
42

聞き手・三宅　貴江 
写　真・中村　憲一

田
上
郷
土
史
料
館
館
長
 

東
郷
 正
文
さ
ん

　東郷正文（とうごう・まさふみ）さんと史料館の歩み 

・1937年１月 真光寺に生まれる。村の唯一の寺で開基は1321年。 
・1961年 中学校の社会科教員に 
・1960年代半ば 同級生の田村博さんと民具収集を始める 
・1969年１月 牧郷土資料館が開館(５月に田上郷土史料館と改称) 
・1970年 田上太鼓踊りの調査会発足 
・1971年～1979年『田上の民俗』など４冊の館報を発行 
・1990年 30年間の教員生活を終え、住職と史料館の活動に専念 
・2008年 龍谷大学で「暮らしの中の造形展　田上絣と手拭」開催 
・2017年 大津市歴史博物館で「田上てぬぐい　暮らしと文化」開催 

東郷さんが大津市文化賞受賞 
・2019年 「田上の衣生活資料」が国登録有形民俗文化財に 

史料館が滋賀県文化功労賞に選ばれる。 
　　　　（※）田上郷土史料館は大津市牧１丁目８ー32（077・549・0369） 
　　　　　　　見学を希望する場合は必ず事前に連絡をして下さい。

　半世紀前、高度経済成長によって激変する農村で、二人の若
者がゴミ集積場で拾ったひとつの民具。そこに詰まった知恵に
魅かれ、捨てられる民具を集め始めた二人の活動は、村の人々
の心を動かし、農村の生活史を丸ごと保存・展示する住民手作
り資料館「田上郷土史料館」(大津市牧)に育った。その一部、
「田上の衣料生活資料」は１年前、国の登録有形民俗文化財と
なっている。館長の東郷正文さん(83)に、その歩みと、ふるさ
とへの思いを伺った。

●
 イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

モ
ノ
語
る
　
先
人
の
労
苦
と
知
恵
と
愛
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大
津
市
牧
は
田
上
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
１
２
０
戸
ほ

ど
の
農
村
で
、
県
内
で
も
有
数
の
良
米
の
産
地
だ
。
史
料

館
は
東
郷
さ
ん
が
生
ま
れ
育
っ
た
寺
(浄
土
真
宗
真
光
寺
)

の
境
内
と
歩
い
て
数
分
の
元
農
業
倉
庫
の
２
カ
所
に
あ

り
、
農
機
具
を
中
心
に
江
戸
期
か
ら
昭
和
の
民
具
数
千
点

が
並
ぶ
。
目
の
前
に
は
田
ん
ぼ
と
瓦
の
美
し
い
家
並
み
。

「
民
具
た
ち
」
は
、
使
わ
れ
て
い
た
暮
ら
し
の
風
景
の
そ

ば
で
静
か
に
休
ん
で
い
る
。
 

東
郷
　
何
点
あ
る
か
？
　
わ
か
ら
ん
。
籠
だ
け
で

40
、
50
点
、
い
や
も
っ
と
あ
る
。
草
取
り
機
だ
け
で

も
20
本
並
べ
た
る
。
今
も
、
小
屋
や
ツ
シ
(屋
根
裏
)に

あ
っ
た
わ
、
い
ら
ん
か
っ
て
声
が
か
か
る
。
　
 

収
集
の
き
っ
か
け
は
昭
和
40
年
代
の
は
じ
め
、
小

中
学
校
の
同
級
生
の
田
村
博
君
(２
０
０
７
年
死
去
)

