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名
経
営
者 

の
背
景 

決 断 
プ
ロ
経
営
者
の
元
祖
と
し
て

繰
り
返
し
た
華
麗
な
転
身

Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
松
下
理
念
研
究
部
副
主
任
研
究
員

渡わ
た

邊な
べ

祐ゆ
う

介す
け

福
沢
諭
吉
の
申
し
子

歴
史
に
「
も
し
も
？
」
は
禁
物
だ
が
、
中
上
川

彦
次
郎
の
人
生
に
は
、
も
し
福
沢
諭
吉
の
甥
に
生

ま
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
し
井
上
馨
と
会
っ
て

い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
と
い
っ
た
「
も
し
も
？
」

を
つ
い
考
え
た
く
な
る
。
運
命
的
要
素
と
自
ら
の

選
択
が
せ
め
ぎ
あ
う
よ
う
な
、
中
上
川
の
人
生
は

四
十
七
年
と
短
い
が
た
い
へ
ん
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で

あ
る
。

三
井
の
近
代
化
と
い
う
中
上
川
の
業
績
は
、
三

井
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
貢
献
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日

第
八
回
　
　
　
三
井
銀
行
専
務
理
事
　

中
上

な
　
か
　
み

川が
わ

彦ひ
こ

次じ

郎ろ
う

経
営
者
と
し
て
の
人
生
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
決
断
の
重
み
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
ろ
う
。自
分
に
組
織
を
率
い
る
才
能
は
あ
る
の
か
、従
業
員
た
ち
は
協
力
的
で

あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
自
分
な
り
に
全
う
す
る
し
か
な
い
。

明
治
中
期
、
日
本
の
資
本
主
義
社
会
が
産
声
を
上
げ
る
頃
、
産
業
界
を
牽
引
す
る

は
ず
の
巨
大
財
閥
で
さ
え
、
経
営
者
の
不
在
に
苦
し
み
、
も
が
い
て
い
た
。
そ
こ
に
、

福
沢
諭
吉
の
甥お

い

と
し
て
そ
の
近
代
精
神
を
学
び
、
留
学
経
験
を
持
ち
、
才
覚
に
あ
ふ

れ
た
男
が
人
生
を
賭か

け
て
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
三
井
銀
行
専
務
理
事
と
な
っ
た
中

上
川
彦
次
郎
で
あ
る
。
教
員
、
官
僚
を
経
験
後
、
新
聞
経
営
、
鉄
道
経
営
と
よ
り
大

き
な
組
織
へ
と
転
身
を
繰
り
返
し
、
最
後
は
一
大
財
閥
を
変
革
し
た
。
大
き
な
自
負

を
持
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
に
身
を
託
し
、
困
難
な
経
営
者
の
道
を
選
択
し

た
中
上
川
の
決
断
の
背
景
に
は
ど
ん
な
信
念
と
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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本
の
産
業
化
お
よ
び
資
本
主
義
の
発
展
に
お
い

て
、欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
た
。

中
上
川
は
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
、
大
分
中

津
藩
士
中
上
川
才
蔵
と
婉え

ん

夫
婦
の
長
男
と
し
て
生

ま
れ
た
。
婉
の
四
歳
ち
が
い
の
弟
が
福
沢
諭
吉
で

あ
る
。
そ
う
し
た
縁
か
ら
、
中
上
川
は
十
五
歳
の

と
き
に
上
京
、
慶
應
義
塾
に
入
り
、
芝
に
あ
っ
た

福
沢
邸
に
身
を
寄
せ
な
が
ら
、
語
学
を
は
じ
め
、

西
洋
事
情
に
関
す
る
知
識
を
み
っ
ち
り
と
仕
込
ま

れ
た
。
わ
ず
か
二
年
で
卒
塾
す
る
と
、
中
上
川
は

故
郷
中
津
で
新
設
さ
れ
た
中
津
市
学
校
の
教
員
と

し
て
赴
任
し
た
。
こ
れ
は
福
沢
の
指
示
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。

や
が
て
、
父
の
死
に
よ
っ
て
家
督
を
相
続
し
た

中
上
川
は
ふ
た
た
び
上
京
、
慶
應
義
塾
の
教
師
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
半
年
あ
ま
り
で
今
度
は
宇
和

