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特集1／ 渋沢栄一と栃木

栄
一
、
地
方
富
源
を
目
指
す

　

豊
か
に
繁
る
藍
畑
と
爽
や
か
に
翻
る
染
め
上

げ
ら
れ
た
布
、
そ
の
中
を
走
り
抜
け
る
闊か

っ
た
つ達

な

青
年
の
姿
に
、
新
鮮
さ
を
感
じ
た
視
聴
者
は
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
年
の
大
河
ド

ラ
マ
の
顔
、
渋
沢
栄
一
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か

け
て
数
々
の
企
業
・
団
体
の
創
設
に
関
わ
り
、
日

本
近
代
の
実
業
と
経
済
の
発
展
に
多
大
な
貢
献

を
し
た
人
物
だ
が
、
新
紙
幣
の
顔
に
選
ば
れ
る

ま
で
、
世
間
に
お
け
る
知
名
度
は
さ
ほ
ど
高
く

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
功
成
り
名

を
遂
げ
て
か
ら
の
好
々
爺
然
と
し
た
肖
像
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
尊そ

ん

王の
う

攘じ
ょ
う

夷い

思
想
に
影
響

さ
れ
て
国
事
に
奔
走
し
た
若
き
日
の
栄
一
の
姿
な

ど
は
、
今
般
の
放
送
で
初
め
て
知
っ
た
と
い
う
人

も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

栄
一
が
関
わ
っ
た
企
業
・
団
体
は
、
第
一
国

立
銀
行
・
日
本
鉄
道
会
社
・
帝
国
ホ
テ
ル
・
大
阪

紡
績
会
社
・
富
岡
製
糸
場
な
ど
に
始
ま
り
、
王

子
製
紙
・
東
京
瓦が

す斯
・
東
京
海
上
保
険
会
社
・

東
京
石
川
島
造
船
所
な
ど
、
日
本
史
の
教
科
書

に
載
る
よ
う
な
も
の
や
現
代
の
大
企
業
に
も
つ
な

が
る
も
の
も
含
め
、枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。だ
が
、

こ
う
し
た
華
々
し
い
業
績
の
傍
ら
で
、
栄
一
に
は

ひ
と
つ
の
懸
念
が
あ
っ
た
。

　

明
治
45
（
1
9
1
2
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
栄 

一
の
著
作
『
青せ

い

淵え
ん

百ひ
ゃ
く

話わ

』
に
は
、
こ
ん
な
一
文

が
あ
る
。

　

各
地
方
に
適
当
な
事
業
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
地
方
に
お
け
る
有
為
の
人
物
は
、
ま
す

ま
す
都
会
に
輻ふ

く
そ
う湊

（
一
箇
所
に
集
中
す
る
こ
と
）

し
、
都
会
の
膨
張
す
る
そ
の
反
比
例
に
地
方
は

衰
微
し
て
、
遂
に
は
国
家
の
元
気
を
損
す
る
よ

う
な
こ
と
に
、
な
り
は
せ
ぬ
か
と
心
配
で
あ
る
。

…
…
国
家
に
と
っ
て
の
地
方
は
真
に
元
気
の
根

源
、
富
裕
の
源
泉
で
あ
る
。
ゆ
え
に
資
本
の
供

給
を
潤
沢
に
し
、
地
方
富
源
の
開
拓
を
企
つ
る

な
ら
ば
、
都
会
の
事
業
に
比
し
て
必
ず
遜
色
な

き
も
の
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
。

　

こ
の
懸
念
を
自
ら
払
拭
す
る

よ
う
に
、
栄
一
は
精
力
的
に
地

方
産
業
の
要
所
を
訪
問
し
て
は

地
元
の
名
望
家
ら
と
積
極
的
に

交
流
し
、
彼
ら
が
手
が
け
る
事

業
を
支
援
し
た
。
戊
辰
戦
争
で

の
荒
廃
か
ら
立
ち
直
り
つ
つ
あ
っ

た
栃
木
も
、
そ
の
例
外
で
は
な

い
。栄

一
、
栃
木
を
興お

こ

す

　

