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近江商人「伊藤忠兵衛の実像に迫る」

　

２
０
０
３
年
の
夏
、
豊
郷
町
八
目

に
所
在
す
る
伊
藤
忠
兵
衛
家
旧
宅
の

蔵
か
ら
か
な
り
の
量
の
文
書
を
見
つ

け
た
こ
と
か
ら
伊
藤
家
、
お
よ
び
伊

藤
忠
、
丸
紅
に
関
す
る
資
料
の
調
査

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
翌
年
か
ら
整

理
を
始
め
ま
し
た
が
、
依
然
と
し

て
終
わ
り
ま
せ
ん
が
で
き
れ
ば
２
０

２
３
年
頃
ま
で
に
は
終
わ
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
内
容
の
も
の

で
も
期
間
を
限
っ
て
伊
藤
家
に
あ
っ

た
り
、
そ
の
続
き
は
伊
藤
忠
や
丸
紅

に
あ
っ
た
り
と
い
う
具
合
で
な
か
な

か
実
際
の
姿
が
判
明
し
な
い
の
で
大

変
な
作
業
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
こ
の
７
万
点
と
い
う
量
は
、

三
井
な
ど
の
財
閥
系
の
家
に
比
べ
る

と
少
な
い
も
の
の
、
日
本
の
商
家
と

し
て
は
稀
有
の
史
料
群
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
史
料
の
他
に
は
１
９
９

４
年
に
解
体
さ
れ
た
伊
藤
長
兵
衛
家

か
ら
出
て
き
た
古
文
書
の
一
部
は
滋

賀
大
学
、
あ
る
い
は
大
阪
の
古
書
籍

商
を
通
じ
て
韓
国
の
全
州
市
歴
史
博

物
館
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
こ
の
数
字
は
ま
だ
確
定
す
る

に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

伊
藤
忠
商
事
、
丸
紅
と
も
に
、
伊

藤
忠
兵
衛
が
地
商
い
か
ら
持
ち
下
り

商
い
を
始
め
た
安
政
５
年（
１
８
５

８
）を
創
業
年
と
し
て
い
ま
す
。初
代

忠
兵
衛
さ
ん
は
５
代
目
長
兵
衛
さ
ん

の
次
男
で
、
兄
が
文
久
２
年（
１
８

６
２
）に
６
代
目
を
襲
名
し
て
い
ま

７
万
点
に
及
ぶ
伊
藤
忠
兵
衛
家
同
族
史
料
を
解
明
へ

す
。
本
年
で
伊
藤
忠
商
事
も
丸
紅
も

創
業
１
６
０
年
に
な
り
ま
す
が
、
初

代
忠
兵
衛
さ
ん
が
お
父
さ
ん
と
お
兄

さ
ん
を
手
伝
っ
て
、
多
賀
の
五ご

僧そ
う

村

と
保ほ
う

月づ
き

村
へ
地
商
い
に
出
た
の
は
１

８
５
３
年
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
安
政

５
年
を
創
業
に
し
た
の
は
、
こ
の
年

に
、
叔
父
さ
ん
の
成
宮
武
兵
衛
さ
ん

と
初
め
て
持
ち
下
り
商
い
を
し
た
年

だ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
泉
州
、
紀

州
の
方
に
持
ち
下
り
商
い
を
し
た
と

社
史
な
ど
に
書
か
れ
て
お
り
、
創
業

年
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
商

い
か
ら
初
め
て
持
ち
下
り
商
い
を
行

う
近
江
商
人
に
な
っ
た
年
を
も
っ
て

伊
藤
忠
商
事
も
丸
紅
も
創
業
年
と
い

う
ふ
う
に
決
め
て
い
る
の
で
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
会
社
沿
革
図（
表

１
）５
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

一
番
上
の
伊
藤
農
場
が
明
治
40
年

（
１
９
０
７
）に
で
き
、昭
和
20
年（
１

９
４
５
）ま
で
線
を
引
っ
張
っ
て
い

ま
す
が
、
伊
藤
長
兵
衛
商
店
と
か
の

事
業
経
営
は
み
な
合
併
し
て
い
く
な

か
で
、
唯
一
、
伊
藤
長
兵
衛
家
の
個

人
の
事
業
と
し
て
残
る
の
が
伊
藤
農

場
で
、
そ
れ
が
伊
藤
長
合
資
会
社
に

な
り
、
昭
和
20
年
の
敗
戦
と
共
に
な

く
な
り
ま
す
。

　

伊
藤
忠
商
事
の
社
史
は
、
１
９
６

９
年
に
で
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら

数
年
遅
れ
て
、
丸
紅
の
社
史
が
で
ま

し
た
。
２
０
０
８
年
が
創
業
１
５
０

周
年
で
す
が
、
丸
紅
は
丸
紅
通
史
を

も
う
１
回
編
さ
ん
し
、
伊
藤
忠
商
事

は
、「
峠
越
え
の
道
」
と
い
う
商
社
史

を
10
年
単
位
で
増
や
し
て
い
ま
す
。

　

現
状
に
お
い
て
は
、
両
社
の
資
料

の
残
り
具
合
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
ら

の
資
料
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
社

史
編
さ
ん
を
す
る
た
め
に
社
内
に
残

し
た
資
料
群
で
伊
藤
忠
商
事
に
は
１

０
０
６
点
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
す
。

　

一
方
、
伊
藤
家
の
史
料
は
、
伊
藤

忠
兵
衛
記
念
館
の
土
蔵
で
２
０
０
３

年
の
夏
に
、
大
部
分
を
発
見
し
ま
し

た
。
当
時
は
電
気
も
引
か
れ
て
お
り

ま
せ
ん
し
、
資
料
自
体
が
あ
る
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
発
見
で

き
た
の
は
、
２
０
０
３
年
３
月
の
初

代
伊
藤
忠
兵
衛
没
後
１
０
０
回
忌
に

あ
た
っ
て
、
伊
藤
忠
兵
衛
を
顕
彰
す

る
酬
徳
会
の
最
後
の
講
演
会
で
、
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
、
ご
当

主
に
「
豊
郷
の
蔵
を
見
せ
て
も
ら
え

ま
せ
ん
か
」
と
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

快
諾
い
た
だ
き
、
そ
の
後
気
軽
に
お

訪
ね
し
て
懐
中
電
灯
を
と
も
し
な
が

ら
み
た
と
こ
ろ
、「
わ
っ
」
と
出
て
き

た
の
で
す
。
そ
の
後
、土
蔵
は
、電
気

の
配
線
を
し
て
展
示
室
に
な
り
、
さ

ら
に
２
０
０
８
年
に
も
ま
た
資
料
が

出
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
も
、
大
阪
の
伊
藤
ビ
ル
の

倉
庫
を
整
理
し
た
ら
資
料
が
出
て
き

た
と
い
う
具
合
で
す
。
現
在
、
長
兵

衛
家
と
忠
兵
衛
家
を
全
部
合
わ
せ
て

７
万
点
ぐ
ら
い
の
史
料
は
、
日
本
の

　滋賀大学経済学部附属史料館館長として長年、近江商人関係史料に関する研究を続けておられる滋賀大学名誉
教授の宇佐美先生から、伊藤忠兵衛家及び伊藤忠商事関係の史料にかかわるご講演をいただきました。これまで
忠兵衛の座右の銘であるとされていた資料が見当たらないこと、のこぎり商いをしていなかったという事実など
新事実を中心のお話をお聞きしました。まだまだこれからの解明が楽しみとなった内容です。
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商
家
と
し
て
は
希
有
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

忠
兵
衛
は
の
こ
ぎ
り
商
い
を

し
て
い
な
か
っ
た

　

伊
藤
忠
兵
衛
家
は
、
近
江
商
人
と

し
て
は
後
発
の
家
で
、
西
国
に
進
出

し
て
い
っ
た
の
が
特
徴
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
近
江
商
人
研
究
の
特
徴
と

し
て
東
国
へ
展
開
し
て
い
っ
た
近
江

商
人
に
照
準
を
あ
て
て
き
ま
し
た
が
、

忠
兵
衛
は
、
１
８
５
８
年
か
ら
確
か

に
持
ち
下
り
商
い
を
し
て
い
ま
す
が
、

の
こ
ぎ
り
商
い
で
は
な
く
、
片
商
い

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
往
路
で

商
品
を
持
っ
て
い
く
が
、
九
州
や
中

国
地
方
で
特
産
物
を
買
っ
て
、
こ
ち

ら
に
運
ん
で
来
た
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
確
証
で
き
る
資
料
が
な
い
の
で

す
。

　

伊
藤
忠
商
事
で
も
丸
紅
で
も
伊
藤

家
で
も
、
現
在
ま
で
存
続
し
て
き
て

い
る
大
き
な
企
業
な
の
で
、
商
い
を

し
て
右
肩
上
が
り
に
成
長
し
て
き
た

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
い
つ
の
時

点
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
利
益
を
上
げ

た
か
を
判
断
す
る
棚
卸
帳
が
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

一
番
問
題
で
す
。
忠
兵
衛
家
に
は
明

治
30
年
代
の
棚
卸
し
帳
が
あ
る
ぐ
ら

い
で
す
が
、長
兵
衛
家
の
場
合
は「
重

暦
棚
卸
帳
」
が
安
政
５
年（
１
８
５

８
）か
ら
明
治
の
中
頃
ま
で
記
帳
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

初
め
て
持
ち
下
り
商
い
を
や
る
ま

で
の
初
代
忠
兵
衛
に
関
し
て
は
、
最

初
は
、
長
兵
衛
家
の
お
父
さ
ん
の
棚

卸
帳
の
一
番
後
ろ
に
忠
兵
衛
分
と
い

う
こ
と
で
記
録
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
も
１
８
６
１
年
に
な
る
と
別
帳

に
な
っ
た
よ
う
で
、
忠
兵
衛
分
と
し

て
の
棚
卸
帳
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が

現
在
は
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

忠
兵
衛
家
に
は
明
治
期
の
棚
卸
帳

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
商
い
量
や

利
益
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
か
、
そ

の
成
長
の
実
態
の
分
析
が
で
き
て
い

ま
せ
ん
。
大
正
10
年
の
法
人
化
で
伊

藤
忠
商
事
株
式
会
社
営
業
報
告
書
が

あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
段
階
の

各
店
の
棚
卸
し
状
況
と
い
う
も
の
が

ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

　