島
（
愛
媛
県
）
の
洋
学
校
校
長
兼
英
語
教
師
に
赴

任
。
一
年
で
そ
の
任
を
終
え
る
と
、
ま
た
慶
應
で

教
鞭
き
ょ
う
べ
ん

を
執
り
、
同
時
に
福
沢
の
求
め
に
よ
っ
て
翻

訳
等
、
さ
か
ん
な
文
筆
活
動
を
行
な
っ
た
。
福
沢

の
肉
親
で
も
あ
り
、
か
つ
優
秀
で
あ
っ
た
中
上
川

は
、
時
に
福
沢
の
分
身
で
あ
り
、
片
腕
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
門
下
の
人
材
の
切
り
札
と
し
て
役
ど

こ
ろ
が
多
く
、
多
忙
き
わ
ま
る
仕
事
を
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
昼
は
教
壇
に
立
ち
、
夜
は
福
沢
の
指

示
で
、
地
図
の
教
科
書
を
書
き
、
翻
訳
に
精
を
出

す
。
た
だ
、
そ
う
し
た
活
動
に
充
実
を
感
じ
つ
つ

も
、
読
む
こ
と
か
ら
得
る
知
識
に
あ
き
た
ら
ず
、

留
学
を
志
し
た
の
は
自
然
な
流
れ
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

中
上
川
は
福
沢
に
た
び
た
び
留
学
の
希
望
を
申

し
出
た
が
、
許
可
は
な
か
な
か
お
り
な
か
っ
た
。

福
沢
に
と
っ
て
も
よ
ほ
ど
手
元
に
置
い
て
お
き
た

い
人
物
に
成
長
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
留

学
を
さ
せ
な
い
の
は
中
上
川
の
将
来
を
考
え
る
と

得
策
で
は
な
い
と
判
断
し
た
の
か
、
福
沢
は
留
学

を
認
め
中
上
川
の
た
め
に
骨
を
折
っ
た
。

こ
う
し
て
中
上
川
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）

年
、
二
十
一
歳
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
果
た
し

た
。
ロ
ン
ド
ン
で
の
生
活
は
三
年
に
及
ん
だ
。

官
僚
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
へ

―
―
き
ら
め
く
才
覚
の
発
揮

ロ
ン
ド
ン
で
の
中
上
川
は
他
の
留
学
生
と
は
ち

が
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
経

1854（安政元）年 豊前中津藩（大分県）藩士中上川才蔵の長男として誕生

母婉は福沢諭吉の姉

1869（明治2 ）年 上京し、慶應義塾に入学、叔父諭吉宅に寄寓

1871（明治4 ）年 慶應義塾を卒業、中津市学校の教員となる

1874（明治7 ）年 福沢諭吉の援助により英国留学に出発。ロンドンに下
宿し、井上馨を知る

1877（明治10）年 英国留学から帰国

1878（明治11）年 工部卿七等出仕で工部卿井上馨の秘書官となる

1881（明治14）年 明治14年の政変の影響を受け、外務省公信局長を退職、
慶應義塾教師となる

1882（明治15）年 福沢諭吉の『時事新報』創刊に伴い、社長に就任

1887（明治20）年 山陽鉄道社長になる

1891（明治24）年 三井銀行に入行、理事となる。やがて三井物産、三井
鉱山、三井元方の役員を兼務

1892（明治25）年 三井銀行の副長に就任、正式に実権を握る

1894（明治27）年 三井元方に工業部設置、工業経営に乗り出す。三井銀
行専務理事となる

1898（明治31）年 「三井銀行営業規則」を実施、三井元方工業部を廃止

1900（明治33）年 井上馨による三井家家憲制定と三井同族会・三井銀行
間の誓約書締結で実権制約される

1901（明治34）年 10月7日、腎臓病により死去

図表1・中上川彦次郎の略年譜



86

日
本
で
は
依
然
と
し
て
西
洋
崇
拝
の
風
潮
で
あ

っ
た
。
し
か
し
中
上
川
は
、
実
際
の
大
英
帝
国
と

イ
ギ
リ
ス
人
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
真
の
近
代

化
と
は
何
か
を
、
自
分
の
目
で
見
、
評
価
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

