆
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
独

自
の
ス
タ
イ
ル
を
持
ち
、
時
代
の

変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、「
あ
そ

こ
な
ら
間
違
い
な
い
」
と
い
う

人
々
の
、
信
頼
に
応
え
る
た
め
の

努
力
や
発
想
を
い
か
に
大
切
に
す

る
か
が
、
企
業
存
続
の
鍵
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

取
材
／「
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
」企
画
編
集
委
員
会

薬屋ならではの看板の数々、今はない薬
の看板は、まさしくお蔵入り。特別に蔵
出ししてもらいました。

薬剤師の資格を持
つ社長は、薬局に
出ることも（上）。

いまだ現役の事務所は江戸時
代のもの。県指定の重要文化
財。金融恐慌のあおりで流れ
たものの、昭和の初めにはレ
ンガ造りにする計画もあった
そう。

｢建物｣ をほめてばかりいると「中の人間の身
にもなってよ」と池野社長は笑います。維持し
ていくのは苦労も大きいよう。事務所や蔵は、
子ども時代の遊び場だったそうです。そして、
かなりレトロなレジスター。「まだ動くよ」と
社長（右）。

盛岡創業記念表彰老舗年表
1597年　盛岡城築城開始
1599年　盛岡城に南部信直居住
1603年　徳川家康江戸幕府開府
1606年　■十一屋㈱（下ノ橋町）創業
1609年　上の橋完成
1613年　村井新七盛岡で創業。（盛岡商人

の主流の一つ近江商人）
1615年　■㈲岡沼折箱店（紺屋町）創業
1618年　■橋本屋本店（本町通）創業
1625年　■㈲鈴木盛久工房（南大通）創業
1633年　３代目藩主重直、盛岡城を藩主の

居城に定める
1635年　方長老盛岡預かりとなる（1658年

帰還）
1638年　■㈱木津屋本店（南大通）創業
1650年　■徳清倉庫㈱（仙北町）創業
1767年　■㈱平金商店（肴町）創業
1810年　■㈱山清商店（仙北町）創業
1816年　■茣蓙九・森九商店（紺屋町）創業
1834年　木津屋本店類焼、再建
1857年　■㈱村源（肴町）創業
1868年　戊辰戦争
1869年 南部氏白石転封
1872年 豪商鍵屋、銅山の採掘権没収（尾

去沢銅山事件）
1874年 小野組破産
1881年 会議所の前身、商法会議所を開設
1931年　県下、金融恐慌、銀行パニック

■は第１回、■は第２回受賞事業所

社員のアイデアで
誕生したくすりん
君のついた「むら
げんマイバッグ」
（右）。
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