が
、
「
ゴ
ミ
の
捨
て
場
に
あ
っ
た
ぞ
」
っ
て
木
馬
み

た
い
な
道
具
を
拾
っ
て
き
た
。
勤
め
人
が
増
え
た
こ

ろ
で
、
同
級
生
で
村
に
残
っ
て
い
た
男
性
は
、
中
学

校
教
師
兼
副
住
職
の
僕
と
国
鉄
専
務
車
掌
の
田
村
君

だ
け
だ
っ
た
か
ら
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遊
び
に
来
て
い

た
。
「
何
や
ろ
」
「
わ
か
ら
ん
」
。
村
の
お
ば
あ
に

聞
い
た
ら
「
ウ
マ
(足
踏
み
式
綿
繰
機
)や
ん
か
」
。
ふ

わ
ふ
わ
の
白
い
綿
の
実
を
入
れ
て
、
手
回
し
と
足
踏

み
で
ロ
ー
ラ
ー
を
回
す
と
種
が
荒
取
り
で
き
る
。
な

る
ほ
ど
、
そ
れ
で
こ
の
形
か
ぁ
、
お
も
し
ろ
い
な

ぁ
。
ち
ょ
う
ど
高
度
経
済
成
長
、
列
島
改
造
の
こ
ろ

で
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
集
積
場
に
捨
て
ら
れ
る
。
籠

類
が
多
か
っ
た
。
拾
っ
て
き
て
は
、
雨
の
あ
た
ら
ん

本
堂
の
軒
下
に
並
べ
た
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
あ
そ
こ
に

あ
る
で
、
と
声
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
軒
は
も

う
い
っ
ぱ
い
や
、
入
れ
る
と
こ
ろ
ほ
し
い
な
ぁ
。
自

治
会
に
相
談
し
た
ら
、
使
わ
れ
て
い
な
い
古
い
会
館

が
あ
る
か
ら
と
、
境
内
に
移
築
し
て
く
れ
た
。
コ
ン

ク
リ
打
つ
の
も
、
柱
や
壁
塗
る
の
も
、
村
の
み
ん
な

が
力
を
合
わ
せ
て
く
れ
た
。
 

 
史
料
館
入
口
に
は
「
明
治
百
年
を
記
念
し
て
郷
土
資

料
を
展
示
し
　
も
っ
て
歴
史
を
知
り
古
人
の
労
苦
を
偲
び
　

郷
土
愛
を
育
み
　
郷
土
文
化
の
向
上
の
一
助
と
な
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
立
す
る
」
と
記
さ
れ
た
木
の
板
が
か
か

っ
て
い
る
。
保
存
だ
け
で
な
く
、
調
査
も
続
け
、
「
田
上

の
民
俗
」
「
田
上
の
あ
し
あ
と
」
「
田
上
の
寺
院
」
「
源

俊
頼
歌
集
　
田
上
集
の
里
」
と
い
う
４
冊
の
記
録
集
な
ど

も
発
行
し
て
き
た
。
 

東
郷
　
２
人
で
一
生
懸
命
集
め
て
い
た
ら
、
菅
沼
晃

次
郎
さ
ん
(の
ち
に
滋
賀
民
俗
学
会
会
長
)が
史
料
館
へ

来
は
っ
た
。
「
集
め
る
の
も
大
切
や
が
、
古
老
の
話

を
き
っ
ち
り
書
き
と
め
て
お
け
よ
」
と
助
言
を
受
け

た
。
 

そ
れ
か
ら
は
田
村
君
と
手
分
け
し
て
、
民
具
の
写

真
を
撮
っ
て
、
日
付
と
場
所
、
お
じ
い
、
お
ば
あ
の

聞
き
取
り
内
容
な
ど
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
カ
ー
ド
に
残

し
た
。
 

田
村
君
が
外
回
り
、
ぼ
く
は
地
域
内
の
担
当
。
分

担
が
う
ま
く
い
っ
た
。
二
人
が
違
う
こ
と
を
し
た
か

元農業倉庫を使った第二史料館の内部
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ら
幅
が
広
が
っ
た
。
同
じ
こ
と
を
し
て
い
た
ら
う
ま

く
い
か
な
い
。
我
も
出
て
く
る
か
ら
。
 

収
集
対
象
は
地
域
の
民
具
だ
が
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
と
、
田
村
君
が
長
距
離
列
車
の
仕
事
の
空

き
時
間
を
使
っ
て
遠
方
の
現
地
調
査
も
し
て
く
れ

た
。
た
と
え
ば
、
揚
水
機
の
「
龍
尾
車

り
ゅ
う
び
し
ゃ

」
。
長
い
桶

の
内
側
に
ら
せ
ん
状
の
板
が
は
ら
れ
て
い
て
、
上
の

ハ
ン
ド
ル
で
く
る
く
る
田
ん
ぼ
に
水
を
く
み
あ
げ

る
。
高
島
市
で
流
行
っ
た
が
、
滋
賀
だ
け
で
な
く
青

森
や
秋
田
に
も
あ
る
。
田
村
君
が
東
北
で
も
調
査
し

て
く
れ
た
。
 

民
俗
学
会
の
講
習
に
も
参
加
し
て
学
ん
だ
。
そ
こ

で
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
先
生
に
出
会
え
た
。
大
津

駅
ま
で
の
車
中
で
僕
が
龍
尾
車
の
調
査
で
佐
渡
に
２

回
行
っ
た
と
話
し
た
ら
、
「
私
は
佐
渡
に
通
う
の
は

次
で
50
回
目
」
と
。
何
も
か
も
す
ご
い
人
や
っ
た
。
 

 
箪
笥
に
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
調
査
カ
ー
ド
は
、

研
究
者
や
卒
論
を
書
く
大
学
生
ら
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
あ
ん
ぐ
り
小
屋
」
と
い
う
項
目