留
学
も
後
半
に
な
る
と
、
日
記
に
こ
ん
な
気
概

を
吐
露
し
て
い
る
。

「
予
が
今
日
ま
で
の
思
お
も
い

込こ
み

に
て
は
、
生
涯
政
事

家
と
な
る
心
得
な
り
し
。
し
か
る
に
…
…
政
事
家

（
政
治
家
に
あ
ら
ず
）
の
生
涯
ほ
ど
進
退
浮
沈
の

は
な
は
だ
し
き
も
の
は
な
し
。
三
日
の
天
下
、
百

日
の
皇
帝
、
い
わ
ゆ
る
水
草
の
生
涯
な
る
も
の
な

り
。
臨
機
応
変
の
才
に
富
む
人
の
ほ
か
は
、
決
し

て
こ
の
不
安
心
な
る
生
涯
を
企

く
わ
だ

つ
べ
か
ら
ず
」

中
上
川
の
い
う
政
事
と
は
お
そ
ら
く
人
の
上
に

立
つ
仕
事
を
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
力

に
対
す
る
自
負
と
、
強
い
自
我
が
表
れ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。

中
上
川
の
帰
朝
は
、
明
治
十（
一
八
七
七
）年
の

暮
れ
で
あ
る
。
西
南
戦
争
は
す
で
に
終
わ
り
、
日

本
は
い
よ
い
よ
近
代
化
路
線
に
専
心
で
き
る
時
機

に
あ
っ
た
。
以
後
、
政
事
家
た
る
べ
く
中
上
川
の

働
き
ど
こ
ろ
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
く
。

福
沢
は
中
上
川
を
慶
應
義
塾
の
出
版
局
発
行
の

新
聞
『
民
間
雑
誌
』
の
仕
事
に
据
え
よ
う
と
し
た

が
、
折
し
も
起
こ
っ
た
参
議
大
久
保
利
通
暗
殺
事

件
の
報
道
姿
勢
を
糾
弾
さ
れ
、
廃
刊
に
追
い
込
ま

れ
て
し
ま
っ
た
。
身
上
が
定
ま
ら
な
く
な
っ
た
中

済
学
部
教
授
レ
オ
ン
・
レ
ビ
ー
と
い
っ
た
一
流
の

学
者
の
講
義
に
当
初
は
顔
を
出
し
た
が
、「
レ
ビ

ー
の
経
済
学
も
い
い
か
げ
ん
な
も
の
だ
」
と
人
に

語
っ
た
ほ
ど
で
、
修
学
に
励
む
よ
り
は
イ
ギ
リ
ス

社
会
の
実
態
、
と
く
に
産
業
に
つ
い
て
見
聞
を
広

め
る
の
に
多
く
の
時
を
費
や
し
た
。

中
上
川
は
日
記
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
英
人
は
一
体
に
怜れ
い

悧り

な
ら
ず
、鈍
に
し
て
頑

か
た
く

な

な
り
。
自
由
思
想
家
な
く
古
風
執
着
し
、
宗
教
に

迷
信
し
、
島
人
の
性
を
具そ

な

え
て
国
の
繁
昌
に
は
不

釣
合
な
る
が
ご
と
し
」

上
川
を
拾
っ
た
の
は
工
部
卿
井
上
馨
で
あ
っ
た
。

井
上
は
か
つ
て
経
済
調
査
の
た
め
外
遊
し
て
い
た

時
期
が
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
で
青
年
中
上
川
と
交
流

を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
は
中

上
川
の
才
能
を
非
常
に
高
く
買
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
い
き
な
り
秘
書
に
登
用
す
る
。
自
ら
が
工
部

