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未
来
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切
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拓
い
た
郷
土
の
誇
り

やまなしの
偉人たち

25
ひ 

ら

外
国
に
興
味
を

抱
き
始
め
た
青
年
期

東
日
本
初
、日
本
人
と
し
て

国
産
ビ
ー
ル
の
醸
造
に
成
功

京
都
府
博
覧
会
で

銅
メ
ダ
ル
を
獲
得

私
財
を
投
じ
て
築
い
た

国
産
ビ
ー
ル
の
礎

開館時間 ： 午前9時～午後5時
休 館 日 ： 第2･4火曜日/12月29日～1月3日
入 館 料 ： 無料
TEL 055-231-0988  FAX 055-231-0991

明
治
初
期
、外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た

ビ
ー
ル
に
い
ち
早
く
着
目
し

甲
府
で
ビ
ー
ル
醸
造
に
取
り
組
ん
だ
野
口
正
章
。

莫
大
な
私
財
を
投
じ
て
設
備
を
整
え
、研
究
を
重
ね

苦
心
の
末
、東
日
本
初
の
日
本
人
に
よ
る
国
産
ビ
ー
ル

「
三
ツ
鱗
ビ
ー
ル
」を
世
に
送
り
出
し
た
。

　
野
口
正
章
は
、１
８
４
９（
嘉
永
２
）年
、近

江
国
蒲
生
郡
綺
田
村（
現・滋
賀
県
東
近
江

市
）に
、近
江
商
人・野
口
正
忠
の
嫡
男
と
し

て
生
ま
れ
た
。野
口
家
は
全
国
に
11
の
支
店

を
有
し
、「
十
一
屋
」を
屋
号
と
し
て
い
た
。甲

府
に
は
１
７
０
４（
宝
永
元
）年
に
進
出
。正

章
は
支
店
の
あ
る
甲
府
に
移
住
し
て
、酒
造

業
等
を
営
業
し
た
。

　
正
章
の
父
は
、漢
詩
を
読
む
文
化
人
で

富
岡
鉄
斎
と
いっ
た一流
の
画
家
な
ど
と
も
広

く
交
際
し
、彼
ら
が
自
宅
に
滞
在
す
る
こ
と

も
多
か
っ
た
。文
化
人
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
正

章
は
、「
錦
雲
」の
雅
号
を
持
ち
書
画
に
親
し

む一方
、諸
外
国
の
事
情
に
も
強
い
興
味
を
抱

き
、舶
来
品
の
収
集
に
も
熱
中
し
て
い
た
。

　
１
８
７
０（
明
治
３
）年
、ア
メ
リ
カ
人
の

ウ
ィ
リ
ア
ム・コ
ー
プ
ラ
ン
ド
が
横
浜
居
留
地
で

日
本
初
の
ビ
ー
ル
の
醸
造
を
始
め
た
こ
ろ
、正

章
も
ビ
ー
ル
の
研
究
を
始
め
て
い
た
。

　
そ
の
後
、県
内
の
殖
産
興
業
と
西
洋
化
を

進
め
た
県
令・藤
村
紫
朗
の
後
押
し
も
あ
り

正
章
は
本
格
的
に
ビ
ー
ル
醸
造
に
着
手
し

た
。醸
造
器
具
は
横
浜
で
新
調
し
、富
士
川

舟
運
で
甲
府
へ
運
ん
だ
。し
か
し
、６
尺
の
大

釜
は
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、現
地
で
売
却
し

て
甲
府
で
改
め
て
鋳
造
し
た
。瓶
は
横
浜
で

ビ
ー
ル
の
空
き
瓶
を
集
め
、神
奈
川
県
の
真

鶴
か
ら
箱
根
山
を
越
え
芦
ノ
湖
を
渡
り
、御

坂
峠
を
経
由
し
て
甲
府
へ
運
ん
だ
。途
中
、

未
整
備
の
区
間
に
つ
い
て
は
、私
財
を
投
じ
て

新
た
に
道
を
切
り
開
い
た
。醸
造
技
術
は

横
浜
か
ら
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
と
そ
の
弟
子
を
招

き
、正
章
自
ら
、１
年
に
わ
た
っ
て
指
導
を
受

け
た
。原
料
の
大
麦
は
山
梨
県
産
を
確
保
。

ホ
ッ
プ
は
、笹
子
峠
付
近
に
自
生
し
て
い
た
野

生
の
物
を
使
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、ビ
ー

ル
が
腐
敗
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、高
価
な
ド
イ

ツ
産
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
数
々
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、東