栄
一
が
初
め
て
栃
木
で
の
事

業
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
地

は
、
現
在
の
真も

お
か岡
市
。
鬼き

怒ぬ

川が
わ

沿
い
の
小
さ
な
河か

し岸
だ
っ
た
柳

や
な
ぎ

林
ば
や
し

に
、
明
治
7
（
1
8
7
4
）
年
、

福ふ
く

田だ

彦ひ
こ

四し

郎ろ
う

が
養
蚕
と
製
茶
を

手
が
け
る
栃
木
県
で
初
め
て
の

株
式
会
社
を
設
立
す
る
。
こ
の

と
き
栄
一
は
、
福
田
の
一
族
の
女
性
よ
し
を
妻
と

す
る
従
兄
の
喜き

作さ
く

と
と
も
に
、
株
主
と
な
っ
て
い

る
。
同
じ
く
従
兄
の
尾お

高だ
か

淳あ
つ

忠た
だ

（「
じ
ゅ
ん
ち
ゅ

う
」
と
も
）
と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
取
り
か
か
っ
た

官
営
富
岡
製
糸
場
の
創
設
か
ら
、
わ
ず
か
二
年

後
の
こ
と
で
あ
る
。
渋
沢
子
爵
家
文
書
に
含
ま

れ
る
「
柳

り
ゅ
う

林り
ん

農の
う

社し
ゃ

申
合
略
則
」
に
は
、「
養
蚕

製
茶
ハ
現
今
開
産
中
ノ
要
品
ニ
シ
テ
国
家
富
殖
ノ

枢
機
ト
ス
」
と
あ
り
、
当
時
最
大
の
輸
出
品
で

あ
っ
た
生
糸
に
力
を
傾
注
す
べ
き
だ
と
彼
ら
が
考

え
て
い
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
鬼
怒
川

水
系
は
古
く
か
ら
、
頻
繁
に
氾
濫
し
て
は
流
域

の
人
々
を
苦
し
め
た
。
だ
が
そ
れ
と
引
き
替
え

に
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
氾は

ん

濫ら
ん

原げ
ん

は
肥
沃
な
土

地
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
前
述
の

略
則
に
は
「
土
壌
膏こ

う

腧ゆ

（
肥ひ

よ
く沃

な
こ
と
）
ニ
シ
テ

最
モ
養
蚕
ノ
便
地
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
水
運
に

利
の
あ
る
河
岸
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
、
柳
林
は

明
治
初
期
の
産
業
振
興
に
う
っ
て
つ
け
の
条
件
を

備
え
て
い
た
。

　

加
え
て
こ
の
地
は
、
18
世
紀
半
ば
か
ら
一

ひ
と
つ

橋ば
し

家
の
支
配
地
と
な
っ
て
い
た
（『
真
岡
市
史
』
近

現
代
通
史
編
）。
栄
一
も
喜
作
も
、
か
つ
て
数
奇

な
経
緯
で
一
橋
慶よ

し
の
ぶ喜

に
仕
官
し
て
い
る
。
主
家

に
縁
の
あ
る
地
で
興
さ
れ
た
事
業
へ
の
出
資
の
背

景
に
は
、
両
人
の
強
い
思
い
入
れ
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
と
き
、
株
主
の
ひ
と
り
に
加
わ
っ
た
の
が
、

の
ち
に
銅
山
王
と
の
異
名
を
取
る
ま
で
に
な
る

男
、
古ふ

る

河か
わ

市い
ち

兵べ

衛え

で
あ
っ
た
。
栄
一
は
、
の
ち
に

『
古
河
市
兵
衛
翁
伝
』
の
中
で
陸む

奥つ

宗む
ね

光み
つ

と
並
ん

で
「
師し

友ゆ
う

」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、
市
兵
衛
と
は

長
く
交こ

う

誼ぎ

を
結
ん
で
い
た
。

　