に
は
、
昭
和
40
年
代
に
上
田
上
各
地
で
撮
ら
れ
た
掘
っ
建

て
小
屋
の
写
真
が
つ
い
た
数
十
枚
が
あ
る
。
今
で
は
こ
の

記
録
に
だ
け
残
る
風
景
だ
。
 

東
郷
　
こ
の
あ
た
り
は
山
の
際
な
ど
あ
ち
こ
ち
に
田

畑
が
点
在
し
て
い
た
。
あ
ん
ぐ
り
小
屋
は
、
集
落
か

ら
遠
く
離
れ
た
そ
ん
な
田
畑
で
終
日
農
作
業
す
る
た

め
の
掘
っ
建
て
小
屋
で
、
石
の
柱
に
藁
ぶ
き
が
多
か

っ
た
。
車
も
な
い
時
代
、
こ
こ
に
農
具
や
肥
料
を
置

い
て
お
き
、
家
へ
食
事
に
帰
る
時
間
も
惜
し
ん
で
働

い
た
。
夫
は
大
八
車
を
引
き
、
妻
は
天
秤
棒
の
前
後

に
赤
ん
坊
と
お
茶
や
弁
当
を
担
い
で
い
っ
て
、
赤
ん

坊
を
か
ご
の
ま
ま
小
屋
の
棟
に
吊
り
下
げ
て
、
夫
婦

で
終
日
働
い
た
ん
や
。
明
治
生
ま
れ
の
古
老
の
そ
ん

な
話
も
カ
ー
ド
に
残
し
て
い
る
。
 

 

記
録
か
ら
は
モ
ノ
が
秘
め
た
物
語
が
活
き
活
き
と
伝

わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
衣
類
。
高
度
成
長
期
前
、
地
域

で
は
素
材
か
ら
す
べ
て
手
作
り
だ
っ
た
。
糸
を
紡
ぎ
、
織

り
、
縫
い
、
何
度
も
繕
い
、
仕
立
て
直
し
、
端
切
れ
に
な

る
ま
で
、
だ
れ
が
い
つ
だ
れ
の
た
め
に
作
っ
た
か
の
記
録

と
と
も
に
保
存
さ
れ
た
衣
生
活
資
料
（
１
３
５
８
点
）
は

２
０
１
９
年
、
国
の
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
に
な
っ
た
。

糸
と
布
に
よ
る
田
上
版
「
女
の
一
生
」
だ
。
 

東
郷
　
日
常
着
は
自
分
で
織
っ
た
綿
の
絣
。
文
様
の

大
き
さ
に
も
意
味
が
あ
っ
た
。
一
幅
に
十
代
な
ら
文

様
は
二
つ
、
年
を
重
ね
る
と
だ
ん
だ
ん
文
様
が
増
え

て
小
さ
く
地
味
に
な
り
、
同
じ
一
幅
に
十
六
も
の
文

様
が
並
ぶ
。
仕
事
着
で
も
紐
や
帯
の
色
や
柄
で
お
し

ゃ
れ
を
楽
し
ん
だ
。
こ
の
地
域
で
は
女
性
は
ど
こ
に

行
く
に
も
手
ぬ
ぐ
い
を
被
っ
た
。
農
作
業
の
日
よ
け

や
防
寒
だ
け
で
な
く
、
冠
婚
葬
祭
に
も
新
し
い
手
ぬ

ぐ
い
を
被
っ
て
行
っ
た
。
手
ぬ
ぐ
い
の
長
辺
の
下
部

に
文
様
が
き
て
顔
を
ひ
き
た
て
る
デ
ザ
イ
ン
で
「
田

上
手
ぬ
ぐ
い
」
と
し
て
知
ら
れ
た
。
そ
ん
な
衣
生
活

写真㊤第一史料館では古い校舎の鐘が子どもたちを迎える。写真右㊤第二史料館の前で。 
写真右㊦第一史料館の入り口に掲げられた設立趣旨
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資
料
が
文
化
財
に
な
る
と
き
、
龍
谷
大
学
の
先
生
た

ち
の
整
理
調
査
に
、
村
の
80
代
、
90
代
の
女
性
た
ち

が
毎
回
参
加
し
て
、
ど
う
作
っ
た
か
、
ど
う
使
っ
た

か
を
語
っ
て
く
れ
、
詳
細
な
記
録
が
残
せ
た
。
地
域

の
み
ん
な
の
力
が
実
っ
た
の
が
う
れ
し
い
。
 

 

