
●明治 40 年創業の結城紬製造卸問屋、奥順（株）の縞屋奥順店舗（大正初期建造）。
　重厚な雰囲気を漂わす店舗では、結城ならではの伝統的な商取引が今も行われている。

●「陳列館」に展示されている上品な美しさを放つ
　本場結城紬。

　
関
東
平
野
を
悠
々
と
流
れ
る
鬼
怒
川
沿
い

に
位
置
す
る
茨
城
県
結
城
市
。
古
代
よ
り
豊

か
な
農
業
地
帯
で
あ
っ
た
こ
の
地
は
肥
沃
な

土
地
を
生
か
し
た
養
蚕
業
が
盛
ん
で
あ
り
、

こ
の
恵
ま
れ
た
風
土
に
誕
生
し
た
の
が
結
城

紬
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
は
古
く
奈
良
時
代

に
ま
で
遡
る
と
い
わ
れ
、
し
な
や
か
な
風
合

い
は
着
る
ほ
ど
に
そ
の
味
わ
い
が
増
し
、
育

て
る
着
物
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
奥
深
い
結

城
紬
の
魅
力
を
探
り
に
「
つ
む
ぎ
の
館
」
を

訪
れ
た
。

豊
か
な
風
土
か
ら
生
ま
れ
た

わ
が
国
最
古
の
絹
織
物
、結
城
紬
。

　

鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
城
下
町
で
あ
っ
た
結
城
は
、

古
く
か
ら
養
蚕
が
盛
ん
な
織
物
の
産
地
で
あ
り
、

約
二
千
年
前
に
は
「
長
な
が
は
た
べ
の
あ
し
ぎ
ぬ

幡
部
絁
」
と
い
う
結
城
紬

の
原
形
が
織
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
当
時
、
朝ち
ょ
う

貢こ
う

と

し
て
朝
廷
に
上
納
さ
れ
て
い
た
絁
と
は
、
手
で
紡
ぎ

だ
し
た
太
糸
の
絹
織
物
で
あ
り
、
現
在
も
日
本
各

地
に
残
る
様
々
な
絹
織
物
の
原
形
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
古
代
か
ら
の
作
り
方
を
未
だ
に
と
ど
め

て
い
る
の
が
、
本
場
結
城
紬
な
の
で
あ
る
。

　

室
町
時
代
、
紬
は
見
た
目
が
質
素
で
か
つ
堅
牢

で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
武
士
や
町
人
た
ち
が
好
ん

で
着
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
結
城
紬
は
江
戸
時

代
に
花
開
く
。
江
戸
時
代
以
降
「
結
城
紬
」
と
い

う
呼
び
名
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
、
縞
柄
も
登
場

し
て
、
粋
と
い
う
概
念
と
と
も
に
結
城
紬
は
江
戸
の

町
で
人
気
を
博
す
。
特
に
、
明
治
初
期
ま
で
は
結

城
紬
は
男
物
と
し
て
着
ら
れ
て
い
た
が
、
西
洋
化
が

進
む
明
治
後
半
に
な
る
と
男
性
が
洋
服
を
着
る
よ

う
に
な
り
、
結
城
紬
は
徐
々
に
女
性
物
の
お
洒
落

着
へ
と
変
化
し
て
い
き
、
絣
の
製
織
技
術
が
高
ま
り

亀
甲
絣
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
手
紬
糸
を
そ
の
ま

ま
織
る
「
平
織
」
で
は
な
く
、
緯
糸
に
撚
り
を
か

け
た
縮
織
も
現
れ
一
般
の
人
が
喜
ん
で
縮
織
を
着
る

よ
う
に
な
る
。
し
か
し
現
在
で
は
糸
を
撚
る
職
人
が

減
り
そ
の
生
産
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
真
綿
か
ら
紡
い
だ
糸
で
織
ら
れ
る
の

が
結
城
紬
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
が
、
結
城
紬
に
は

本
場
結
城
紬
と
石
下
結
城
紬
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も

真
綿
の
糸
を
使
う
が
、
本
場
結
城
紬
は
真
綿
か
ら

手
で
紡
い
で
糸
に
し
て
す
べ
て
手
作
業
で
作
ら
れ
る

の
に
対
し
て
、
石
下
紬
は
機
械
化
さ
れ
、
真
綿
糸
に

生
糸
を
絡
め
て
よ
り
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い

う
違
い
が
あ
る
。

　