伊
藤
忠
兵
衛
家
に
お
い
て
も
、
他

の
近
江
商
人
と
同
じ
よ
う
に
三
ツ
割

制
度
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
、
明
治

26
年
の
規
定
か
ら
分
か
り
、
利
益
の

３
分
の
１
ぐ
ら
い
は
奉
公
人
に
配
当

金
と
し
て
配
ら
れ
ま
す
。
部
分
的
に

は
明
治
26
年
の
店
法
か
ら
憶
測
で
き

ま
す
が
、
個
人
商
店
段
階
は
、
極
め

て
解
明
が
難
し
い
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
日
本
へ
展

開
し
た
近
江
商
人
と
は
違
っ
て
、
西

国
へ
展
開
し
て
い
く
の
は
、
後
発
の

豊
郷
と
か
一
部
の
五
箇
荘
の
商
人
で

す
が
、
旧
来
の
近
江
商
人
が
近
江
の

国
の
特
産
物
や
、
上
方
の
小
間
物
と

か
荒
物
類
を
持
ち
下
り
商
品
に
し
て

滋賀大学名誉教授・滋賀大学経済学部附属史料館前館長
宇佐美　英機 氏
1951年福井県生まれ　同志社大学大学院研究科博士課程（前期）修了。
専攻は日本経営史、京都大学博士（文学）。
主要著書：『初代伊藤忠兵衛を追慕する』（2012清文堂）、『近世京都の金銀出入と社会慣
習』（2008清文堂）、『近世風俗志』（岩波文庫）、『江戸時代　近江の商いと暮らし』（2016
共著サンライズ出版）

大量の史料が見つかった伊藤忠兵衛記念館の蔵、現在は一部資料などが展示されている

講師
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い
た
と
同
様
に
近
江
の
産
物
を
持
ち

下
り
し
て
い
ま
し
た
。

将
来
を
決
し
た
関
東
呉
服
の
扱
い

　

文
久
２
年（
１
８
６
２
）に
は
、
八

王
子
と
か
甲
州
産
の
絹
織
物
類
の
関

東
呉
服
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
商
品
を
取
り
扱
う
店

員
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
２
代
目
忠

兵
衛
も
母
親
の
意
向
で
普
通
の
店
員

と
同
じ
よ
う
に
訓
練
を
受
け
、
最
終

的
に
関
東
呉
服
を
扱
う
武
甲
方
に
行

き
ま
す
。
こ
の
関
東
呉
服
を
扱
っ
た

の
が
、
伊
藤
忠
の
将
来
を
決
定
す
る

よ
う
な
特
徴
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

安
政
６
年（
１
８
５
９
）に
、
持
ち

下
り
商
い
で
、
長
崎
に
ま
で
足
を
伸

ば
し
た
忠
兵
衛
は
、
そ
こ
で
鎖
国
時

代
の
貿
易
を
見
て
、
非
常
に
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
と
い
う
か
、
感
嘆
し
た

こ
と
が
、
将
来
の
外
国
貿
易
に
展
開

し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
証
明
す

る
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
は
な
は
だ

難
し
い
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
伊
藤
忠
商
事
や
丸
紅
の

社
史
に
お
け
る
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛

の
こ
の
時
期
の
記
述
は
初
代
の
13
回

忌
を
記
念
し
て
出
さ
れ
た
『
在
り
し

日
の
父
』
と
い
う
小
冊
子
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

初
代
は
明
治
28
年
、
29
年
ぐ
ら
い

か
ら
体
を
悪
く
し
て
い
ま
す
。
最
後

は
肝
臓
が
ん
で
亡
く
な
る
の
で
す
が
、

静
養
の
た
め
に
須
磨
の
別
荘
に
29
年

か
ら
住
ま
い
し
、
そ
こ
で
彼
は
、
回

い
う
店
を
開
店
し
ま
す
。
羅
紗
店
と

も
呼
ば
れ
、
大
阪
の
瓦
町
に
設
立
し

ま
す
。
そ
し
て
こ
の
時
、
イ
ギ
リ
ス

や
ド
イ
ツ
に
社
員
を
派
遣
し
て
、
見

本
品
を
購
入
し
て
こ
さ
せ
た
と
い
う

話
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
派
遣
さ
れ

た
二
人
の
店
員
は
、
中
途
採
用
の
よ

う
で
一
人
は
店
員
台
帳
に
記
載
が
あ

り
ま
す
が
、
も
う
一
人
の
記
録
は
あ

り
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
人

は
イ
ギ
リ
ス
で
永
住
し
た
ら
し
い
の

で
す
が
詳
細
は
判
明
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
時
に
本
人
が
一
番
行
き
た

か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
２
代
目

が
生
ま
れ
た
の
で
諦
め
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
英
語
を
話
せ
る
店
員

が
い
た
と
思
え
な
い
時
代
に
す
ご
い

こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
西
店
は
忠
兵
衛
さ
ん
の
対
外

貿
易
の
端
緒
で
あ
り
、明
治
23
年（
１

８
９
０
）に
日
本
雑
貨
商
社
の
株
主

に
な
り
、
翌
年
に
こ
の
会
社
の
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
支
店
を
買
収
し
て
日

本
雑
貨
貿
易
商
社
と
改
め
ま
す
。
そ

の
後
に
伊
藤
外
海
組
に
名
称
変
更
し

明
治
28
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
す
。

長
い
間
、「
明
治
18
年
に
伊
藤
外
海
組

と
い
う
の
が
で
き
た
」
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
事
実
は
違
っ
て
い
た
の

で
す
。

　

２
代
目
は
、英
語
も
話
せ
な
い
、店

員
も
い
な
い
状
況
で
貿
易
を
始
め
た

初
代
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
無
謀
で
し

か
な
い
」
と
言
う
の
で
す
が
、
初
代

忠
兵
衛
は
、
先
達
の
近
江
商
人
を
非

常
に
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
い
た
か
ら
こ

そ
の
行
動
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

初
代
忠
兵
衛
は
商
業
と
い
う
営
為

に
誇
り
と
信
念
を
強
く
持
ち
、「
全
精

神
を
仕
事
に
打
ち
込
み
、そ
し
て
、そ

の
事
業
の
あ
る
も
の
は
神
聖
な
も
の

で
、
己
れ
な
ら
び
に
己
れ
の
事
業
団

体
の
存
在
は
、
世
に
寄
与
し
、
光
輝

あ
る
も
の
と
の
信
念
を
持
っ
て
お
っ

た
」
と
２
代
目
は
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
「
店
員
の
養
成
と
協
議
、
ひ

い
て
は
、
そ
れ
等
の
人
々
の
独
立
が

社
会
的
の
大
き
な
勗つ
と

め
で
あ
り
、
社

会
事
業
で
あ
る
」。
だ
か
ら
、店
員
を

養
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
伊

藤
忠
が
果
た
す
べ
き
社
会
事
業
で
あ

り
、「
自
己
の
事
業
を
忠
実
に
果
た

想
録
を
書
い
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
、

伊
藤
忠
商
事
・
丸
紅
の
社
史
は
「
経

過
録
」「
手
記
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

原
本
は
戦
災
で
な
く
な
っ
た
よ
う
で

す
。
た
だ
、そ
の
一
部
は
筆
写
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
、両
社
史
は
、そ
れ
に
基

づ
い
て
、
初
代
の
創
業
当
時
の
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
お

預
か
り
し
た
史
料
の
中
に
は
そ
の
筆

写
本
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
途
中

で
紛
失
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

２
代
目
忠
兵
衛

「
初
代
は
無
謀
」
と
い
う

　

初
代
忠
兵
衛
は
、
対
外
貿
易
を
始

め
る
進
取
の
気
概
、
あ
る
い
は
冒
険

心
を
長
崎
で
外
国
船
を
見
た
こ
と
で

涵
養
し
、
明
治
19
年
に
伊
藤
西
店
と

伊藤長兵衛家
呉服太物商
（紅屋）

初代伊藤忠兵衛
創業 安政５年
（1858）

六代伊藤長兵衛
襲名 文久２年
（1862）

紅　　　長
博多店開店
明治５年
（1872）

紅　　　忠
大阪本店開店
明治５年
（1872）

伊藤長兵衛商店博多店 伊藤長兵衛商店博多店

伊藤長兵衛商店京店
開店 明治15年（1882）

伊藤長兵衛商店
開店 明治28年（1895）

伊藤本店
改称 明治17年
　　 （1884）

伊藤京店
開店 明治17年
　　 （1884）

伊藤染工場
設立 明治30年
　　 （1897）

伊藤西店
開店 明治19年
　　 （1886）

伊藤糸店
開店 明治26年
　　 （1893）

伊藤糸店糸東京支店
開店 明治41年
　　 （1908）

伊藤忠兵衛本部
設置 明治41年
　　 （1908）

伊藤忠合名会社
設置 大正３年
　　 （1914）

輸出部
設置 明治37年（1904）

上海出張所（日信份行）
設置 明治39年（1906）

京城出張所
設置 明治40年（1907）

京城共益社
設立 明治42年（1909）

伊藤輸出店
開店 明治41年（1908）

日本雑貨貿易商社
設立 明治24年（1891）

日本雑貨貿易商会
改称 明治25年（1892）

共算商業組合伊藤外海組
改組 明治26年（1893）

合名会社伊藤外海組
改組・解散 明治28年（1895）

日東合資会社
設立 明治29年（1896）

日東綿糸株式会社
改組 明治30年（1897）
解散 明治31年（1898）

日東洋行
設立 明治31年（1898）

伊藤農場
設立 明治40年（1907）

伊藤長合資会社
昭和10年（1935）

富山紡績株式会社
設立 大正10年（1921）

呉羽紡績株式会社
設立 昭和４年（1929）

伊藤長兵衛商店
開設 大阪支店
大正８年（1919）

株式会社伊藤忠商店
設立 大正７年
　　 （1918）

伊藤合資会社
設立 昭和14年
　　 （1939）

丸紅合資会社
改称 昭和16年
　　 （1941）

株式会社丸紅商店
設立 大正10年
　　 （1921）

伊藤忠合名会社

伊藤忠商事株式会社
設立 大正７年
　　 （1918）

伊藤忠商事株式会社
改組 大正９年
　　 （1920）

株式会社岸本商店
設立 大正７年
　　 （1918）

三興株式会社
設立 昭和16年
　　 （1941）

大同貿易株式会社
設立 大正９年
　　 （1920）

大建産業株式会社
設立 昭和19年
　　 （1944）

昭和20年（1945）

本　　　部

本　　　店
京　　　店
京都染工場
西　　　店

本　　　店
京 都 支 店
京都染工場
京都機業場
東 京 支 店

本　　　　店
東 京 支 店
上 海 支 店
漢 口 支 店
天 津 出 張 所
青 島 出 張 所

神 戸 支 店
神戸支店機械部
機械部大阪出張所
横 浜 出 張 所
マ ニ ラ 支 店
ニューヨーク
出 　 張 　 所
ロンドン出張所

糸　　　店
東 京 支 店
神 戸 支 店
上 海 支 店
（伊藤洋行）
マニラ支店
横浜出張所
漢口出張所
（信昌洋行）
天津出張所
青島出張所
カルカッタ
出　張　所
ニューヨーク
出　張　所