両
者
の
結
び
つ
き
が
深
ま
る
契
機
は
、
市
兵
衛

が
番
頭
を
つ
と
め
て
い
た
京
都
の
豪
商
・
小お

の野
組
の

経
営
破
綻
だ
っ
た
。
栄
一
が
明
治
6（
1
8
7
3
）

年
に
大
蔵
省
を
辞
し
て
創
業
し
た
第
一
国
立
銀

行
は
、
多
く
の
府
県
の
公
金
収
支
を
請
け
負
っ
て

い
た
小
野
組
を
大
口
の
融
資
先
と
し
て
い
た
。
そ

の
小
野
組
か
ら
資
金
を
回
収
で
き
な
い
こ
と
は
、

栄
一
の
銀
行
業
の
頓
挫
を
意
味
す
る
。
市
兵
衛

を
招
い
て
窮
状
を
訴
え
た
栄
一
に
、
市
兵
衛
は
言

っ
た
。「
小
野
組
が
閉
鎖
す
る
こ
と
で
、
せ
っ
か
く

創
設
し
た
第
一
国
立
銀
行
を
潰
す
こ
と
が
あ
っ

て
は
し
の
び
な
い
」
と
。
そ
し
て
自
身
の
全
財
産

を
担
保
に
差
し
出
し
、
第
一
国
立
銀
行
の
危
機

を
救
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

栄
一
は
市
兵
衛
の
人
物
を
見
込
ん
で
、

そ
の
恩
義
に
報
い
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

の
ち
に
市
兵
衛
が
鉱
山
事
業
に
参
入
し

よ
う
と
し
た
際
は
大
蔵
卿
・
大お

お
く
ま隈

重し
げ
の
ぶ信

に

便
宜
を
求
め
る
書
簡
を
送
り
、
明
治
13

（
1
8
8
0
）
年
に
は
足
尾
鉱
山
組
合
に

も
加
盟
し
て
い
る
。
足
尾
銅
山
の
隆
盛
の

陰
に
は
、
栄
一
の
支
援
が
あ
っ
た
の
だ
。

関
係
の
深
さ
を
物
語
る
よ
う
に
、
古
河

鉱
業
が
来
賓
の
接
待
の
た
め
に
築
い
た
洋

館・掛か
け

水み
ず

倶く

ら

ぶ

楽
部
に
、栄
一
揮き

毫ご
う

の
書
「
人

間
貴
晩
晴
（
人
間
晩ば

ん

晴せ
い

を
貴と

う
と

ぶ
）」
が
今
も
残
る
。

終
生
続
い
た
盟
友
関
係
は
子
孫
に
も
及
び
、
市
兵

衛
の
子
虎と

ら

之の

助す
け

は
、「
渋
沢
さ
ん
の
家
の
近
く
だ

か
ら
」
と
い
う
理
由
で
飛あ

す
か鳥

山や
ま

（
東
京
都
北
区
）

の
渋
沢
邸
か
ら
歩
い
て
十
分
ほ
ど
の
場
所
に
邸
宅

を
構
え
た
（
現
在
の
旧
古
河
庭
園
）。

　

栄
一
と
市
兵
衛
。
近
代
産
業
の
萌
芽
期
に
の

ち
の
実
業
界
の
巨
頭
が
揃
っ
て
投
資
を
試
み
た
株

式
会
社
・
柳
林
農
社
の
あ
っ
た
場
所
は
、
盛
衰
の

末
、
今
は
の
ど
か
な
田
園
地
帯
と
な
って
い
る
。

栄
一
、
日
光
を
保た

も

つ

　

日
光
東
照
宮
旧
宝
物
殿
の
南
に
、
7
ｍ
も
あ

る
巨
大
な
石
碑
が
木
々
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た

ず
ん
で
い
る
。
碑
の
篆て

ん

額が
く

は
、
最
後
の
輪り

ん
の
う
じ
の
み
や

王
寺
宮

で
奥お

う

羽う

越え
つ

列れ
っ

藩ぱ
ん

同ど
う

盟め
い

の
盟
主
に
も
擁
さ
れ
た
、

北き
た

白し
ら

川か
わ

宮の
み
や

能よ
し

久ひ
さ

親し
ん

王の
う

。
撰せ

ん
ぶ
ん文

は
、
勝か

つ
か
い
し
ゅ
う

海
舟
だ
。

篆
額
に
は
、「
保ほ

晃こ
う

会か
い

碑
」
と
あ
る
。
保
晃
会
は
、

明
治
に
入
り
幕
府
の
庇
護
を
失
っ
た
日
光
の
社
寺

と
景
勝
を
護ま

も

る
べ
く
、
政
財
界
の
要
人
や
安あ

ん

生
じ
ょ
う

順じ
ゅ
ん

四し

郎ろ
う

・
矢や

板い
た

武た
け
しら

と
いっ
た
日
光
に
ゆ
か
り
の

深
い
人
々
に
よ
っ
て
明
治
12
（
1
8
7
9
）
年
に

組
織
さ
れ
た
。
栄
一
も
、そ
の
会
員
の
ひ
と
り
だ
。

　