日
本
初
の
日
本
人
の
手
に
よ
る
ビ
ー
ル
が
誕

生
。「
三
ツ
鱗
ビ
ー
ル
」と
名
付
け
ら
れ
た

ビ
ー
ル
は
、１
８
７
４（
明
治
７
）年
、販
売
が
開

始
さ
れ
た
。正
章
、25
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

　
当
時
、ビ
ー
ル
は
日
本
人
に
と
っ
て
物
珍
し

い
飲
み
物
で
あ
り
、ビ
ー
ル
特
有
の
苦
み
も

あ
っ
て
、甲
府
で
の
売
れ
行
き
は
低
調
だ
っ

た
。正
章
は
、東
京
、横
浜
へ
の
販
売
を
試
み

新
聞
に
広
告
を
出
す
な
ど
宣
伝
に
努
め
な

が
ら
、研
究
を
重
ね
、ビ
ー
ル
の
品
質
向
上
に

も
取
り
組
ん
だ
。そ
の
か
い
が
あ
っ
て
、品
質

が
高
く
風
味
も
よ
い
国
産
ビ
ー
ル
が
醸
造
で

き
る
よ
う
に
な
り
、１
８
７
５（
明
治
８
）年

の
京
都
府
博
覧
会
で
は
、銅
メ
ダ
ル
を
獲
得

し
た
。正
章
は
、製
品
が
世
間
に
認
め
ら
れ

た
こ
と
を
跳
び
上
が
っ
て
喜
ん
だ
と
い
う
。

　
１
８
７
７（
明
治
10
）年
、正
章
は
、交
友

の
あ
っ
た
日
本
画
家・松
邨
親（
小
蘋
）と
結

婚
。当
時
、女
流
画
家
と
し
て
才
覚
を
現
し

つつ
あ
っ
た
小
蘋
は
、商
標
図
案
や
贈
答
物
の

絵
付
け
な
ど
正
章
の
商
売
も
手
伝
っ
た
。

　
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
財
産
を
後

ろ
盾
に
、多
額
の
費
用
を
つ
ぎ
込
ん
だ
ビ
ー
ル

事
業
だ
っ
た
が
、売
り
上
げ
は
一
向
に
伸
び
ず

収
支
も
折
り
合
わ
な
か
っ
た
。周
囲
か
ら
の
反

対
の
声
も
高
ま
り
、１
８
８
２（
明
治
15
）年

正
章
は
つ
い
に
ビ
ー
ル
事
業
か
ら
撤
退
し
た
。

　
そ
の
後
、家
督
を
弟・忠
蔵
に
譲
り
、妻
子
と

と
も
に
東
京
へ
移
住
し
た
正
章
は
、絵
筆
を
握

り
、和
歌
や
漢
詩
を
作
り
、父
親
の
た
め
に
編

ん
だ「
か
ざ
志
の
花
」を
は
じ
め
、多
く
の
作
品

を
出
版
。晩
年
は
、有
名
に
な
っ
た
妻
と
と
も

に
風
流
を
楽
し
み
、１
９
２
２（
大
正
11
）年

74
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

　
ビ
ー
ル
事
業
は
時
期
尚
早
で
大
成
に
至
ら

な
か
っ
た
が
、国
産
ビ
ー
ル
の
発
展
の
礎
を
築
い

た
正
章
は
、先
駆
者
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
。

　

若き日の正章（前列左）と小蘋（前列右）。関西南画壇の重鎮・日根対山の門
下生らと（山梨県立博物館蔵）

当時人気のあったイギリス製のバースビールの商標・
一ツ鱗（三角形の文様）と、野口家の家紋・三柏と掛け
合わせ「三ツ鱗」としたとされる。

第4回展示「日本の文化を興した山梨の人々」
期　　間 ： 10月1日～平成29年3月27日

ま
さ
あ
き
ら

じ
ゅ
う
い
ち
や

が 

も
う

か
ば 

た

き
ん
う
ん

み
つ
う
ろ
こ

京都府博覧会での受賞メダル
（個人蔵）

し
ょ
う
ひ
ん

ち
か

ま
つ
む
ら

三ツ鱗ビールのラベル
（山梨県立博物館蔵）

現在のバースビール

ば
く 

だ
い

（個人蔵）
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