表１　伊藤家同族事業経営沿革図 （1858－1949） 部分
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伊藤長兵衛家
呉服太物商
（紅屋）

初代伊藤忠兵衛
創業 安政５年
（1858）

六代伊藤長兵衛
襲名 文久２年
（1862）

紅　　　長
博多店開店
明治５年
（1872）

紅　　　忠
大阪本店開店
明治５年
（1872）

伊藤長兵衛商店博多店 伊藤長兵衛商店博多店

伊藤長兵衛商店京店
開店 明治15年（1882）

伊藤長兵衛商店
開店 明治28年（1895）

伊藤本店
改称 明治17年
　　 （1884）

伊藤京店
開店 明治17年
　　 （1884）

伊藤染工場
設立 明治30年
　　 （1897）

伊藤西店
開店 明治19年
　　 （1886）

伊藤糸店
開店 明治26年
　　 （1893）

伊藤糸店糸東京支店
開店 明治41年
　　 （1908）

伊藤忠兵衛本部
設置 明治41年
　　 （1908）

伊藤忠合名会社
設置 大正３年
　　 （1914）

輸出部
設置 明治37年（1904）

上海出張所（日信份行）
設置 明治39年（1906）

京城出張所
設置 明治40年（1907）

京城共益社
設立 明治42年（1909）

伊藤輸出店
開店 明治41年（1908）

日本雑貨貿易商社
設立 明治24年（1891）

日本雑貨貿易商会
改称 明治25年（1892）

共算商業組合伊藤外海組
改組 明治26年（1893）

合名会社伊藤外海組
改組・解散 明治28年（1895）

日東合資会社
設立 明治29年（1896）

日東綿糸株式会社
改組 明治30年（1897）
解散 明治31年（1898）

日東洋行
設立 明治31年（1898）

伊藤農場
設立 明治40年（1907）

伊藤長合資会社
昭和10年（1935）

富山紡績株式会社
設立 大正10年（1921）

呉羽紡績株式会社
設立 昭和４年（1929）

伊藤長兵衛商店
開設 大阪支店
大正８年（1919）

株式会社伊藤忠商店
設立 大正７年
　　 （1918）

伊藤合資会社
設立 昭和14年
　　 （1939）

丸紅合資会社
改称 昭和16年
　　 （1941）

株式会社丸紅商店
設立 大正10年
　　 （1921）

伊藤忠合名会社

伊藤忠商事株式会社
設立 大正７年
　　 （1918）

伊藤忠商事株式会社
改組 大正９年
　　 （1920）

株式会社岸本商店
設立 大正７年
　　 （1918）

三興株式会社
設立 昭和16年
　　 （1941）

大同貿易株式会社
設立 大正９年
　　 （1920）

大建産業株式会社
設立 昭和19年
　　 （1944）

昭和20年（1945）

本　　　部

本　　　店
京　　　店
京都染工場
西　　　店

本　　　店
京 都 支 店
京都染工場
京都機業場
東 京 支 店

本　　　　店
東 京 支 店
上 海 支 店
漢 口 支 店
天 津 出 張 所
青 島 出 張 所

神 戸 支 店
神戸支店機械部
機械部大阪出張所
横 浜 出 張 所
マ ニ ラ 支 店
ニューヨーク
出 　 張 　 所
ロンドン出張所

糸　　　店
東 京 支 店
神 戸 支 店
上 海 支 店
（伊藤洋行）
マニラ支店
横浜出張所
漢口出張所
（信昌洋行）
天津出張所
青島出張所
カルカッタ
出　張　所
ニューヨーク
出　張　所

表１　伊藤家同族事業経営沿革図 （1858－1949） 部分

す
こ
と
が
、
本
当
の
御
国
へ
の
忠
義

の
元
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
も

言
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
忠
兵
衛
の
大
き
な
転
換
期

　

明
治
26
年
、
１
８
９
３
年
に
糸
店

が
開
か
れ
、こ
の
年
に
、伊
藤
忠
兵
衛

家
で
は
、
店
の
店
法
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
明
治
８
年
こ
ろ
か
ら
何
回
か

店
法
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
が
一
番
整
っ
て
お
り
、
伊
藤
忠
商

事
、
丸
紅
の
社
史
で
と
も
に
資
料
集

の
最
初
に
出
て
き
ま
す
。

　

糸
店
が
で
き
た
年
に
伊
藤
本
店
の

店
法
が
で
き
、
本
店
の
店
法
が
そ
れ

ぞ
れ
の
店
に
も
採
用
さ
れ
る
店
法
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

全
精
神
を
仕
事
に
打
ち
込
み
、
店

員
を
社
会
に
有
為
な
人
間
に
育
て
て

い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
初
代
伊

藤
忠
兵
衛
の
大
き
な
考
え
方
だ
っ
た

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
表

し
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
商
売
は

菩
薩
の
業
」
だ
と
い
う
発
言
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
商
売
道
の

尊
さ
は
、
売
り
買
い
何
れ
を
も
益
し
、

世
の
不
足
を
う
ず
め
、
御
仏
の
心
に

か
な
う
も
の
」と
い
う
発
言
で
、お
そ

ら
く
明
治
10
年
代
の
頃
な
の
で
し
ょ

う
が
、
書
い
た
も
の
は
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
店
員
さ

ん
た
ち
の
回
想
録
に
は
初
代
忠
兵
衛

さ
ん
が
言
っ
た
と
い
う
記
録
が
出
て

き
ま
す
。
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初
代
は
、
利
益
の
三
分
主
義
や
店

員
た
ち
を
入
れ
た
会
議
制
度
の
導
入

な
ど
店
員
を
大
変
尊
重
し
て
お
り
、

利
益
三
分
主
義
の
規
定
は
、
明
治
26

年
の
店
法
に
出
て
い
ま
す
。
店
法
が

で
き
た
翌
年
に
は
帳
簿
も
西
洋
式
に

な
り
、
学
卒
者
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

初
代
は
、
先
に
出
た
商
人
た
ち
を

非
常
に
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
お
り
、
明

治
26
年
の
店
法
規
定
を
読
む
と
、
明

ら
か
に
近
代
的
な
経
営
者
に
変
わ
ろ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

　

一
方
２
代
目
は
１
９
０
９
年
か
ら

１
９
１
０
年
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
へ

留
学
し
、
あ
る
意
味
で
は
西
洋
的
な

合
理
性
や
効
率
性
を
経
営
の
中
に
生

か
し
て
い
こ
う
と
、
住
み
込
み
の
丁

稚
制
度
か
ら
学
校
を
出
た
社
員
を
採

用
し
、
年
俸
制
給
与
支
給
の
形
態
へ

変
革
を
進
め
ま
す
。
株
式
会
社
を
設

立
し
、
店
員
は
社
員
に
な
り
次
第
に

通
勤
型
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

忠
兵
衛
の
座
右
の
銘

「
利
は
勤
る
に
於
て
真
な
り
」

は
い
ず
こ
に

　

小
倉
榮
一
郎
先
生
の
『
近
江
商
人

の
経
営
』
に
忠
兵
衛
の
座
右
の
銘
と

し
て
「
利
は
勤
る
に
於
て
真
な
り
」

が
出
て
い
ま
す
が
、
調
査
し
た
な
か

で
は
こ
の
言
葉
が
記
載
さ
れ
て
い
る

史
料
は
み
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
ま
で
伊
藤
忠
商
事
や
丸
紅
で
忠
兵

衛
の
座
右
の
銘
と
し
て
引
用
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
近
年
は
あ
ま
り
使

わ
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り

現
時
点
で
は
典
拠
史
料
の
所
在
が
分

か
ら
な
い
の
で
す
。

　

近
年
、
伊
藤
忠
商
事
の
岡
藤
会
長

は
株
主
総
会
の
説
明
な
ど
で
「
地
主

の
足
跡
は
田
畠
の
肥
料
と
な
り
、
牧

主
の
眼
光
は
牛
馬
の
毛
沢
を
増
す
」

を
引
用
し
て
い
ま
す
。
初
代
が
起
居

し
て
い
た
大
阪
瓦
町
の
別
宅
に
掲
げ

ら
れ
て
い
た
品
川
弥
二
郎
が
揮
毫
し

た
額
に
書
か
れ
て
い
た
言
葉
で
、
昭

和
12
年
に
出
版
さ
れ
た
『
在
り
し
日

の
父
』
の
扉
に
は
、
そ
の
写
真
が
あ

り
ま
す
。

「
地
主
の
足
跡
は
田
畠
の
肥
料
と
な

り
、
牧
主
の
眼
光
は
牛
馬
の
毛
沢
を

増
す
」
と
い
う
の
は
、
率
先
垂
範

し
て
こ
と
を
行
え
と
い
う
こ
と
で

す
。
田
畑
は
、
お
百
姓
さ
ん
が
田
ん

ぼ
に
入
っ
て
、
一
生
懸
命
働
く
こ
と

に
よ
っ
て
自
分
の
足
跡
も
肥
料
に
な

る
し
、
牧
場
を
経
営
し
て
い
る
人
は
、

牛
馬
に
目
を
光
ら
せ
、
手
入
れ
し
て

や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
牛
馬
の
毛
色
、

毛
沢
が
増
し
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
、
率
先
垂
範
し
て
、

こ
と
を
行
う
と
い
う
こ
と
。
広
い
視

野
を
持
っ
て
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
が
将
来
、
人
の
上
に
立
つ
よ
う

に
な
る
、
心
掛
け
と
し
て
大
事
な
の

だ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。　

　

そ
の
延
長
線
上
に
明
治
26
年
に
店

法
則
を
制
定
す
る
の
で
す
が
、
そ
の

前
書
き
部
分
、
い
わ
ゆ
る
後
に
遺
訓

五
則
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
初
代
忠
兵

衛
が
、
店
法
を
制
定
す
る
際
の
「
店

法
の
趣
意
書
」
の
中
で
５
箇
条
で
書

い
て
い
ま
す
。

　