保
晃
会
は
、
社
寺
の
修
繕
や
山
内
の
整
備
の

た
め
に
広
く
寄
附
金
を
呼
び
か
け
た
が
、
俳
人

原は
ら

石せ
き

鼎て
い

が
作
成
し
た
東
京
府
下
賛
成
会
員
連
名

で
の
寄
附
金
募
集
の
書
簡
が
栃
木
県
立
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
大お

お
と
り鳥

圭け
い
す
け介

、

中な
か
む
ら村
正ま

さ
な
お直
、
山や

ま
お
か岡
鉄て

っ

舟し
ゅ
う、
安や

す

田だ

善ぜ
ん

次じ

郎ろ
う

、
松ま

つ
も
と本

良り
ょ
う

順じ
ゅ
ん、

前ま
え
じ
ま島

密ひ
そ
か、

榎え
の
も
と
た
け
あ
き

本
武
揚
な
ど
錚
々
た
る
人

物
た
ち
の
名
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。

　

彼
ら
の
中
で
も
栄
一
は
特
に
熱
心
に
、〝
日
光
〟

と
い
う
地
そ
の
も
の
の
保
全
を
各
方
面
に
訴
え

た
。
増
え
続
け
る
外
国
人
観
光
客
の
需
要
に
応

　新紙幣の顔、そして今年の大河ド
ラマの主人公と、今何かと世間の耳
目を集めている人物―渋沢栄一。
日本の資本主義の父とも称され、東
京商工会議所初代会頭を務めた彼
は、「地方の発展なくして国家の繁
栄なし」という考えのもと、栃木県
で芽生えた近代産業に対しても、そ
の伸長を陰に日向に支え続けた。こ
こでは、そんな栄一と本県とのゆか
りを探る。

渋
沢
栄
一
と
栃
木

―
地
方
は
国
家
の
富ふ

源げ

　ん

也な

　り

―

栃
木
県
立
博
物
館  

主
任
研
究
員  

小
栁  

真
弓

特
集
1

足尾銅山を興した古河市兵衛（国立国会図書
館デジタルコレクションより）。彼の死後に編ま
れた一代記『古河市兵衛翁伝』では、その序
を栄一が識している

渋沢栄一肖像写真（深谷市所蔵）

日光東照宮旧宝物殿の南側に広がる庭園「浩養園（こうようえん）」にたたずむ、
保晃会碑。勝海舟の談話集『氷川清話（ひかわせいわ）』には、石巻産の石
を特別な汽車で輸送した話が記されている

渋
沢
栄
一
と
栃
木
略
年
表

1874 （明治7）年 1月 

1880 （明治13）年 1月 

1886 （明治19）年 11月 

1887 （明治20）年 10月 

1888 （明治21）年 9月 

1889 （明治22）年 6月 

1899 （明治32）年 5月 

1910 （明治43）年 6月 

 10月 〃

1913 （大正２）年 4月 

1916 （大正５）年 8月 

柳林農社（真岡）の起業に関わる

古河市兵衛らが設立した足尾鉱山組合に加盟

両毛鉄道の敷設出願を支援する

下野麻紡績会社設立の発起人となる

日光ホテルの創立費を支援する

日本鉄道の理事会で日光鉄道の建設を訴える

桐生・足利・館林の織物工場、足利学校などを訪問

日光東照宮三百年祭奉斎会の顧問となる

宇都宮商工会議所で上野松次郎ら会員約500人を前に講演

塩原に避暑（明賀屋に宿泊）

宇都宮を訪問、下野各銀行の懇親会にて演説をおこなう
（大谷の盤水館に宿泊）
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え
る
か
た
ち
で
進
め
た
、
日
光
鉄
道
（
現
Ｊ
Ｒ