古
来
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
糸
つ
む
ぎ
、

絣
く
く
り
、
地
機
織
り
」
の
工
程
技
法
は
、
昭
和

二
十
八
年
茨
城
県
の
無
形
文
化
財
と
し
て
、
さ
ら
に

昭
和
三
十
一
年
に
は
国
の
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て

指
定
を
受
け
、
平
成
二
十
二
年
に
本
場
結
城
紬
は

世
界
共
通
の
財
産
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
。

お
蚕
さ
ま
か
ら
の
お
く
り
も
の

ふ
く
よ
か
な
真
綿
が
放
つ
優
し
さ
は

紡
が
れ
て
織
ら
れ
て

た
お
や
か
な
気
品
を
漂
わ
す
結
城
紬

◆
地
域
の
と
っ
て
お
き
情
報
◆
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結
城
着
物
の
着
心
地
の
良
さ
の
秘
密
は

真
綿
か
ら
手
で
紡
い
だ
撚
り
の
な
い
手
紬
糸
に
あ
っ
た
。

　

結
城
紬
の
原
料
は
繭
の
真
綿
で
あ
る
。
そ
の

真
綿
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
問
い
へ
の

答
え
は
奥
澤
さ
ん
か
ら
手
渡
さ
れ
た
白
い
塊
。

「
こ
れ
が
真
綿
で
、
真
綿
を
作
っ
て
糸
を
紡
ぐ

と
い
う
の
が
結
城
紬
の
最
大
の
特
徴
で
す
」
と
、

小
さ
な
塊
を
手
に
取
る
と
、
そ
れ
は
フ
ワ
フ
ワ

で
柔
ら
か
く
、
ま
る
で
重
さ
を
感
じ
な
い
不
思

議
な
白
い
物
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
奥
澤
さ

ん
が
真
綿
の
不
思
議
を
見
せ
て
く
れ
た
。
真
綿

の
四
隅
を
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
引
っ
張
っ
て
広
げ

て
い
く
と
、
無
数
の
細
い
糸
が
絡
ん
だ
大
き
な

一
枚
の
薄
い
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は

そ
れ
は
美
し
い
。
結
城
紬
の
着
心
地
の
良
さ
の

最
大
の
秘
密
は
、
繭
を
ぬ
る
ま
湯
の
中
で
や
わ

ら
か
く
し
て
ゆ
っ
く
り
伸
ば
し
て
真
綿
を
作
り
、

そ
の
真
綿
か
ら
手
で
紡
い
だ
手
紬
糸
に
あ
る
と

い
う
。
細
い
糸
が
絡
み
つ
い
た
こ
の
透
明
感
の

あ
る
真
綿
の
ベ
ー
ル
に
結
城
紬
の
原
点
を
見
て

感
動
す
る
。

　

結
城
紬
の
製
造
工
程
は
、
湯
の
中
で
煮
た
繭

を
五
か
ら
六
粒
ほ
ど
を
重
ね
、
指
先
で
広
げ
な

が
ら
袋
に
作
る
「
真
綿
か
け
」
か
ら
始
ま
り
、

次
に
手
紬
糸
を
紡
ぐ
「
糸
つ
む
ぎ
」
で
、
こ
の

袋
真
綿
か
ら
糸
を
引
き
出
す
。
左
の
指
先
で
真

綿
か
ら
糸
を
引
き
出
し
、
右
手
の
指
先
に
唾
液

を
つ
け
な
が
ら
捻
っ
て
、
引
き
出
し
た
紬
糸
を

軽
く
固
め
る
と
撚
り
の
な
い
空
気
を
た
く
さ
ん

含
ん
だ
糸
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
経た
て

糸い
と

・
緯よ
こ

糸い
と

と
も
に
手
紬
糸
で
で
き
た
布
は
空
気
の
幕
が
で

き
て
い
る
か
の
よ
う
に
軽
く
、
大
変
暖
か
く
な

●結城紬の総合施設「つむぎの館」入り口。

●ふわりと軽くて柔らかい真綿。

●真綿を伸ばすと美しい糸が織りなす薄いベールのよう。

●「つむぎの館」の織場館に並べられた地機織の織機、後ろに並んでいるのは高機。
　織場館では機織り体験もできる。

結
城
紬
の
魅
力
を
発
信
す
る

「
つ
む
ぎ
の
館
」。

　