五
箇
条
の
第
１
条
目
は
、「
四
恩
を

思
ひ
、
以
て
立
身
出
世
の
志
し
を
励

ま
す
べ
し
」で
す
。
こ
れ
が
や
っ
ぱ
り

彼
が
一
番
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
、四

恩
は
、
父
母
と
か
、
国
王
と
か
衆
生

と
か
三
宝
の
恩
で
す
。
仏
法
僧
に
対

す
る
恩
を
感
じ
な
が
ら
、
立
身
出
世

の
志
を
励
ま
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
立
身
出
世
す
る
こ
と
を
奉
公

人
に
う
た
う
の
が
、
近
江
商
人
の
商

家
の
特
徴
な
の
で
す
。
他
の
地
域
の

商
家
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
立
身
出
世
の
志
を
励
ま
す
」
と
い
う

の
は
、
店
内
の
職
階
を
登
っ
て
い
く

過
程
に
お
い
て
は
、
辛
抱
と
か
お
金

の
使
い
方
と
か
、い
ろ
ん
な
こ
と
を
一

所
努
力
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、
出
世

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
別
家
に
な
る

こ
と
を
目
標
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ

と
で
、
い
ず
れ
世
の
中
の
リ
ー
ダ
ー

に
な
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

忠
兵
衛
の
三
惚
れ
主
義

　

も
う
一
つ
、
よ
く
忠
兵
衛
の
言
葉

と
し
て「
在
所
に
惚
れ
よ
、仕
事
に
惚

れ
よ
、
女
房
に
惚
れ
よ
」
い
わ
ゆ
る

三
惚
れ
主
義
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
豊

郷
の
「
先
人
の
館
」
に
展
示
し
て
い

２代目忠兵衛が初代の「遺訓五箇条」として社員が遵守すべき価値観を明示

一、四恩を思い、もって立身出世の志を励ますべし。

一、主家に対し常に忠実の心を忘るべからず。忠実の心とは、公正にして
　　私曲なきを言うなり。

一、礼儀を重んじて、ことに主従の礼節を明らかにし、店員同輩に在りては、
　　長上を敬い下弟を愛し、最も顧客に対しては尊敬を厚うし、己を卑しう
　　することを勉むべし。

一、質素の心掛け篤きものは、必ず勤勉の心篤きものなり。もし奢侈に流るる
　　ときは、知らず知らず怠惰となり、軽薄に陥り、ついに卑劣の心を生ずるに
　　至る。よって修行中は勉めて浮華を誡め常に勤倹の徳を養成すべし。
　　華美におぼれず質素倹約の心構えで業務に専念せよ。

一、品行を慎まざれば酒色のために身を誤ること多し。深く恐るべき事なり。
　　かつ顧客と同行して青楼に赴くなどのことは、開店の始めより最も厭忌
　　したる箇条なれば、深く其意を諒知あるべし。
　　品行方正に過ごし、客先との過度の付き合いはやめよ

伊
藤
忠
経
営
の
理
念
的
根
幹
の
形
成

「
遺
訓
五
箇
条
」
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伊藤忠兵衛をはじめ薩摩治兵衛、
古川鉄次郎など豊郷出身の先人に
足跡を紹介する先人を偲ぶ館

先人を偲ぶ館
滋賀県犬上郡豊郷町四十九院
TEL.0749-35-2484
開館日：月曜、火曜、金曜、日曜
　　　　10：00～ 16：00
近江鉄道豊郷駅から徒歩15分

近
代
的
組
織
へ
の
変
換
そ
し
て
現
在

つ
本
家
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
伊
藤
家

の
事
業
体
で
あ
る
伊
藤
本
店
、
京
店
、

西
店
、
糸
店
の
日
報
や
そ
れ
を
基

に
、
十
日
ご
と
に
出
さ
れ
た
「
本
部

旬
報
」
保
存
さ
れ
ま
し
た
。
共
通
の

情
報
と
し
て
、
伊
藤
忠
グ
ル
ー
プ
の

中
の
秘
密
情
報
で
す
が
、
１
号
か
ら
、

大
正
９
年
ま
で
の
「
本
部
旬
報
」
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
株
式
会
社

と
し
て
分
か
れ
る
と
各
社
ご
と
の
社

　

日
本
の
経
営
史
で
は
「
伊
藤
忠
商

事
と
丸
紅
は
一
卵
性
双
生
児
だ
っ
た

が
、
１
９
４
９
年
に
二
卵
性
双
生
児

に
な
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
本
が

あ
り
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
忠
兵
衛

家
の
事
業
経
営
は
、明
治
期
に
は
、ほ

と
ん
ど
紅
忠
と
称
さ
れ
、
大
正
期
か

ら
は
丸
紅
と
総
称
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
正
７
年（
１
９
１
８
）に
伊
藤

忠
合
名
会
社
の
下
に
株
式
会
社
伊
藤

忠
商
店
を
設
立
し
ま
す
が
、
大
正
10

年
に
は
伊
藤
長
兵
衛
商
店
と
合
併
し

て
㈱
丸
紅
商
店
と
な
り
ま
す
。
一
方
、

同
じ
く
大
正
７
年
に
設
立
さ
れ
た
伊

藤
忠
商
事
株
式
会
社
は
対
外
貿
易
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
10
年
か

ら
は
中
国
貿
易
に
限
定
し
、綿
花
、綿

糸
、
綿
布
を
主
力
商
品
と
す
る
事
業

経
営
体
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
大
正
９
年
、
伊

藤
忠
兵
衛
家
の
事
業
が
経
営
危
機
に

る
、
薩
摩
治
兵
衛
家
の
家
訓
は
「
土

地
に
惚
れ
、
家
業
に
惚
れ
て
、
妻
に

惚
れ
、
人
よ
り
少
し
勉
強
せ
よ
」
と

書
い
て
あ
り
ま
す
。
二
人
は
、
同
じ

豊
郷
で
生
ま
れ
育
っ
て
お
り
、
薩
摩

治
兵
衛
が
10
歳
ぐ
ら
い
上
だ
っ
た
の

で
、
お
互
い
に
影
響
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
在
所
と
か
土
地
に
惚
れ
よ

と
い
う
こ
と
は
、
拡
大
解
釈
す
る
と

国
家
で
あ
っ
て
、
最
愛
の
大
日
本
帝

国
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
忠
兵
衛
ら
し
い
考
え
だ
と
思
い

ま
す
。

　

豊
郷
で
は
西
の
忠
兵
衛
、
東
の
治

兵
衛
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
卸
問

屋
と
し
て
は
非
常
に
大
き
く
な
っ
て

い
く
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
か
仲
良
し

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
初
代

伊
藤
忠
兵
衛
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の

治
兵
衛
の
悔
や
み
状
が
残
っ
て
い
ま

す
。

　

明
治
36
年
７
月
８
日
に
初
代
が
亡

く
な
る
の
で
す
が
、
葬
儀
の
際
の
弔

辞
な
ど
が
一
切
、
葬
儀
か
ら
十
日
ぐ

ら
い
あ
と
の
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に

く
る
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

１
０
０
年
後
、
２
０
０
３
年
の
夏
に

私
が
そ
れ
を
開
け
た
の
で
す
。
こ
の

時
は
非
常
に
忠
兵
衛
さ
ん
と
の
ご
縁

を
感
じ
た
も
の
で
す
。
初
代
忠
兵
衛

さ
ん
は
60
歳
で
亡
く
な
り
、
奥
さ
ん

の
八
重
さ
ん
は
、
そ
の
後
豊
郷
で
１

０
３
歳
ま
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
現
在

の
伊
藤
忠
兵
衛
記
念
館
は
、
本
宅
か

報
に
な
り
ま
す
。
八
重
さ
ん
が
暮
ら

し
て
い
た
豊
郷
に
は
そ
れ
こ
そ
経
営

の
情
報
が
集
積
さ
れ
て
い
た
の
で
し

た
。
こ
う
し
た
史
料
が
の
こ
さ
れ
た

こ
と
は
、
ほ
か
の
商
家
と
は
異
な
る

重
要
な
点
で
、
そ
の
後
は
海
外
の
情

報
も
集
ま
り
、
非
常
に
特
徴
的
な
結

果
が
出
て
く
る
と
思
っ
て
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。

陥
っ
た
と
き
に
伊
藤
長
兵
衛
商
店
と

合
併
し
て
丸
紅
商
店
が
で
き
、
１
９

４
１
年
に
三
興
が
設
立
さ
れ
、
３
社

合
併
す
る
ま
で
続
き
ま
す
。
戦
後
の

分
割
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
流
れ
か

ら
出
発
し
て
、
現
在
の
総
合
商
社
に

な
っ
て
き
ま
す
。

　

戦
後
は
ま
た
難
し
い
問
題
が
あ
る

の
で
す
が
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
の
段

階
の
実
態
分
析
も
非
常
に
難
し
く
、

数
字
で
表
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ

と
が
調
査
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
現
在
調
査
を
進
め
て
い
て

感
じ
る
の
は
、
近
年
言
わ
れ
る
会
社

の
説
明
責
任
で
す
。
史
料
は
後
世
の

社
員
に
残
す
知
的
な
財
産
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
会
社
の
歴

史
を
追
検
証
し
て
い
く
と
い
う
と
き

に
は
、
資
料
の
存
在
は
大
き
な
証
拠

に
な
る
か
ら
で
す
。
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伊藤忠商事の「三方よし」を紐解く
〜強い企業の人づくり〜

伊藤忠人事総務サービス㈱
グローバル人材開発部　エバンジェリスト

片桐　二郎 氏

1959年　東京都生まれ
1983年　�一橋大学商学部を卒業、伊藤忠商事入

社物資部配属。
2002年　�人事部に異動。現在、伊藤忠人事総務

サービスグローバル人材開発部エバン
ジェリスト

講師

　