日
光
線
）
の
敷
設
、
日
光
駅
（
現
Ｊ
Ｒ
日
光
駅
）

の
築
造
、
日
光
ホ
テ
ル
（
日
光
奉
行
所
跡
）
の
よ

う
な
宿
泊
拠
点
の
整
備
な
ど
、
栄
一
が
支
援
し

た
事
業
は
数
知
れ
な
い
。
大
正
4（
1
9
1
5
）

年
の
日
光
東
照
宮
三
百
年
祭
に
当
た
っ
て
は
奉ほ

う

斎さ
い
か
い会
の
会
長
と
な
り
、
同
祭
を
大
々
的
に
執
り

行
う
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

栄
一の
、
日
光
を
護
り
た
い
、
日
光
を
隆
盛
さ

せ
た
い
と
い
う
心
情
は
、
た
だ
殖
産
興
業
・
観
光

振
興
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
存

念
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

若
か
り
し
日
の
栄
一
は
、
水
戸
学
を
学
ん
だ

尾
高
淳
忠
か
ら
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、

尊
王
攘
夷
思
想
に
傾
倒
し
て
行
動
に
移
そ
う
と

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
幕
府
か
ら
追

わ
れ
る
立
場
に
な
り
、
喜
作
と
と
も
に
江
戸
や

京
都
を
転
々
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
続
く

逃
亡
生
活
で
困
窮
し
て
い
た
と
き
に
拾
い
上
げ
て

く
れ
た
の
が
、
一
橋
慶
喜
の
側そ

ば

用よ
う

人に
ん

・
平ひ

ら

岡お
か

円え
ん
し
ろ
う

四
郎
だ
っ
た
。
平
岡
は
、
幕
府
が
瓦
解
の
危
機

に
あ
る
現
状
を
直
接
訴
え
た
い
と
い
う
ふ
た
り
の

主
張
を
受
け
て
、
特
別
に
慶
喜
に
拝
謁
す
る
機

会
を
設
け
て
く
れ
た
。
こ
れ
を
好
機
と
ば
か
り

に
日
頃
抱
い
て
い
た
趣
意
を
ぶ
つ
け
た
栄
一
に
、

慶
喜
は
「
た
だ
フ
ン
フ
ン
と
聞
い
て
居
ら
れ
る
」

だ
け
だ
っ
た
と
い
う
（『
雨あ

ま

夜よ

譚が
た
り

』）。
だ
が
、
そ

れ
か
ら
と
い
う
も
の
慶
喜
は
、
栄
一
に
一
目
置
く

よ
う
に
な
っ
た
。
栄
一
も
ま
た
慶
喜
の
人
柄
に
敬

服
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
幕
臣
と
し
て
仕

え
る
覚
悟
が
芽
生
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
逃
亡
以
来
「
他
人
よ
り
は

逆
賊
と
謳う

た

ひ
ら
れ
、
怯き

ょ
う
だ懦

と
嘲
ら
れ
て
も
、
じ
つ

と
御
堪
へ
な
さ
れ
て
、
終
生
之
が
弁
解
を
も
な
さ

れ
ぬ
」（『
徳
川
慶
喜
公
伝
』）
慶
喜
の
名
誉
の

回
復
が
、
栄
一
の
人
生
の
ひ
と
つ
の
目
標
と
な
る
。

　

最
後
の
将
軍
・
徳
川
慶
喜
。
彼
が
連
な
っ
た
徳

川
幕
府
の
権
威
を
示
す
象
徴
で
も
あ
る
日
光
東

照
宮
を
、
そ
し
て
東
照
宮
を
懐
に
抱
く
風
光
明

媚
な
地・日
光
を
、護
って
い
く
こ
と
。
そ
れ
ら
は
、

栄
一
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
道
筋
に
あ
る
、

一
里
塚
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

栄
一、『
下
野
国
誌
』
に

序
を
寄
す

　

栄
一
が
生
ま
れ
て
ち
ょ
う
ど
十

年
後
の
、
嘉
永
3
（
1
8
5
0
）

年
。
下
野
国
芳
賀
郡
大だ

い

道ど
う

泉い
ず
み（
現

真
岡
市
）の
国
学
者
河こ

う
の野
守も

り
ひ
ろ弘
が
、

下
野
国
の
地
誌
を
ま
と
め
た

『
下し

も
つ
け野
国こ

く
し誌
』
を
刊
行
し
た
。
こ

の
と
き
の
版
木
が
、
寄
贈
を
受
け

て
当
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
版

木
の
保
存
に
尽
力
し
、
大
正
5

（
1
9
1
6
）年
3
月
に
第
四
版

を
刊
行
し
た
横よ

こ
ま
つ松
倫り

ん
い
ち
ろ
う

一
郎
は
几

帳
面
な
人
物
で
、
各
界
関
係
者

か
ら
受
け
取
っ
た
書
簡
類
も
ま
た

丁
寧
に
巻か

ん
す子
状
に
装
し
て
大
切
に

保
管
し
て
い
た
。
こ
の
中
に
、
栄

一
が
原
稿
用
紙
に
し
た
た
め
た

「
序
」
と
題
さ
れ
た
文
と
、
倫
一

郎
宛
の
一
通
の
書
簡
が
含
ま
れ
て

い
る
。

　