今
も
結
城
に
生
き
る
人
々
に
よ
っ
て
脈
々

と
そ
の
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
結
城

紬
の
総
合
施
設
「
つ
む
ぎ
の
館
」
に
、
明
治

四
十
年
創
業
の
結
城
紬
製
造
卸
問
屋
、
奥
順

株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長
の
奥
澤
武
治
さ

ん
に
結
城
紬
の
お
話
を
伺
う
た
め
に
赴
く
。

「
つ
む
ぎ
の
館
」
は
、
重
要
無
形
文
化
財
指

定
の
結
城
紬
を
世
界
最
高
の
絹
織
物
と
し
て

後
世
に
伝
承
す
べ
く
、
奥
順
の
永
年
培
っ
て

き
た
結
城
紬
へ
の
想
い
が
集
約
さ
れ
て
い
る

施
設
で
あ
る
。

　

大
町
通
り
に
面
し
て
建
つ
大
正
初
期
建
造

の
縞
屋
奥
順
店
舗
の
裏
手
に
回
る
と
、「
つ

む
ぎ
の
館
」
へ
の
門
が
開
か
れ
て
い
た
。
広

い
敷
地
内
に
は
登
録
有
形
文
化
財
指
定
を
受

け
た
五
つ
の
建
造
物
が
点
在
し
、
紬
の
保
管

に
最
適
な
環
境
を
保
つ
と
い
う
明
治
二
十
九

年
建
造
の
土
蔵
や
明
治
十
九
年
建
造
の
離
れ

な
ど
、
和
風
の
趣
あ
る
空
気
が
静
か
に
流
れ

て
い
た
。
ま
た
、
結
城
紬
の
制
作
工
程
や
今

も
使
わ
れ
て
い
る
様
々
な
道
具
類
、
貴
重
な

古
文
書
な
ど
、
二
千
年
の
歴
史
を
誇
る
結
城

紬
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
「
本
場

結
城
紬
資
料
館
」、
機
織
り
体
験
な
ど
が
で

き
る
「
織
場
館
」、
常
時
二
百
点
の
結
城
紬

の
反
物
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
古
民
家
「
陳
列

館
」、紬
小
物
を
販
売
し
て
い
る
「
結
の
見
世
」

な
ど
、
こ
こ
に
は
凝
縮
さ
れ
た
結
城
紬
の
魅

力
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。

A
L

O
N

G
 4



●本場結城紬の正しい商標が付けられた製品。

●わが国で最も古い織機、地機での製織。緯糸の打ち込みは、
　筬と樫の木で作った大きな杼で交互に打ち込む独特の方法で行う。

●真綿かけ。お湯で煮て柔らかくした繭 5 粒から 6 粒を湯の中で重ね指先で
　広げながら袋にしていく。

る
の
で
あ
る
。
一
反
の
重
さ
は
五
百
か
ら
六
百

ｇ
で
一
般
の
着
物
よ
り
は
る
か
に
軽
い
。
一
反
を

作
る
た
め
に
必
要
な
繭
は
約
二
千
個
、
真
綿
は

約
四
百
枚
、
手
紬
糸
は
約
三
十
㎞
以
上
必
要
で
、

す
べ
て
手
作
業
で
行
わ
れ
る
。

　