私
は
１
９
８
３
年
に
入
社
し
、
生

活
資
材
部
門
の
物
資
部
と
い
う
部
署

に
配
属
さ
れ
、
日
本
の
タ
イ
ヤ
の
輸

出
を
し
て
き
ま
し
た
７
年
後
の
１
９

９
０
年
の
５
月
か
ら
約
３
年
イ
ラ
ン

に
駐
在
し
、
２
０
０
２
年
か
ら
人
事

部
に
異
動
し
、
主
に
研
修
・
人
材
育

成
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

新
入
社
員
研
修
で
は
チ
ェ
ー
ン
の

写
真
を
ま
ず
初
め
に
見
せ
、

「
入
社
お
め
で
と
う
。
君
は
い
ま
一

番
端
っ
こ
に
カ
シ
ャ
ー
ン
と
組
み
込

ま
れ
た
の
だ
」
と
は
な
し
ま
す
。

「
君
の
指
導
社
員
は
だ
れ
？
」

「
指
導
社
員
は
細
田
さ
ん
で
す
。」

「
細
田
さ
ん
は
と
な
り
の
チ
ェ
ー
ン

だ
よ
。
君
は
細
田
さ
ん
か
ら
仕
事
を

引
き
継
い
で
い
く
、
そ
の
細
田
さ
ん

も
誰
か
か
ら
仕
事
を
引
き
継
い
で
き

た
」

　

そ
れ
で
は
「
反
対
側
の
一
番
端
っ

こ
で
チ
ェ
ー
ン
を
引
っ
張
っ
て
い
る

の
は
誰
で
す
か
？
」

と
聞
く
と
、
み
ん
な
察
し
て
、

「
創
業
者
、
伊
藤
忠
兵
衛
で
す
」
と

の
返
事
が
返
っ
て
き
ま
す
。

　

仕
事
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
売
買
の
案
件
を
引
き
継
ぐ
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、“
何
の
た
め
に
そ

の
仕
事
を
す
る
の
か
？
”
と
い
う
想

い
の
す
べ
て
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
会
社
で
働
く
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
チ
ェ
ー
ン
の
重

み
、
テ
ン
シ
ョ
ン
を
感
じ
な
が
ら
働

く
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
重
み
が
ま

さ
に
会
社
の
価
値
観
で
あ
り
、
フ
ィ

新
入
社
員
研
修
で
伝
え
る
初
代
忠
兵
衛
の
精
神

ロ
ソ
フ
ィ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
を
君
た

ち
も
次
の
時
代
に
引
き
継
い
で
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
説
明
を
し

て
い
ま
す
。

　

弊
社
は
２
０
１
6
年
に
商
社
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
に
な
り
、
こ
の
頃
か
ら
創

業
地
訪
問
を
強
化
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
創
業
地
訪
問
を
始
め
た
の
は
、

海
外
で
働
く
ス
タ
ッ
フ（
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ス
タ
ッ
フ
）に
対
し
て
2
0
0
4

年
ご
ろ
か
ら
で
し
た
。
そ
も
そ
も
日

本
人
社
員
の
行
動
や
考
え
方
の
元
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
こ
の
訪
問
を

始
め
た
の
で
す
。
一
昨
年
か
ら
は
伊

藤
忠
本
社
の
役
員
、
伊
藤
忠
グ
ル
ー

プ
会
社
の
社
長
さ
ん
に
も
ほ
ぼ
全
員

来
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

新
入
社
員
研
修
は
入
社
式
の
後
に

１
カ
月
ほ
ど
行
い
、
そ
の
中
で
約
１

週
間
、
近
江
に
来
ま
す
。

　

近
江
で
の
研
修
は
２
０
１
６
年
ま

で
は
比
良
山
で
２
泊
３
日
、
テ
ン
ト

を
担
い
で
ビ
バ
ー
ク
す
る
こ
と
で
精

神
的
に
鍛
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

す
が
、
ち
ょ
っ
と
き
つ
か
っ
た
の
で
、

現
在
は
方
向
性
を
変
え
、
近
江
高
島

で
地
元
の
農
業
、
林
業
や
酪
農
な
ど

の
お
手
伝
い
を
し
て
一
次
産
業
の
重

要
性
を
体
感
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

研
修
の
ま
と
め
と
し
て
最
後
に
忠
兵

衛
記
念
館
で
創
業
者
の
精
神
を
学
び

ま
す
。

　

特
に
強
調
す
る
の
は
、
初
代
が
信

念
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
と
い
う

「
商
売
は
菩
薩
の
行
、商
売
道
の
尊
さ

は
、
売
り
買
い
何
れ
を
も
益
し
、
世

の
不
足
を
う
ず
め
、
御
仏
の
心
に
か

な
う
も
の
」
で
す
。
こ
れ
が
三
方
よ

し
の
ま
さ
に
起
源
で
あ
り
、
初
代
忠

兵
衛
は
、
近
江
商
人
の
中
で
も
正
に

最
初
に
実
践
し
た
の
で
す
。
そ
れ
を

我
々
の
プ
ラ
イ
ド（
誇
り
）と
し
て
と

ら
え
、
グ
ル
ー
プ
全
体
の
求
心
力
に

し
て
い
こ
う
と
訴
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
初
代
は
厳
し
い
だ
け
で
な

く
、
社
員
に
対
し
て
深
い
愛
情
を
持

ち
、
月
に
６
回
、
す
き
焼
き
の
会
を

開
催
し
、
こ
こ
で
は
無
礼
講
で
言
い

た
い
こ
と
を
言
い
合
い
、
共
に
同
じ

鍋
を
つ
つ
き
、
飲
み
な
さ
い
と
、
そ

れ
が　

現
在
の
伊
藤
忠
の
自
由
闊
達

な
社
風
と
な
り
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。

　
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
現
場
主

義
」
と
い
う
こ
と
で
、「
地
主
の
足
跡

は
田
畑
の
肥
料
と
な
る
」
と
い
う
初

代
の
座
右
の
銘
は
岡※

藤
の
口
癖
で
も

あ
る
「
現
場
に
行
け
」
と
い
う
現
場

主
義
の
精
神
と
し
て
引
き
継
が
れ
て

い
ま
す
。

伊
藤
忠
の
「
か
・
け
・
ふ
」

　

弊
社
で
は
「
し
ま
つ
し
て
き
ば

る
」
は
、
か
な
り
行
動
に
落
と
し
込

ま
れ
て
お
り
、「
稼
ぐ
、
削
る
、
防

ぐ
」（
こ
れ
を
社
内
で
は
、「
か
・
け
・

ふ
」（
元
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
掛
布
選
手

　伊藤忠商事創業者の精神を近江の地にて熱く語る、伊藤忠商事研修・人材育成担当の片桐さん。「伊藤忠商事
には161年間引き継がれたイノベーションを起こすのに不可欠な　“知の探索”をするDNAがある。」という。

※伊藤忠商事代表取締役会長CEOの岡藤正広氏
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伊藤忠兵衛記念館から少し東には初代忠兵衛の33回忌に、酬徳会が忠兵衛の功績を偲んで生地に建設した「くれない園」があり、園内には伊藤忠兵衛の肖像を
はめ込んだ碑が立つ。
新入社員研修では、ここで初仕事として草むしりをしてもらいます。これは役員の方々にもすこぶる好評で、是非続けてほしいといわれています。

に
か
け
て
）で
合
言
葉
に
な
っ
て
ま

す
が
）、無
駄
な
出
費
は
一
切
し
な
い
、

多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
ベ
ス
ト
の

こ
と
を
じ
っ
く
り
考
え
て
実
行
す
る
、

こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き
は
、
一
発
ど
か

ん
と
大
き
な
投
資
も
す
る
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

１
９
３
５
年
、
初
代
の
33
回
忌
の

と
き
に
、初
代
の
甥
で
あ
り
、初
代
の

事
を
神
の
様
に
慕
っ
て
い
た
と
い
う
、

丸
紅
商
店
専
務
の
古
川
鉄
治
郎
が
私

財
の
70
％
、
い
ま
の
金
額
で
言
う
と

20
億
円
を
投
じ
て
つ
く
り
上
げ
た
東

洋
一
と
言
わ
れ
た
豊
郷
小
学
校
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
陰
徳
善
事
の
象

徴
で
す
。
創
業
地
訪
問
で
は
、
最
初

に
こ
の
80
年
の
歴
史
が
あ
る
小
学
校

で
概
要
を
説
明
し
、
引
き
継
が
れ
る

重
み
を
感
じ
て
も
ら
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

初
代
を
さ
さ
え
、

２
代
目
を
し
つ
け
た
八
重
夫
人

　

忠
兵
衛
記
念
館
は
、
初
代
忠
兵
衛

の
奥
さ
ん
の
八
重
さ
ん
が
全
て
仕

切
っ
て
い
た
よ
う
で
、
特
に
新
入
社

員
の
教
育
に
熱
心
で
、
京
都
・
大
阪

の
店
に
出
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
ふ
る

わ
な
い
社
員
を
こ
こ
に
引
き
戻
し
て

再
教
育
し
て
い
ま
す
し
、
後
継
者
育

成
に
は
ず
い
ぶ
ん
腐
心
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
１
９
０
３
年
に
初
代
が
な

く
な
っ
た
時
、
２
代
目
は
ま
だ
17
歳

で
八
幡
商
業
学
校
卒
業
の
年
で
し
た

が
、
店
に
入
り
現
場
主
義
よ
ろ
し
く

奉
公
人
か
ら
ら
鍛
え
あ
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　

八
重
さ
ん
は
、
１
０
３
歳
で
天
寿

を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。
１
０
０
歳
の

お
祝
い
に
や
っ
て
き
た
豊
郷
町
長
ら

に
「
部
屋
に
入
る
な
ら
寺
銭
を
払
え
、

１
０
０
歳
に
な
っ
た
化
け
物
を
見

に
き
た
の
だ
か
ら
」
と
ジ
ョ
ー
ク
を

い
っ
た
そ
う
で
、
こ
れ
に
は
町
長
も

舌
を
巻
い
た
そ
う
で
す
。
晩
年
も
頭

脳
明
晰
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
93
歳
の

と
き
に
書
い
た
書
が
今
も
記
念
館
に

残
り
ま
す
。

　

２
代
目
は
、
日
本
の
伊
藤
忠
を
世

界
の
伊
藤
忠
に
し
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
海
外
の
ス
タ
ッ
フ
に
対
す

る
研
修
で
は
、
伊
藤
忠
の
創
業
か
ら

の
歴
史
を
話
し
、
そ
の
後
近
江
商
人

の
感
動
的
な
ド
ラ
マ
『
て
ん
び
ん
の

詩
』
を
見
て
も
ら
い
議
論
を
す
る
の

で
す
が
、
な
ん
と
な
く
近
江
商
人
の

価
値
観
み
た
い
な
も
の
が
分
か
っ
て

も
ら
え
た
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
、

「
片
桐
さ
ん
、お
話
は
分
か
っ
た
の
だ

２
代
目
伊
藤
忠
兵
衛
と
働
い
た

元
伊
藤
忠
副
社
長
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
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つ
君
を
信
頼
し
て
い
く
の
だ
」
と
話