大
正
5
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
下
野
国
誌
』
に
は
、
実
は
栄
一
の
序
は
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
。
書
簡
に
は
、「
悪
筆
な
が
ら
題
字

は
完
成
し
た
が
、
序
文
が
滞
っ
て
い
る
」
と
い
う

主
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
日
付
は
同
年
7
月
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
残
念
な
が
ら
刊
行
ま
で
に
間

に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
著
名
な
実

業
家
と
し
て
序
文
や
題
字
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と

の
多
か
っ
た
栄
一
だ
が
、
多
忙
な
身
ゆ
え
に
期
限

ま
で
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
ら
し

く
、
書
き
上
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
る
書
簡

が
そ
の
ま
ま
書
籍
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
る
（『
煉れ

ん
が瓦

要
説
』）。

　

前
述
の
と
お
り
、
栄
一
の
序
も
書
簡
も
、『
下

野
国
誌
』
に
は
掲
載
さ
れ
ず
、
倫
一
郎
と
の
間

だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
、
原
稿
用
紙
二
枚

に
わ
た
り
記
さ
れ
た
「
序
」
に
は
、
短
い
文
章
の

中
に
も
栄
一
の
人
生
哲
学
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
る

エッ
セ
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
一
部

を
紹
介
す
る
。

　

余
（
栄
一
）
は
翁お

き
な

（
河
野
守
弘
）
と
一
面
の

識
な
く
、
又
其そ

の

徳と
く

廉れ
ん

を
も
詳

つ
ま
び
らか

に
せ
ず
と
い
へ
ど

も
翁
の
外
孫
甲こ

う

田だ

顕け
ん

三ぞ
う

君
（
坂
下
門
外
の
変
に

荷
担
し
た
志
士
・
河
野
顕
三
）
と
は
文
字
の
交

誼
あ
る
を
以
て
、
そ
の
事
を
記
述
し
て
以
上
序

と
為
さ
む
と
欲
す
。
蓋け

だ

し
顕
三
君
は
文
久
二
年

正
月
、安
藤
閣
老
残
（
老
中・安
藤
信
正
の
こ
と
）

坂
下
門
外
に
て
要
撃
し
、
事
な
ら
ず
し
て
斃た

お

れ

た
る
も
の
な
り
。〔
中
略
〕
一
事
の
余
が
心
を
刺

激
し
て
今
な
お
猶
忘
る
る
能あ

た

は
ざ
る
も
の
あ
り
。

何
ぞ
や
。
顕
三
君
母
堂
の
言
、
是こ

れ

な
り
。
曰い

わ

く
、

嘗か
つ

て
聞
く
、
義
に
仗よ

り
て
節
に
殉じ

ゅ
ん

す
る
は
烈れ

っ
し士

の
行
な
り
、
と
。
吾わ

が
こ児

も
亦ま

た

烈
士
た
る
を
得
る

に
似
た
り
。
其
一
死
の
如
き
、
復ま

た
何
を
か
憾う

ら
む
や
、
と
。
毫ご

う

も
悲ひ

涙る
い

哀あ
い

惜せ
き

の
状
な
か
り
き
。

其
壮
烈
、
実
に
懦だ

ふ夫
を
し
て
立
た
し
む
る
に
足

る
。
謂い

ふ
べ
し
、
斯こ

の

母
あ
り
て
斯か

か

る
な
り
、
と
。

今
や
翁
の
伝
記
を
見
る
に
及
び
て
、
初は

じ
め

て
知
る
、

顕
三
君
の
母
堂
は
即

す
な
わ
ち

翁
の
女む

す
め

な
る
こ
と
を
。
是こ

れ

に
於
て
乎や

、
更
に
斯こ

の

父
あ
り
て
斯

か
か
る

女
あ
り
の
感

を
発
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
況い

わ
ん

や
、
顕
三
君

の
懐
に
せ
し
斬ざ

ん

奸か
ん

状じ
ょ
うと

称
す
る
も
の
は
、
翁
の
筆

に
成
り
た
る
に
於
て
を
や
。
因よ

り

て
以お

も
え
ら為
く
、
顕

三
君
の
精
神
は
外
戚
の
家
系
に
感か

ん
ぷ
ん奮
し
、
加
ふ

る
に
翁
の
薫
陶
、
之
を
養
成
し
た
る
も
の
な
り
。

　