次
に
「
絣
く
く
り
」
で
あ
る
。
絣
を
作
る
に

は
糸
の
段
階
で
経
糸
、
緯
糸
そ
れ
ぞ
れ
の
糸
は

デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
墨
付
け
を
行
い
、
そ
の
箇

所
を
綿
糸
で
か
た
く
括く
く

る
が
、
絣
括
り
だ
け
で

三
ヵ
月
ほ
ど
、
精
巧
な
も
の
に
な
る
と
限
り
が

な
い
と
い
う
。
そ
し
て
染
色
の
後
、
製
織
に
な

る
が
、
結
城
紬
の
織
機
は
「
地じ

機ば
た

」
と
い
わ
れ

る
わ
が
国
で
は
も
っ
と
も
古
い
織
機
で
織
る
。

こ
の
地
機
で
織
る
こ
と
も
着
心
地
の
良
さ
に
影

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
手
紬
糸
に

負
担
を
か
け
な
い
よ
う
経
糸
を
腰
で
つ
り
、
人

と
織
機
が
一
つ
に
な
り
、
張
力
を
調
整
し
な
が

ら
織
る
の
で
あ
る
。
織
人
が
休
憩
す
る
と
経
糸

も
休
む
。
緯
糸
の
打
ち
込
み
は
筬お
さ

と
樫
の
木
で

作
っ
た
大
き
な
杼ひ

で
交
互
に
打
ち
込
む
独
特
の

方
法
で
行
わ
れ
、
一
反
の
織
り
あ
げ
る
日
数
は

五
十
日
か
ら
最
高
は
一
年
以
上
も
か
か
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
た
、
無
地
や
縞
の
場
合
で
は
高た
か

機は
た

と
い
う
足
踏
み
式
の
手
織
り
で
織
る
結
城
紬

も
あ
る
が
、
操
作
の
違
い
で
生
じ
る
緯
糸
の
織

密
度
の
高
さ
に
よ
り
地
機
織
り
は
厚
み
の
あ
る

し
っ
か
り
し
た
布
が
織
上
が
る
の
だ
。

　
「
楽
な
こ
と
は
一
つ
も
な
い
。
糸
を
作
る
の
も

大
変
、
織
る
ま
で
も
大
変
、
そ
し
て
織
る
の
も

大
変
…
」
真
綿
を
見
な
が
ら
し
み
じ
み
と
語
る

奥
澤
さ
ん
の
言
葉
に
、
日
本
の
尊
き
文
化
遺
産

遺
の
重
み
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

●糸つむぎ。袋真綿を「ツクシ」に絡ませ、その一端より糸をひきだす。

●かすりくくり。経糸緯糸に墨付けを行い、その箇所を綿糸でかたく括る。
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しんきん経営者協議会とは、信用金庫の主な取引先である地元企業の発展に協力することを目的に作られました。
信用金庫の会員である企業者に対して、さまざまな情報の提供・福利厚生事業の実施を行っています。

また、会員の方々の特典として経営者年金制度も取り扱っています。

■経営者年金（拠出型企業年金保険）
経営者年金は関東地区しんきん経営者協議会が各生命保険会社
と締結した「拠出型企業年金保険契約」にもとづき運営してい
ます。関東地区しんきん経営者協議会としての契約ですので、
スケールメリットにより、安全で魅力ある年金制度です。
●経営者の将来のゆとりある生活のための年金制度です。
●掛金の払込みは毎月払い、払込方法は口座振替で簡単です。
●年金制度の専門家が責任をもって管理・運用します。
●税制上の優遇措置があります。

本会にご加入いただけるのは、信用金庫の会員となっている法
人および個人事業主の方です。入会をご希望の方は、お手数で
すが１２ページの申込書を組立て封筒（１４ページ）に貼り付け
てお申込みください。

関東地区しんきん経営者協議会
〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋３－８－１　TEL ０３－５５２４－５６７４　FAX ０３－５５２４－９１４０

富国生命保険相互会社　しんきん部
〒１００－００１１ 東京都千代田区内幸町２－２－２　TEL ０３－３５０８－１１０１（代）

しんきん年金ダイヤル
TEL ０４７６－４７－５１１０

【受付時間】午前９時～午後５時（土・日・祭日・年末年始（12/30～１/３）を除く）

＜各種お問合わせ先＞

 ご入会資格

しんきん経営者協議会や経営者年金制度に関するお問合わせ

経営者年金の申込方法に関するお問合わせ

経営者年金のご契約内容（積立残高等）に関するお問合わせ

 会費

■情報誌の発行
情報誌ＡＬＯＮＧは、地域のとっておき情報として、各
地域の伝統工芸や食文化をご紹介しております。
また、経営者年金にご加入の事業主の皆さまのビジネス
情報をご案内し、販路拡大に繋げていただければという
ことを目的に掲載しております。

■その他各種事業
医療・介護・育児などの疑問やお悩みについて、保健師・
看護師を中心とした専門スタッフが24時間、365日お答
えする「電話健康相談」（無料）を実施しています。