真
光
寺
境
内
に
は
井
原
西
鶴
『
武
家
義
理
物
語
』
の

一
文
「
江
州
田
上
川
の
瀬
に
か
は
り
て
、
古
代
稀
な
る
洪

水
、
岸
根
の
松
柳
も
ほ
れ
て
、
田
地
荒
野
な
れ
ば
…
…
」

と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
る
。
田
上
山
は
良
木
・
良
材
の
産

地
だ
っ
た
ゆ
え
に
古
代
か
ら
大
寺
院
や
都
の
建
設
の
た
め

の
伐
採
が
進
ん
で
は
げ
山
と
な
り
、
大
戸
川
に
土
砂
が
流

れ
込
ん
で
、
地
域
は
洪
水
に
た
び
た
び
見
舞
わ
れ
た
。
 

東
郷
　
こ
の
集
落
(牧
)も
二
百
数
十
年
前
、
洪
水
で
大

き
な
被
害
を
受
け
、
大
戸
川
の
そ
ば
か
ら
５
０
０
㍍

離
れ
た
今
の
地
へ
ま
る
ご
と
移
っ
て
き
た
。
現
在
地

の
小
字
は
「
恋
ノ
山
」
。
こ
こ
ら
へ
ん
は
山
や
っ

た
。
よ
り
安
全
な
、
恋
し
い
、
恋
し
い
、
あ
こ
が
れ

の
土
地
や
っ
た
。
こ
の
寺
も
神
社
と
最
後
に
移
っ
て

き
た
。
そ
ん
な
長
い
水
害
の
苦
労
を
経
て
、
今
の
生

活
が
あ
る
。
忘
れ
た
ら
あ
か
ん
。
 

 

史
料
館
入
口
に
は
か
つ
て
小
学
校
で
使
わ
れ
て
い
た

「
３
年
Ａ
組
」
の
表
示
板
と
始
業
を
つ
げ
る
鐘
が
懸
け
ら

れ
て
い
る
。
 

東
郷
　
地
元
の
上
田
上
小
学
校
で
は
、
３
年
生
の
正

月
に
地
域
学
習
の
た
め
に
史
料
館
に
や
っ
て
く
る
。

民
具
を
見
た
り
、
動
か
し
た
り
し
て
も
ら
い
、
最
後

に
七
輪
を
並
べ
、
焼
き
網
を
の
せ
て
、
み
ん
な
で
餅

を
焼
い
て
食
べ
る
。
最
近
は
家
で
は
餅
も
電
子
レ
ン

ジ
で
チ
ン
だ
か
ら
、
ぷ
く
っ
と
膨
ら
ん
で
き
た
の
に

醤
油
を
ち
ょ
ん
と
つ
け
る
と
大
喜
び
。
幼
稚
園
に
は

脱
穀
機
と
か
ま
ど
を
軽
ト
ラ
で
持
っ
て
行
っ
て
、
そ

の
場
で
稲
穂
か
ら
脱
穀
・
精
米
し
、
三
つ
の
か
ま
ど

で
２
升
ず
つ
炊
い
て
、
お
に
ぎ
り
に
し
て
食
べ
た
。

石
山
な
ど
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
大
規
模
小
学
校
か
ら
も

「
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
か
ら
見
せ
た
い
」
と
頼
ま

れ
て
、
糸
車
な
ど
を
毎
年
貸
し
出
し
て
い
る
。
先
日

は
こ
こ
で
筵

む
し
ろ

機
を
動
か
し
て
筵
も
編
ん
だ
。
 

最
近
は
、
マ
ッ
チ
も
擦
れ
な
い
し
、
急
須
で
淹
れ

た
お
茶
を
飲
ん
だ
こ
と
が
な
い
子
ど
も
も
い
る
か

ら
、
実
物
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
使
っ

て
体
験
し
て
も
ら
う
。
 

そ
う
す
る
こ
と
で
、
先
人
の
労
苦
、
知
恵
、
そ
し

て
、
四
季
の
巡
り
の
中
で
皆
が
集
ま
っ
て
一
緒
に
作

業
す
る
喜
び
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
。
今
の
暮
ら
し

は
助
け
合
い
が
あ
っ
て
、
初
め
て
で
き
た
。
工
夫
と

改
良
を
重
ね
て
、
創
り
続
け
て
、
今
が
あ
る
。
 

こ
の
村
で
も
少
子
化
が
進
み
、
半
数
の
世
帯
は
３

人
家
族
。
美
術
館
や
図
書
館
が
集
ま
る
大
津
市
の
文

化
ゾ
ー
ン
か
ら
車
で
数
分
な
の
に
、
こ
れ
か
ら
は
過

疎
が
進
む
。
 

地
域
の
こ
と
を
知
っ
て
、
こ
こ
に
住
み
た
い
っ
て

思
っ
て
ほ
し
い
。
本
当
に
え
え
と
こ
や
ぞ
。

田上の自然と田畑に囲まれた牧の集落

田上てぬぐい 田に水をくみあげる筒状の龍尾車