栄
一
が
し
ば
し
ば
主
張
し
た
「
経
済
道
徳
合

一
」
の
考
え
方
は
、
近
年
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
に
、
著
書
『
論
語

と
算そ

ろ
ば
ん盤

』
収
録
の
「
士し

こ
ん
し
ょ
う
さ
い

魂
商
才
」「
武
士
道
は

即
ち
実
業
道
な
り
」
が
あ
る
。
前
者
は
、
人
が

世
を
生
き
る
に
は
武
士
的
精
神
が
必
要
だ
が
、

そ
れ
だ
け
に
偏
っ
て
商
才
が
な
け
れ
ば
、
経
済
的

自
滅
を
招
く
と
説
く
。
後
者
は
、
武
士
的
精
神

と
は
正
義
、
廉
直
、
義
侠
、
敢
為
、
礼
譲
な
ど

を
含
む
複
雑
な
道
徳
で
あ
り
、
か
つ
て
は
武
士
に

の
み
要
求
さ
れ
て
商
人
に
は
そ
の
気
風
が
備
わ
ら

な
か
っ
た
が
、
商
才
と
こ
の
武
士
的
精
神
は
背は

い

馳ち

す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
く
。
武
士
道
を
以
て
実

業
に
当
た
る
こ
と
で
、
日
本
は
世
界
に
比
肩
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
栄
一
は
論
じ
た
。『
下
野
国
誌
』

に
寄
せ
た
「
序
」
に
は
、
こ
う
し
た
彼
の
思
想
の

一
端
が
垣
間
見
え
て
な
ら
な
い
。

　

と
か
く
先
行
き
の
不
透
明
な
現
代
に
お
い
て
、

利
己
に
偏
り
が
ち
な
個
人
主
義
の
蔓
延
が
囁
か

れ
て
久
し
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
混
迷
は
さ
ら
に
深

ま
っ
た
気
配
す
ら
あ
る
。そ
う
し
た
時
代
の
中
で
、

栄
一
が
説
い
た
こ
れ
ら
の
精
神
に
学
ぶ
べ
き
と
こ

ろ
は
、
限
り
な
く
多
い
。

特集1／ 渋沢栄一と栃木

日光東照宮の参道、石鳥居の手前にある社号標は大正13（1924）年に
建立されたもので、文字は渋沢栄一の揮毫による

鹿沼の名望家・鈴木要三を中心に、栄一らが発起人となって設立された下野麻紡績会社は、
近江麻糸紡績会社・大阪麻糸株式会社などとの合同ののち、日露戦争後に帝国製麻株式会
社鹿沼製品工場となる (『帝国製麻営業案内』より） 

日光奉行所の跡地に建設された日光ホテルは、栄一が創立費を扶助している。明治 45 年
刊行の『日光案内記』（栃木県立博物館所蔵）では「金谷ホテルと同じく西洋人を重もなる
客とす」とある。この建物は大正 15（1926）年に火災で失われ、現存しない

明治 23（1890）年に運行がはじまった日光鉄道の終点、日光駅。現在の駅舎は大正
元（1912）年に落成した 2 代目のもので、日光東照宮三百年奉斎会に出席する際に
栄一はここから降り立って金谷ホテルに向かった

『下野国誌』に栄一が寄せた「序」。甲田顕三こと河野顕三は、下野国河内郡吉田村（現下野市）の医
師の子で、文久2（1862）年に坂下門外の変を起こした尊攘派志士のひとり。栄一の従兄・長七郎と
交流があった。栄一は顕三の遺稿集『春雲楼遺稿』も刊行している

※新型コロナウイルス対策により休館、延期になる場合がありますので、お出かけの際は事前にお確かめください。
　詳しくはホームページ等でご確認ください。

ロビー展示
「歴史収蔵庫で見つけた！ 渋沢栄一の足

そ く

跡
せ き

」
５月22日（土）～６月27日（日）
企画展「収蔵庫は宝の山！～博物館の資料収集活動～」４月24日（土）～６月27
日（日）に関連して、当館の歴史分野の収蔵品から栃木県における渋沢栄一が
関係した事績をご紹介する展示です。『下野国誌』に寄せられた序や、横松倫一
郎に宛てた書簡など、渋沢栄一の直筆資料も初公開します。

一般 = 260円／大・高校生 = 120円／中学生以下 = 無料
栃木県立博物館  ☎028-634-1311 
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