年会費200円です。※これは経営者年金の掛金（1口
10,000円）に含まれる制度運営費200円の中からいた
だいておりますので、会費としての手続きはありません。

事業内容について

しんきん経営者協議会ご入会のおすすめ

　
公
的
年
金
だ
け
で
は
ゆ
と
り
あ
る
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ

の
設
計
は
む
ず
か
し
い
…
と
い
う
現
状
に
、不
安
を
感
じ

て
い
る
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。そ
こ
で
考
え
る
の
は「
自

分
た
ち
で
準
備
を
…
」
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
で
、
中
小
企

業
の
経
営
者
や
個
人
事
業
主
に
は「
経
営
者
年
金
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　「
経
営
者
年
金
」
と
は
、
関
東
地
区
し
ん
き
ん
経
営
者

協
議
会
が
、
生
命
保
険
会
社
と
契
約
し
て
い
る
団
体
年

金
商
品
で
、
中
小
企
業
の
経
営
者
や
個
人
事
業
主
の
た

め
の
「
私
的
年
金
制
度
」
で
す
。
約
６
千
5
百
人
（
令
和

７
年
１
月
２０
日
時
点
）
と
い
う
多
数
の
ご
加
入
者
が
い

る
た
め
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
新
規
加
入
に
つ
い
て
は
、
年
間
を
通
し
て
４
回
募
集
さ

れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
募
集
期
間
に
応
じ
て
加
入
日
が
決
定

さ
れ
ま
す
。
掛
金
は
１
カ
月
１
口
１
万
円
で
お
１
人
最
高

１０
口
ま
で
ご
加
入
に
な
れ
ま
す
。
年
金
受
給
の
ス
タ
ー

ト
は
、
１０
年
以
上
払
込
を
し
て
い
れ
ば
、
６０
歳
か
ら
８０
歳

ま
で
自
由
に
選
択
が
で
き
ま
す
。

　
年
金
の
受
取
に
つ
い
て
は
、「
１０
年
確
定
年
金
コ
ー
ス
」

と「
１０
年
保
証
期
間
付
終
身
年
金
コ
ー
ス
」の
２
パ
タ
ー

ン
。
払
込
が
終
了
し
た
と
き
に
コ
ー
ス
を
選
ぶ
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
ご
加
入
者
が
万
一
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
で
も
、
積
立
金
に
遺
族
年
金
特
約
を
加
算
し
た

金
額
を
ご
遺
族
の
方
に
お
支
払
い
し
ま
す
。
ま
た
、「
経

営
者
年
金
」
の
保
険
料
は
、「
個
人
年
金
保
険
料
控
除
」

の
対
象
と
な
り
、「
所
得
税
」・「
住
民
税
」の
負
担
が
軽
減

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ゆ
と
り
あ
る
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ
の
た
め
に
…
、
是
非
活

用
し
た
い
制
度
で
す
。

シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ
を
快
適
に
過
ご
す

た
め
の
経
営
者
年
金
と
は
？

※
令
和
７
年
２
月
１
日
現
在
の
法
令
に
よ
り
ま
す
。

経営者年金は関東地区しんきん協議会が保険契約者となり
取り扱う団体年金保険（拠出型企業年金保険）です。
当年金保険商品は信用金庫が取り扱う商品ではございません。

※

　