省
か
ら
外
務
省
に
転
じ
る
と
な
る
と
、
中
上
川
も

同
時
に
異
動
さ
せ
、
そ
こ
で
も
当
初
か
ら
少
書
記

官
に
、
二
カ
月
後
に
は
公
信
局
長
兼
条
約
改
正
局

副
長
に
任
命
し
た
。
二
十
五
歳
の
青
年
に
対
し
て

破
格
の
抜ば
っ

擢て
き

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
政
治
の
浮
沈
は
早
く
も
中
上
川
の

人
生
を
変
え
た
。
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
の

政
変
は
参
議
大
隈
重
信
を
失
脚
さ
せ
た
政
変
と
し

て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
大
隈
と

福
沢
の
親
交
か
ら
、
官
に
在
籍
し
て
い
た
多
く
の

福
沢
門
下
も
ま
た
追
放
の
憂
き
目
を
み
た
の
で
あ

る
。
中
上
川
も
そ
の
一
人
と
し
て
官
を
辞
し
た
。

官
途
を
閉
ざ
さ
れ
た
中
上
川
だ
が
、
す
ぐ
に
福

沢
の
始
め
た
新
聞
事
業
『
時
事
新
報
』
の
社
長
と

し
て
活
動
を
始
め
た
。
実
業
人
と
し
て
の
第
一
歩

で
あ
る
。

中
上
川
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
何
の
経
験
も
持
た

な
い
。
し
か
し
、
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
、『
時
事

新
報
』
の
部
数
を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
た
。
論
説
主

幹
で
あ
っ
た
福
沢
は
、
こ
の
新
聞
に
、
当
時
さ
か

ん
に
「
実
業
奨
励
論
」
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の

す
ぐ
傍
か
た
わ

ら
で
中
上
川
は
、
実
業
の
見
本
を
示
す
か

図表2・中上川彦次郎の転身経過

福沢諭吉の教え 
（近代合理化精神の修養） 

英国留学 
（工業立国の重要性認識） 

自らの才覚への自負と使命感から、実業界で近代化を実行 

教　　師 役　　人 
時事新報 
社　　長 

山陽鉄道 
社　　長 

三井銀行 
専務理事 
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の
よ
う
に
巧
み
な
経
営
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
上
川
の
革
新
的
な
資
質
は
、
今
で
は
当
た
り
前

の
こ
と
で
も
、
数
多
く
中
上
川
の
発
案
に
よ
る
も

の
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
当

時
ま
で
内
勤
が
一
般
的
で
あ
っ
た
新
聞
記
者
が
外

で
取
材
を
し
て
、
自
ら
の
見
聞
の
も
と
、
記
事
を

書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
中
上
川
の
指
導
に
よ

る
。
ま
た
、
読
者
の
投
書
欄
も
中
上
川
の
企
画
、

新
聞
広
告
も
中
上
川
が
『
時
事
新
報
』
に
お
い
て

始
め
た
も
の
で
あ
る
。

中
上
川
は
、
編
集
を
指
揮
し
、
会
計
を
管
理
し
、

社
説
を
書
き
、
記
者
の
記
事
を
校
閲
、
印
刷
業
務

を
滞
り
な
く
進
め
た
。
プ
ロ
経
営
者
と
し
て
の
能

力
を
こ
の
時
代
か
ら
充
分
に
発
揮
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

山
陽
鉄
道
、
そ
し
て
三
井
入
り

そ
ん
な
中
上
川
が
な
ぜ
『
時
事
新
報
』
を
去
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
さ
ら
に
大
き
な
身
の
働
き
ど
こ

ろ
を
求
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
上
川
は

貿
易
関
係
会
社
へ
の
就
職
を
求
め
た
が
話
が
う
ま

く
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
慶
應
義
塾
か

ら
三
菱
財
閥
に
入
っ
た
荘
田
平
五
郎
か
ら
新
設
の

鉄
道
会
社
、山
陽
鉄
道
会
社
入
り
を
勧
め
ら
れ
た
。

ま
っ
た
く
の
異
分
野
だ
っ
た
が
、
中
上
川
は
即
断

し
た
。
し
か
し
、
社
長
就
任
ま
で
に
は
紆う

余
曲
折

よ
き
ょ
く
せ
つ

が
あ
っ
た
。
新
設
の
公
的
な
企
業
と
い
う
こ
と
で

別
人
を
推
す
声
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
上
川
は

自
ら
か
つ
て
の
上
司
、
外
務
卿
の
井
上
馨
に
後
押

し
を
頼
ん
で
、
そ
の
職
を
射
止
め
た
。
根
回
し
も

ま
た
巧
み
で
あ
っ
た
。

山
陽
鉄
道
に
お
け
る
中
上
川
の
業
績
も
き
わ
め

て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
鉄
道
先
進
国
イ
ギ
リ

ス
を
見
た
経
験
も
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
家
的

事
業
の
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
敷
設

を
推
進
し
た
。
た
と
え
ば
、
線
路
は
複
線
を
重
視

し
た
。
資
金
面
で
の
問
題
と
、
軍
事
目
的
を
主
と

す
る
こ
と
か
ら
単
線
と
し
て
い
た
計
画
を
、
大
量

旅
客
の
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
複
線
化
が
す
ぐ
に

必
要
に
な
る
と
し
て
変
更
し
た
。
ま
た
、
線
路
の

勾
配
は
「
百
分
の
一
」
を
遵
守
す
る
こ
と
に
こ
だ

わ
っ
た
。
鉄
道
技
師
た
ち
は
、
起
伏
に
富
む
日
本

の
地
形
を
考
え
れ
ば
、「
四
十
分
の
一
」
勾こ
う

配ば
い

ま

で
は
や
む
を
得
な
い
、
と
か
み
つ
い
た
。
し
か
し
、

中
上
川
は
、「
急
勾
配
こ
そ
不
経
済
で
あ
り
、
開

通
後
に
本
数
が
ふ
え
れ
ば
き
っ
と
再
工
事
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
」
と
譲
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
中
上