さ
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
降
旗
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ

の
大
学
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
取
り
ま
す
が
、

2
代
目
が
出
張
の
際
に
は
必
ず
呼
び

出
さ
れ
通
訳
を
し
ま
し
た
。

　

ダ
ラ
ス
に
二
代
目
が
出
張
で
来
ら

れ
た
際
は
、
空
港
ま
で
出
迎
え
に
行

き
、
ダ
ラ
ス
支
店
長
と
降
旗
さ
ん
と

２
代
目
が
一
時
間
ぐ
ら
い
車
で
市
内

を
移
動
し
、
ホ
テ
ル
に
到
着
し
て
夕

食
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
時
に
、２
代
目
が「
そ
の
前
に
ロ

デ
ィ
オ
が
見
た
い
」
と
い
い
ま
し
た
。

降
旗
さ
ん
が
「
ロ
デ
ィ
オ
と
は
何
で

す
か
」と
聞
く
と
、「
お
ま
え
、見
て
い

な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
来
る
途
中

そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
『
R
o
d
e
o　

T
o
n
i
g
h
t
』
と
書
い
て
あ
っ

た
だ
ろ
う
。『
T
o
n
i
g
h
t
』

が
今
日
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、

R
o
d
e
o
は
書
い
て
あ
っ
た
ぞ
。

お
ま
え
は
何
も
見
て
い
な
い
の
だ

な
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
、
慌

て
た
降
旗
さ
ん
は
ホ
テ
ル
の
人
に
聞

い
て
、
無
事
に
ロ
デ
ィ
オ
を
一
緒
に

行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
こ

の
時
の
2
代
目
は
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
注
意
を
払
え
」
と
伝
え
た
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。。実
は
こ
の
話
に
は
ま

だ
後
日
談
が
あ
り
ま
す
。

　

私
が
イ
ラ
ン
に
駐
在
し
て
い
る
と

き
に
、
降
旗
さ
ん
が
出
張
で
イ
ラ
ン

に
来
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
副
社
長

け
ど
、
誰
か
忠
兵
衛
さ
ん
と
働
い
た

こ
と
の
あ
る
人
は
い
な
い
の
か
。
生

き
証
人
は
い
な
い
の
か
、
そ
の
方
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
聞
き
た
い
」
と
の
コ

メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。。さ
す
が
に

初
代
と
働
い
た
方
は
は
い
な
い
と
思

う
の
で
、
探
し
回
っ
て
み
る
と
１
９

５
２
年
に
入
社
し
た
と
き
に
２
代
目

か
ら
い
ろ
い
ろ
と
か
わ
い
が
っ
て
も

ら
っ
て
、
副
社
長
に
ま
で
な
ら
れ
た

降
旗
健た
け

人と

さ
ん
を
み
つ
け
ま
し
た
。

　

降
旗
さ
ん
は
大
学
を
卒
業
し
て
、

入
社
前
に
熱
海
の
別
荘
に
2
代
目
を

訪
問
す
る
と
、
二
代
目
は
和
服
姿

で
現
れ
ま
し
た
。、「
こ
っ
ち
へ
来

い
！
」
と
降
旗
さ
ん
を
庭
に
連
れ
出

し
、
そ
の
辺
の
草
と
か
木
を
指
し
な

が
ら
、「
こ
の
草
は
何
の
草
だ
、
こ
の

木
は
何
の
木
だ
、
こ
の
花
は
何
の
花

だ
」
と
聞
く
の
で
す
。
し
か
も
、
誰

も
が
知
っ
て
い
る
も
の
を
避
け
て
、

知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
を
聞
か
れ
た

の
で
、
さ
す
が
に
降
旗
さ
ん
は
観
念

し
て
「
す
み
ま
せ
ん
、
分
か
り
ま
せ

ん
」
と
答
え
る
と
、2
代
目
は
「
最
近

の
大
学
で
は
草
や
木
の
名
前
も
教
え

ん
の
か
」
と
。
そ
し
て
「
こ
れ
か
ら

君
は
商
人
に
な
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、

君
の
担
当
の
商
品
だ
け
が
分
か
っ
て

い
て
も
駄
目
だ
よ
。
そ
の
周
り
の
も

の
、
あ
る
い
は
自
然
界
の
も
の
、
そ

う
い
っ
た
も
の
全
て
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
君
の
姿

勢
を
み
て
ま
わ
り
の
人
達
は
少
し
ず

記念館に展示されている忠兵衛の妻八重さんが93歳の時に書いた書

八重さん100歳の祝いとして滋賀県知事服部岩吉が持参した祝いの長寿杯
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つ
ぶ
つ
い
わ
れ
て
た
の
で
す
が
、、な

ん
と
降
旗
さ
ん
は
、
空
港
ま
で
40
分

ぐ
ら
い
か
か
っ
た
道
を
全
部
覚
え
て

い
た
の
で
す
。
後
で
聞
い
た
の
で
す

が
、
2
代
目
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。「
商
人
は

周
り
の
も
の
す
べ
て
に
興
味
を
持
つ

べ
し
」
と
い
う
２
代
目
の
教
え
を
忠

実
に
実
践
さ
れ
て
い
た
一
端
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。

ひ
と
り
の
商
人
、
無
数
の
使
命

伊
藤
忠
の
改
革

豊郷小学校　丸紅専務の古川鉄治郎が昭和12年に土地建物を寄贈した豊郷小学校。小学校が新設移転されたことで、現在は外観が修復され、豊郷小学校旧校舎群として
公開。2007年に連載が始まったアニメ「けいおん」の聖地として人気を集め多くのファンが訪れる。旧校舎はウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計。

で
、
私
は
入
社
７
年
目
ぐ
ら
い
の
一

番
下
っ
端
で
し
た
。
私
は
空
港
で
降

旗
さ
ん
を
お
迎
え
し
、
社
有
車
で
ホ

テ
ル
ま
で
お
連
れ
し
ま
し
た
。
そ
の

間
、、
お
疲
れ
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
、、

私
は
ド
ラ
イ
バ
ー
と
話
し
な
が
ら
、

降
旗
さ
ん
に
は
話
し
か
け
な
か
っ
た

の
で
し
た
が
、
後
で
ド
ラ
イ
バ
ー
が

「
あ
の
人
は
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
こ

と
が
あ
る
の
か
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。

帰
り
に
空
港
に
戻
る
時
に
な
に
か
ぶ

　

２
０
１
４
年
か
ら
伊
藤
忠
グ
ル
ー

プ
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
「
ひ
と
り
の
商
人
、
無
数
の
使

命
」
と
定
め
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
も
結
構

う
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
は
、
創
業
者
で
あ
る
初
代
伊

藤
忠
兵
衛
を
は
じ
め
と
す
る
近
江
商

人
の
経
営
哲
学
『
三
方
よ
し
』
と
一

致
す
る
も
の
で
す
。」と
書
い
て
い
ま

す
。
て
ん
び
ん
棒
を
担
い
で
い
る
商

人
は
い
ま
は
い
ま
せ
ん
が
、
て
ん
び

ん
棒
を
担
ぐ
よ
う
に
い
ろ
ん
な
想
い

を
背
負
っ
て
働
い
て
い
る
。
無
数
の

使
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
世
間
に

発
信
し
て
い
る
の
で
す
。

　

私
が
入
社
し
た
こ
ろ
は
、
本
当
に

忙
し
い
会
社
で
し
た
。
実
家
か
ら

通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
終

電
で
は
帰
れ
ず
、
深
夜
ま
で
、
タ
ク

シ
ー
が
ず
ら
っ
と
会
社
の
前
に
並
ん

で
い
て
、
そ
れ
に
乗
っ
て
帰
っ
て
い

ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
深
夜
、

先
輩
と
飲
ん
で
い
る
と
「
伊
藤
忠
と

い
う
会
社
は
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
人
使

い
が
荒
い
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
言
葉
の
通
り
、
本
当
に
残
業
体

質
の
会
社
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
い
か
ん
、
そ
れ
で
は
永
続
的
に

お
客
様
に
価
値
を
提
供
で
き
な
い
と

考
え
、
２
０
１
３
年
よ
り
、
20
時
ま

で
に
業
務
を
終
え
よ
う
、
も
し
仕
事

が
残
っ
た
な
ら
ば
朝
早
く
来
て
片
付



三　方　よ　し平成31年３月31日 第44号（12）

２代目忠兵衛

161年間の“知の探索”の歴史の重みが感じられる伊藤忠兵衛記念館に展示されている半
はん

纏
てん

け
る
、
つ
ま
り
朝
型
勤
務
を
足
掛
か

り
に
働
き
方
改
革
に
舵
を
切
っ
た
の

で
す
。

　

現
在
、
そ
の
考
え
は
か
な
り
社
内

に
浸
透
し
、、
厳
し
く
と
も
働
き
が

い
が
あ
る
会
社
に
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
、
こ
の
朝
型
勤
務
と
並
ん
で

１
１
０
運
動（
飲
み
会
は
一
次
会
の

み
で
遅
く
と
も
夜
10
時
に
は
帰
宅
す

る
）が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
同
じ
く
岡
藤
が
提
唱
し
た

「
脱
ス
ー
ツ
・
デ
ー
」
と
い
う
改
革
が

あ
り
、
週
に
一
度
、
金
曜
に
は
ス
ー

ツ
な
し
で
自
由
な
恰
好
で
自
由
な
発

想
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

評
判
が
い
い
の
で
、
今
で
は
水
曜
日

も
脱
ス
ー
ツ
・
デ
ー
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

最
近
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
朝
活

セ
ミ
ナ
ー
を
や
っ
て
い
ま
す
。
朝
７

時
半
か
ら
会
社
が
始
ま
る
９
時
ま
で
、

月
に
１
回
程
度
な
の
で
す
が
、
い
ろ

ん
な
業
界
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ

い
て
、
な
に
か
面
白
い
、
元
気
に
な

る
話
を
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
試
み

で
す
。

　

２
年
前
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、

い
ま
は
だ
い
た
い
３
０
０
人
ぐ
ら
い

集
ま
り
ま
す
。
始
め
た
と
き
は
１
０

０
人
集
ま
っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
羽
生
善
治
さ
ん
と

か
、
脳
科
学
者
の
茂
木
健
一
郎
先
生

な
ど
著
名
な
方
々
、
時
の
人
に
も
お

越
し
い
た
だ
い
て
い
る
う
ち
に
、
か

な
り
社
内
で
も
盛
り
上
が
っ
て
き
ま

し
た
。

　