現
在
で
は
蚕
の
生
産
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、

結
城
紬
の
優
れ
た
技
術
は
脈
々
と
こ
の
地
で
大

切
に
育
ま
れ
繋
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の

伝
統
的
な
技
法
に
加
え
、
そ
の
流
れ
を
く
む
技

を
進
化
さ
せ
た
結
城
紬
も
生
ま
れ
、
素
材
を
最

大
限
に
生
か
し
な
が
ら
新
し
い
も
の
づ
く
り
に

も
挑
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
し
な
や
か
で
軽
く
、

そ
の
肌
触
り
の
良
さ
を
現
代
の
暮
ら
し
の
中
で

身
近
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か

ら
誕
生
し
た
結
城
紬
の
シ
ョ
ー
ル
で
あ
る
。

　
「
結
の
見
世
」
で
は
現
代
の
風
が
舞
っ
て
い
た
。

現
代
を
彩
る
シ
ョ
ー
ル
の
色
使
い
は
シ
ッ
ク
で

も
あ
り
、
斬
新
で
も
あ
り
、
色
々
な
シ
ー
ン
に

似
合
い
そ
う
な
も
の
ば
か
り
。
触
れ
た
時
の
し

な
や
か
な
感
触
は
結
城
紬
独
特
の
も
の
。
次
々

と
手
に
取
っ
て
好
み
の
シ
ョ
ー
ル
探
し
に
時
間

を
忘
れ
て
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

古
来
か
ら
伝
わ
る
時
間
と
手
間
を
惜
し
ま
な

い
製
作
工
程
か
ら
生
ま
れ
る
結
城
紬
。
類
ま
れ

な
糸
は
真
綿
か
ら
紡
が
れ
、
そ
の
独
特
な
風
合

い
は
使
う
ほ
ど
に
そ
の
良
さ
を
増
す
。「
結
城
紬

を
自
分
の
た
め
の
着
物
と
し
て
、
自
由
に
愉
し

ん
で
着
て
、
人
の
手
で
し
か
生
み
出
せ
な
い
風

合
い
の
良
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
…
」
一
枚

の
シ
ョ
ー
ル
を
手
に
入
れ
て
、
小
さ
な
幸
福
感

に
包
ま
れ
な
が
ら
奥
澤
さ
ん
の
言
葉
を
か
み
し

め
て
い
た
。

●奥順（株）代表取締役会長・奥澤武治さん。

●和装にも洋装にも幅広いお洒落が楽しめる結城紬のショール。●現代の装いに彩りを添えてくれる紬小物やショールが並ぶ「結の見世」。

●陳列館に展示されている結城紬。

●長く着こまれた味わい深い結城紬。

■
取
材
協
力

●
奥
順
株
式
会
社
　
奥
澤
武
治
様

●
結
城
信
用
金
庫

■ 

現
代
の
風
に
舞
う
新
し
い
結
城
紬
。

■ 

結
城
紬
は
親
子
三
代
に
わ
た
っ
て
着
れ
る
。

　

結
城
紬
の
原
点
か
ら
完
成
品
へ
の
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
陳
列
館
に
入
る
と
、
重
厚
な
古
民
家
の
古
材

が
造
り
出
す
静
謐
な
空
間
に
浮
か
び
上
が
る
結
城
紬
。
そ
こ
に
は
結
城
紬
独
特
の
気
品
あ
る
世
界
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
る
で
陳
列
さ
れ
た
結
城
紬
は
芸
術
品
の
よ
う
。
上
品
な
美
し
さ
に
惚
れ
惚
れ
し
な

が
ら
日
本
の
伝
統
美
の
世
界
に
浸
っ
て
い
る
と
、
落
ち
着
い
た
心
地
よ
い
境
地
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

結
城
紬
の
も
う
一
つ
の
魅
力
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

着
れ
ば
着
る
ほ
ど
に
風
合
い
が
良
く
な
る
と
い
わ
れ
る
結
城
紬
。
洗
う
ほ
ど
に
真
綿
の
毛
羽
が
と
れ

益
々
し
な
や
か
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
と
着
や
す
く
な
っ
て
い
き
、
絹
本
来
の
光
沢
も
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、

「
親
子
三
代
」
に
渡
っ
て
着
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
も
現
役
と
い
う
七
十
五
年
前
の
お
祖
父
様
の
着
物

を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
れ
は
絹
独
特
の
渋
い
光
沢
が
美
し
く
少
し
も
古
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
奥
澤

さ
ん
曰
く
、新
し
い
結
城
紬
よ
り
も
着
や
す
い
の
だ
と
か
。そ
の
長
く
着
こ
ま
れ
た
着
物
に
触
れ
て
み
る
と
、

そ
れ
は
手
に
し
な
や
か
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
何
と
も
言
え
な
い
柔
ら
か
な
暖
か
み
が
あ
っ
た
。
こ
の
感
触

こ
そ
が
年
月
を
経
て
醸
し
出
さ
れ
る
結
城
紬
の
本
質
な
の
か
、
と
改
め
て
心
動
か
さ
れ
た
の
だ
。

●古民家 陳列館には常時２００点以上の
　結城紬が展示されている。 A
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