
Ⅰ  商家
し ょ う か

「中 屋
な か や

」の成長
せ い ち ょ う

と繁栄
は ん え い

 

  戸 谷 家 初 代 光 盛 は 、 正 徳
しょうとく

5 年 （ 1 7 1 5）、 1 2 歳 の 時 に 、 伯 父
お じ

杢 兵 衛
も く べ え

が 勤
つ と

め る

江 戸 の 中 屋 勘 兵 衛
か ん べ え

店
だ な

に 奉 公
ほ う こ う

に 上 が り ま し た 。 そ の 後 、 享 保
きょうほう

1 8 年 （ 1 7 3 3） に

本 庄 に 戻 り 、中 屋 勘 兵 衛 店 別 家
べ っ け

「 中 屋 半 兵 衛 店
は ん べ え だ な

」の 名 を 掲
か か

げ 、本 庄 宿 新 田 町 に

店 を 構
か ま

え ま し た 。創 業
そうぎょう

当 初
と う し ょ

は 太 物
ふ と も の

（ 綿
わ た

や 麻
あ さ

の 織 物
お り も の

）や 小 間 物 類
こ ま も の る い

を 扱 い 、商 売 が

軌 道
き ど う

に 乗 る に つ れ 、 資 産
し さ ん

を 増
ふ

や し 、 光 盛 の 時 に 中 屋 の 基 礎
き そ

を 築
き ず

き ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      判 取 帳
は ん と り ち ょ う

（戸 谷 家 文 書 9 0 ）             店 格 式 定 書
た な か く し き さ だ め が き

（戸 谷 家 文 書 7 6 7 ）  

 

 戸 谷 家 で は 、大 福 帳
だいふくちょう

や 店 卸
たなおろし

帳
ちょう

を は じ め 様 々 な 帳 簿 を 作 成 し ま し た 。手 代
て だ い

や 奉
ほ う

公 人
こ う に ん

の 経 歴
け い れ き

を 書 い た 人 別
に ん べ つ

帳 は 人 事
じ ん じ

に 関 す る 記 録 で す 。  

 初 代 光 盛 は 、遺 言
ゆ い ご ん

状 に 、親 孝 行
お や こ う こ う

や 商 売 の こ と 、商 人 道 徳 な ど の 教 訓
きょうくん

を 記
し る

し ま

し た 。中 屋 で は 、天 保
て ん ぽ う

6 年（ 1 8 3 5）に 定 法
じょうほう

帳 を 作 成 し 、手 代 と し て 守 る べ き 心 構
こころがま

え が 示
し め

さ れ ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       大 福 帳
だ い ふ く ち ょ う

               遺 言 之 状
ゆ い ご ん の じ ょ う

               中 蔵 店 卸 帳
な か ぐ ら た な お ろ し ち ょ う

 

    （戸 谷 家 文 書 1 0 1 ）          （戸 谷 家 文 書 7 7 2 ）         （戸 谷 家 文 書 4 4 ）   

Ⅱ  「中 屋
な か や

」の金融
き ん ゆ う

と社会活動
し ゃ か い か つ ど う

 

 中 屋 は 1 8世 紀 中
せ い き な か

頃
ご ろ

ま で に 急 成 長 し ま し た 。初 代 光 盛 は 、宝 暦
ほ う れ き

1 3 年（ 1 7 6 3）

に 江 戸 日 本 橋 室 町
に ほ ん ば し む ろ ま ち

（ 室 町 店 ）に 、三 代 光 寿 は 、文 化
ぶ ん か

2 年（ 1 8 0 5）に 神 田 橋
か ん だ ば し

御
ご

門
も ん

外
そ と

三 河
み か わ

町 （ 神 田 橋 店 ） に 新 た に 店 を 設
も う

け ま し た 。  

 ま た 、文 化 4 年（ 1 8 0 4）に は 、大 坂 の 本 両 替 炭 屋 安 兵 衛
す み や や す べ え

か ら 為 替
か わ せ

金 銀 の 取 引
と り ひ き

を 請
う

け 負
お

う よ う に な り ま し た 。文 政
ぶ ん せ い

2 年（ 1 8 2 0）に は 勘 定 所
かんじょうしょ

で 新 吹 金
し ん ふ き き ん

引 替
ひ き か え

御 用
ご よ う

を 、翌 年 に は 新 吹 銀
し ん ふ き ぎ ん

引 替
ひ き か え

御 用
ご よ う

も 拝 命
は い め い

し ま し た 。順 調 に 商 売 を 広 げ 、経 営 も 安 定

し た 中 屋 は 、 文 政 期 に 入 る と 幕 府
ば く ふ

の 政 策
せ い さ く

に 関 わ る 事 業
じ ぎ ょ う

を 請 け 負 う よ う に な り 、

扱 う 金 額 も 大 き く な り ま し た 。ま た 、 柳 河 藩
や な が わ は ん

（ 現 福 岡 県 ） 立 花 家
た ち ば な け

、 小 城 藩
お ぎ は ん

（ 現

佐 賀 県 ） 鍋 島 家
な べ し ま け

、 富 山 藩
と や ま は ん

（ 現 富 山 県 ） 前 田 家
ま え だ け

な ど に 大 名 貸
だいみょうがし

を 行
おこな

い ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  壱 分 銀 包 紙
い ち ぶ ぎ ん ほ う し

（戸 谷 家 文 書 4 7 5 0 ）         借 用 申 金 子 之 事
し ゃ く よ う も う す き ん す の こ と

（戸 谷 家 文 書 1 6 4 7 ）  

 

 商 家 と し て 繁 栄
は ん え い

し た 戸 谷 家 の 歴 代
れ き だ い

当 主
と う し ゅ

は 、数 々
か ず か ず

の 慈 善
じ ぜ ん

事 業
じ ぎ ょ う

を 行
おこな

い ま し た 。中

で も 有 名 な も の は「 神 流 川
か ん な が わ

の 無 賃 渡
む ち ん わ た

し 」で す 。神 流 川 は 武 蔵 国
む さ し の く に

と 上 野 国
こうづけのくに

の 国 境
くにざかい

を 流 れ る 川 で 、当 時 、川 を 渡 る こ と を め ぐ っ て 、数 々 の 訴 訟
そ し ょ う

が 起
お

き て い ま し た 。

初 代 光 盛 は 、幕 府
ば く ふ

に「 神 流 川 を 渡 る 人 々 か ら 通 行 料
つうこうりょう

を 徴 収
ちょうしゅう

す る こ と な く 、無 料
む り ょ う

と し た い 」 と 願
ね が

い 出
で

ま し た 。 そ の 結 果
け っ か

、 光 盛 は 合 計 2 0 0 両 を 幕 府 に 預
あ ず

け 、 そ

の 利 息
り そ く

3 0 両 に よ り 神 流 川 の 渡 し を 運 営
う ん え い

さ れ た た め 、 通 行 料 を 取
と

る こ と な く 、

川 を 渡 る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

渓 斎 英 泉
け い さ い え い せ ん

画 「支 蘇 路
き そ じ

ノ駅  本 庄 宿  神 流 川
か ん な が わ

渡 場 」          神 流 川 無 賃 高 札
こ う さ つ

 

   （埼 玉 県 立 歴 史 と民 俗 の博 物 館 蔵 ）              （戸 谷 家 文 書 8 0 6 5 ）  