昨
年
９
月
に
は
、“
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
水
先
案
内
人
”
早
稲
田
大
学
の

入
山
章
栄
先
生
に
お
越
し
い
た
だ
い

た
の
で
す
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

起
こ
す
に
は
「
知
の
進
化
」
と
「
知

の
探
索
」
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
内
容
で
し
た
。
こ
の
お
話
の
中

か
ら
、
近
江
商
人
と
い
う
の
は
ま
さ

に
、「
知
の
探
索
」
を
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

知
ら
な
い
土
地
に
出
て
い
っ
て
、

い
ろ
ん
な
知
識
、
あ
る
い
は
い
ろ
ん

な
人
、
い
ろ
ん
な
考
え
、
い
ろ
ん
な

価
値
観
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
持
ち
か

え
り
、
結
合
さ
せ
て
新
し
い
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
行
為
は
「
知

の
探
索
」
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

最
近
で
は
創
業
地
訪
問
に
来
ら
れ
る

社
員
に
い
つ
も
「
我
々
に
は
１
６
１

年
間
、
こ
の
『
知
の
探
索
』
を
す
る

D
N
A
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
の
だ
、
よ
っ
て
例
え
ば
財
閥
系

と
比
し
て
も
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起

こ
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
宿
命

が
あ
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
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１
９
８
６
年
に
伊
藤
忠
商
事
に
入

社
後
、
織
物
を
輸
出
す
る
織
物
貿
易

部
と
い
う
巨
大
な
部
隊
に
入
り
ま
し

た
。当
時
、商
社
冬
の
時
代
と
言
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
し
た
が
、
丁
寧
に
新

入
社
員
に
い
ろ
い
ろ
手
ほ
ど
き
を
す

る
こ
と
は
な
く
、
基
本
的
に
は
「
見

て
ま
ね
し
ろ
」
と
い
う
体
制
で
、
仕

事
を
覚
え
て
い
く
に
つ
れ
て
、
か
な

り
夜
中
ま
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

私
の
仕
事
は
、
海
外
か
ら
の
注
文

を
メ
ー
カ
ー
さ
ん
に
発
注
し
、
商
品

の
船
積
の
日
程
報
告
を
す
る
仕
事
で

し
た
が
、
最
初
の
こ
ろ
は
男
性
ば
か

り
が
総
合
職
で
売
り
子
と
し
て
商
売

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間

に
か
売
り
子
を
や
る
よ
う
に
な
り
、

大
き
な
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
３
個
持
っ

て
の
出
張
で
し
た
。
不
安
は
い
っ
ぱ

い
で
し
た
が
、
幸
い
怖
い
経
験
は
な

く
、
楽
し
く
た
く
さ
ん
売
っ
て
帰
っ

て
き
て
い
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
言

葉
が
し
ゃ
べ
れ
な
い
怖
さ
を
味
わ
っ

た
の
で
、
帰
国
後
は
猛
勉
強
し
ま
し

た
。
必
要
に
な
っ
た
ら
、
言
葉
だ
け

は
覚
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

１
９
９
６
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

は
中
西
さ
ん
が
ボ
ス
で
し
た
。
当
時

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
女
性
の
バ
イ

ヤ
ー
さ
ん
が
多
く
、
女
性
の
園
で
仕

事
を
す
る
経
験
を
持
ち
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
日
本
の
商
社
が
、
女
性
を
派

遣
し
た
こ
と
が
な
く
て
、「
日
本
も

や
っ
と
そ
こ
ま
で
来
た
か
」
と
結
構

祝
儀
の
オ
ー
ダ
ー
を
た
く
さ
ん
い
た

だ
き
、「
な
ん
か
、今
度
、聞
い
た
こ
と

が
な
い
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
、
セ
ー
ル

ス
ウ
ー
マ
ン
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ

て
き
た
」
と
。
他
商
社
で
結
構
評
判

に
な
り
、
仕
事
が
楽
し
く
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
街
を
毎
日
ス
キ
ッ
プ
し
て

走
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。

　

商
社
が
お
客
様
ら
か
ら
本
当
に
あ

り
が
た
が
ら
れ
る
の
は
、
ク
レ
ー
ム

が
来
た
と
き
で
す
。
こ
れ
を
お
客

さ
ま
と
の
間
で
う
ま
く
収
め
る
と
、

メ
ー
カ
ー
さ
ん
と
の
絆
が
す
ご
く
強

く
な
る
し
、
お
客
さ
ん
か
ら
も
信
頼

さ
れ
ま
す
。
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き

に
上
手
に
s
e
t
t
l
e
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
、
い
い
結
果
に
な
る

ん
だ
と
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

外
務
省
へ
出
向

　

日
本
に
戻
っ
た
こ
ろ
か
ら
部
隊
が

縮
小
し
、
一
人
で
二
人
分
を
働
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
時
代
に
な

り
、
そ
の
後
、
外
務
省
に
行
く
こ
と

に
な
り
、
い
っ
た
ん
会
社
を
辞
め
る

か
た
ち
で
外
務
省
に
出
向
し
ま
し
た
。

　

外
務
省
で
は
、「
経
済
連
携
協
定
」

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
担
当
を
し
ま
し

た
。
わ
ず
か
２
年
の
出
向
で
し
た
が
、

経
産
省
や
農
林
省
な
ど
と
の
コ
ン
タ

ク
ト
も
で
き
、
今
で
も
お
付
き
合
い

が
で
き
る
関
係
が
つ
く
れ
た
と
い
う

大
変
い
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

い
ま
は
開
発
調
査
部
で
、
財
界
活

動
と
伊
藤
忠
商
事
の
グ
ル
ー
プ
交
流

と
い
う
か
、
グ
ル
ー
プ
会
社
を
束
ね

て
、
横
串
を
刺
す
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。

未来に向けての伊藤忠 ─伊藤忠商事の現場から─

厳しいノルマから生産性向上への変革を目指して
　困難な時にいつも人間力で乗り越えてきた伊藤忠商事。どれだけ社会が変革しても、素晴らしい人間力で発展
していくと明言する的場さん。グローバル化以前に自身が何ができるかが大事になるとも。

稀
有
な
女
性
バ
イ
ヤ
ー
と
し
て
ス
タ
ー
ト

伊
藤
忠
の
生
産
性
向
上
へ
の
改
革

　

伊
藤
忠
と
い
う
の
は
、
５
大
商
社

の
中
で
、
単
体
で
は
一
番
人
数
が
少

な
く
て
、
４
２
８
５
人
で
す
。
一
番

多
い
の
が
三
菱
商
事
で
６
１
２
９
人
、

丸
紅
さ
ん
が
４
４
３
６
人
。
伊
藤
忠

商
事
は
一
番
人
数
が
少
な
く
、
ほ
か

の
商
社
の
２
倍
働
い
た
ら
１
・
５
倍

の
給
料
を
や
る
か
ら
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
取
り
あ
え
ず
、
か
な
り
、
一

人
頭
の
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
一

人
頭
の
ノ
ル
マ
が
か
か
る
と
い
う
厳

し
い
会
社
で
す
が
、
い
ま
、
激
し
く

生
産
性
向
上
に
対
し
て
の
変
革
を
起

こ
し
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
０
年
４
月
は
、
現
在
の
会

長
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
あ
る
岡
藤
が
社
長
に
就

任
し
た
年
で
す
が
、
就
任
し
て
す
ぐ

に
、
と
に
か
く
紙
を
使
う
な
。
社
内

会
議
の
資
料
の
作
成
方
法
や
、
社
内

会
議
の
頻
度
を
見
直
す
よ
う
に
指
令

が
出
ま
し
た
。
紙
１
枚
無
駄
に
し
な

い
と
い
う
の
が
伊
藤
忠
兵
衛
の
教
え

だ
っ
た
の
で
、「
節
約
・
倹
約
」
の
精

神
で
削
れ
、
削
れ
と
言
わ
れ
、
何
が

伊藤忠商事㈱　開発調査部長代行

的場　佳子 氏

1963年生まれ
1986年　�関西学院大文学部英文学科卒、同年伊
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削
れ
る
か
日
々
考
え
て
、
無
駄
な
こ

と
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

朝
型
勤
務
で
残
業
規
制

　

次
に
メ
ス
が
入
っ
た
の
が
、
働
く

時
間
帯
で
す
。当
時
、基
本
的
に
総
合

職
と
い
わ
れ
て
い
る
時
間
管
理
対
象

外
の
人
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
と
い

う
シ
ス
テ
ム
で
朝
の
10
時
か
ら
３
時

ま
で
の
コ
ア
タ
イ
ム
は
業
務
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
コ
ア
タ
イ
ム

に
い
れ
ば
、
約
束
し
た
ノ
ル
マ
を
ク

リ
ア
し
た
ら
い
な
く
て
よ
か
っ
た
の

で
す
が
、
９
時
に
電
話
が
あ
っ
て
も

社
員
が
い
な
い
よ
う
な
事
態
が
で
て

き
た
の
で
、
最
初
は
「
９
時
に
出
て

く
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
」
く

ら
い
の
呼
び
掛
け
か
ら
始
ま
り
、
や

が
て
禁
止
令
に
な
り
ま
し
た
。

　

禁
止
す
る
と
反
発
が
大
き
く
、
朝

に
、
来
た
く
な
る
よ
う
に
す
れ
ば
い

い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
で
、
２
０
１

３
年
か
ら
朝
型
勤
務
制
度
が
で
き
ま

し
た
。

　

最
初
は
、
20
時
以
降
残
業
禁
止
な

ん
て
で
き
る
わ
け
が
な
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
20
時
以
降
の
残
業
は

す
ご
く
減
り
、
22
時
以
降
は
本
当
に

人
が
全
然
い
ま
せ
ん
。
深
夜
残
業

は
、
22
時
か
ら
５
時
の
間
は
絶
対
的

に
禁
止
、
消
灯
に
な
り
ま
す
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
電
源
を
落
と
し
て
い
て

使
え
ま
せ
ん
。
仕
事
が
残
っ
て
い
る

場
合
は
、
翌
日
の
早
朝
、
５
時
以
降

だ
っ
た
ら
オ
ー
ケ
ー
な
の
で
、「
朝

に
来
る
と
い
い
こ
と
が
あ
る
よ
」
と
、

深
夜
残
業
と
同
じ
だ
け
の
割
増
料
金

が
付
き
、
朝
食
が
無
料
で
配
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
ト
ッ
プ
が
、
家
人

の
負
担
減
や
豊
富
な
メ
ニ
ュ
ー
の
検

討
な
ど
細
や
か
な
心
配
り
で
好
評
で

す
。
グ
ル
ー
プ
の
人
や
、
事
業
会
社

へ
も
同
様
の
シ
ス
テ
ム
が
広
が
っ
て

き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
改
革
の
結
果
、
残
業
代

が
11
％
減
っ
て
、
コ
ス
ト
は
す
ご
く

下
が
り
ま
し
た
。

「
脱
ス
ー
ツ
デ
ー
」
の
取
り
組
み

　

基
本
的
に
ネ
ク
タ
イ
締
め
て
、

ス
ー
ツ
を
着
て
、
仕
事
を
す
る
の
は

し
ん
ど
い
な
と
い
う
こ
と
か
ら
金
曜

日
は
基
本
的
に
カ
ジ
ュ
ア
ル
で
い
い

よ
と
な
り
、
い
ま
や
ジ
ー
パ
ン
に
ス

ニ
ー
カ
ー
を
履
い
て
き
て
も
オ
ー

ケ
ー
で
す
し
、
夏
だ
と
ポ
ロ
シ
ャ
ツ

の
よ
う
な
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
格
好
と
な

り
ま
す
。夏
は
毎
日
、脱
ス
ー
ツ
デ
ー

で
、
ス
ー
ツ
を
着
て
く
る
人
は
、
う

ち
の
オ
フ
ィ
ス
に
い
ま
せ
ん
。
も
ち

ろ
ん
Ｔ
Ｐ
Ο
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
は

ど
う
な
る
こ
れ
か
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス 原

則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
き
れ
い
に

カ
ジ
ュ
ア
ル
を
着
て
く
だ
さ
い
と
い

う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
運
動
で
あ
り
、

こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
と
、
や
っ
ぱ

り
繊
維
が
売
れ
ま
す
。

　

昔
、
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
が
始
ま
っ
た

こ
ろ
に
は
す
ご
く
シ
ャ
ツ
が
売
れ
ま

し
た
し
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
も
売
れ
ま
し
た
。
２
匹
目
の
ド

ジ
ョ
ウ
で
は
な
い
の
で
す
が
カ
ジ
ュ

ア
ル
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
い
ろ
ん

な
シ
ー
ン
で
、
服
を
着
替
え
て
、
服

で
自
分
の
個
性
を
表
す
と
い
う
運
動

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
信
の
な
い
人
に
は
、
百
貨
店
さ

ん
の
店
が
あ
る
ラ
ウ
ン
ジ
で
、
お

し
ゃ
れ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
靴
磨

き
サ
ー
ビ
ス
な
ど
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
相

談
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

繊
維
は
、
わ
れ
わ
れ
伊
藤
忠
商
事
に

と
っ
て
の
ル
ー
ツ
な
の
で
、
ど
う
に

か
し
て
活
性
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
な
と
い
う
の
で
、
い
つ
も
い
つ
も
、

新
し
い
こ
と
を
考
え
て
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
打
ち
出
し
を
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
最
後
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
は
、
私
も

早
く
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
た
ぶ

ん
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
モ
バ
イ
ル
が

す
ご
く
発
達
し
て
い
る
の
で
テ
レ

ワ
ー
ク
が
推
進
さ
れ
、
必
ず
し
も
オ

フ
ィ
ス
に
い
な
く
て
も
、
仕
事
が
で

き
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ

ま
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド

に
、
い
ろ
い
ろ
デ
ー
タ
が
入
っ
て
い

た
の
で
、
デ
ー
タ
の
流
出
で
大
変
な

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
当
社
で
の

新
し
い
シ
ス
テ
ム
は
、
ク
ラ
ウ
ド
に

全
部
デ
ー
タ
を
上
げ
て
し
ま
う
の
で

デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
外
出

す
る
に
も
出
張
す
る
に
も
会
社
の
か

な
り
の
作
業
が
、
携
帯
か
ら
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
海
外
出
張
で
す
ら
最

近
は
携
帯
１
個
を
持
っ
て
い
く
だ
け

で
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
投
資

も
大
き
く
な
り
ま
す
が
、
今
後
は
、

必
ず
し
も
オ
フ
ィ
ス
に
い
な
く
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
ど
こ
で
何
を
や
っ
て
い

る
か
が
分
か
り
、
オ
フ
ィ
ス
も
た
ぶ

ん
小
さ
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

Ａ
Ｉ
が
仕
事
を
取
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
新
聞
で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
人
に
し
か
で
き
な
い

こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
商
社

の
仕
事
は
人
が
中
心
な
の
で
、
人
に

投
資
し
て
、
人
を
育
て
る
こ
と
が
第

一
で
す
。
今
後
た
ぶ
ん
組
織
の
在
り

方
も
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
は
じ
ま
る
時
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
合
う
能
力
の

あ
る
人
が
、
集
ま
っ
て
く
る
。
ま
た

次
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
ら
、

そ
こ
に
流
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な

仕
事
の
仕
方
に
な
る
だ
ろ
う
と
想
像

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
商
社
は
縦
の
ラ
イ
ン
が
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非
常
に
強
固
だ
っ
た
の
で
す
が
、
い

ろ
ん
な
能
力
や
働
き
を
す
る
人
々
が

タ
グ
を
組
ん
で
仕
事
を
し
て
い
く
よ

う
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
も
大
事
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

が
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
よ

り
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

　

横
に
座
っ
て
い
る
人
が
外
国
人
と

い
う
の
は
、
商
社
じ
ゃ
な
く
て
も
普

通
に
起
こ
っ
て
く
る
と
、
ど
ん
な
こ

と
に
も
対
応
で
き
る
好
奇
心
を
持
っ

て
、
い
つ
も
勉
強
を
し
て
い
る
こ
と

が
大
事
で
し
ょ
う
。
伊
藤
忠
商
事
は
、

つ
ぶ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
何
と
か

人
間
力
で
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
の

で
、
今
後
も
人
間
力
で
発
展
し
て
い

く
と
思
い
ま
す
。

（伊藤忠商事ホームページより）
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本
号
で
は
、
伊
藤
忠
兵
衛
の
商
い
の

志
か
ら
伊
藤
忠
商
事
の
社
員
教
育
や
ビ

ジ
ネ
ス
の
現
場
、
さ
ら
に
は
こ
れ
か
ら

の
方
向
性
へ
と
、
伊
藤
忠
商
事
を
中
心

の
記
事
を
ま
と
め
ま
し
た
。
す
で
に
多

く
の
メ
デ
ィ
ア
が
報
じ
て
い
る
こ
と
な

の
で
読
者
の
み
な
さ
ん
に
は
ご
承
知
の

こ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
宇
佐
美
先
生
の
史
料
解
明
の
い
き

さ
つ
で
は
、
こ
れ
ま
で
事
実
だ
と
思
っ

て
い
た
こ
と
が
実
際
の
史
料
で
は
判
明

で
き
か
ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ど
ま
だ

ま
だ
、
創
業
か
ら
の
足
跡
に
は
新
し
い

発
見
も
生
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
近

年
近
世
商
業
史
を
研
究
す
る
人
材
が
少

な
い
こ
と
な
ど
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
多
く
の
史
料
が
眠
る
近
江
の
商
家

の
実
情
が
次
第
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

第
２
回
講
座
の
会
場
は
、
愛
知
川
出

身
の
呉
服
商
「
田
源
」
さ
ん
の
建
造
物

を
活
用
し
た
料
亭
「
近
江
商
人
亭
」
で

行
い
、
講
演
後
に
は
伊
藤
忠
兵
衛
記
念

館
や
く
れ
な
い
園
、
豊
郷
小
学
校
の
見

学
な
ど
ゆ
か
り
の
史
跡
を
探
訪
し
、
講

演
の
内
容
が
大
変
身
近
に
感
じ
ら
れ
た

も
の
で
し
た
。
一
方
、
第
３
回
目
は
伊

藤
忠
商
事
さ
ん
の
ご
尽
力
で
大
阪
の
輸

出
繊
維
会
館
で
開
催
で
き
、
日
本
の
繊

維
輸
出
が
華
や
か
な
り
し
頃
が
十
分
に

イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
し
た
。
新
た
な
年
度

も
様
々
な
事
業
を
企
画
し
ま
す
の
で
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

て
ん
び
ん
棒

子どものための近江商人図鑑

近江商人ってな～に？

信仰と建築の冒険
ヴォーリズと共鳴者たちの軌跡

東近江市五個荘の近江商人博物館の学芸員が
小学生のために書き下ろした近江商人のすべ
て。近江商人はどのようにして誕生したか、
どんな特色があるのか、どのような商品をあ
つかったのか、またどのような時代に活躍し
たのかなど、わかりやすく紹介。

　ウィリアム・メレル・ヴォーリズは、明治
末期に英語教師として無一文で来日した。一
信徒の身でキリスト教伝道団を興し、資金づ
くりのために始めた建築設計や家庭薬販売を
全国規模で成功させながら、愛する近江の地
で文化活動・医療・教育などの社会事業を実
現、アメリカ本国でも注目される存在となる。
　生涯のパートナー吉田悦蔵が遺した資料をひ
もとき、劇的ともいえる草創期から発展期の活
動・交流を、数多くの未発表エピソードと 200
点以上の写真を交えて綴る決定版クロニクル！

近江商人博物館 編
B5判／48ページ／並製本／定価：800円＋税

吉田与志也 著
四六判／上製本／ 455ページ／定価：2,800円＋税

イラストや
写真が満載

好評につき
増刷！

著者略歴

吉田与志也（よしだ・よしや）
1954年、滋賀県近江八幡市生
まれ。吉田悦蔵の孫にあたり、
ヴォーリズ住宅の原点といわれ
る吉田家住宅（滋賀県指定有形
文化財、国登録有形文化財）の
保存に取り組んでいる。

1914 年末ごろの近江八幡の池田町 5 丁目。
手前から吉田邸、ウォーターハウス邸、ヴォー
リズ邸 

1934 年の商業学校仲間。左から古長清丸、
佐藤久勝、吉田悦蔵、ヴォーリズ、村田幸一
郎、宮本文次郎

５月中旬
発売

青い目の近江商人 W・M・ヴォーリズの
未発表エピソードや写真を多数収録。