川
の
決
断
が
正
し
か
っ
た
。
短
期
工
事
を
優
先
し

て
「
四
十
分
の
一
」
勾
配
で
設
計
し
た
九
州
鉄
道

で
は
の
ち
に
再
工
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
大
損
害
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ブ
の
最

大
値
十
五
度
と
い
う
の
も
、
安
全
性
の
点
か
ら
中

上
川
が
自
ら
指
示
し
た
数
値
で
あ
る
。

中
上
川
は
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
道
専
門
書
を
読
破
し

て
、
技
師
た
ち
に
勝
る
最
新
の
知
識
を
有
し
て
い

た
。
先
を
見
越
し
た
大
胆
な
用
地
取
得
、
か
つ
迅

速
な
敷
設
の
推
進
。
中
上
川
は
大
い
に
敏
腕
を
振

る
っ
た
。

し
か
し
、
声
望
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
そ
の
活
躍

を
阻
害
す
る
者
が
現
れ
て
き
た
。
中
上
川
の
見
識

は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
投
資
さ
れ
る
金
額

の
大
き
さ
や
用
地
買
収
の
意
義
に
真
っ
向
か
ら
反

対
す
る
出
資
者
が
出
始
め
た
の
で
あ
る
。
日
本
初

と
い
わ
れ
る
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
恐

慌
も
経
営
を
圧
迫
し
、
中
上
川
に
は
逆
風
と
な
っ

た
。中

上
川
の
人
生
に
ふ
た
た
び
大
き
な
転
換
期
が

訪
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、
中
上
川
の
人
生

を
変
え
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
井
上
馨
だ
っ
た
。

中
上
川
は
上
京
す
る
。
井
上
の
推
挙
に
よ
っ
て
、

三
十
七
歳
に
し
て
日
本
一
の
財
閥
た
る
三
井
の
、

さ
ら
に
中
心
事
業
で
あ
る
三
井
銀
行
の
経
営
責
任

者
に
就
任
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
さ
に
華
麗
な
る

転
身
で
あ
っ
た
。

維
新
以
来
、井
上
は
三
井
と
深
い
交
流
を
持
ち
、

そ
の
経
営
に
顧
問
と
し
て
参
画
し
て
い
た
。
維
新

に
際
し
て
い
ち
早
く
新
政
府
側
に
つ
い
た
三
井

は
、
政
府
の
財
政
資
金
の
調
達
に
貢
献
し
、
産
業

化
政
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
一
方
、
数
々
の
特

権
を
手
中
に
し
て
財
閥
の
基
礎
を
築
い
た
。
し
か

し
、
旧
態
依
然
と
し
て
政
商
路
線
か
ら
抜
け
出
る

努
力
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
政
府
要
人
、
政
治

家
か
ら
の
不
利
な
貸
付
要
求
を
呑の

み
続
け
、
明
治

名経営者 の背景 決 断 第八回　中上川彦次郎
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十
年
代
後
半
に
は
不
良
債
権
に
苦
し
ん
で
い
た
。

三
井
一
族
は
、
こ
の
危
急
に
顧
問
の
井
上
に
全
権

を
委
任
、
改
革
者
た
る
人
物
の
推
挙
を
託
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
を
白
柳
秀
湖
『
中
上
川
彦
次
郎
傳
』

は
こ
う
伝
え
て
い
る
。

「
井
上
は
三
井
家
か
ら
改
革
の
事
を
委
任
せ
ら

れ
て
、
そ
の
實
際
の
衝
に
當
る
べ
き
人
物
を
、
あ

れ
か
こ
れ
か
と
物
色
中
、
或
る
日
偶
然
に
も
汽
車

の
中
で
、
山
陽
鐵
道
會
社
の
社
長
―
中
上
川
彦
次

郎
と
邂か
い

逅こ
う

し
た
。
そ
の
時
井
上
は
、
中
上
川
と
四よ

方も

山
話

や
ま
ば
な
し

の
話
の
末
、
談
た
ま
た
ま
三
井
家
の
現
状

に
及
び
、
三
井
家
か
ら
一
切
を
擧
げ
て
そ
の
改
革

の
こ
と
を
委
託
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
告
げ
、
世

間
は
廣
い
が
、
有
る
や
う
で
な
い
も
の
は
人
物
で

あ
る
。
若
し
君
ほ
ど
の
人
物
が
、
二
人
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
一
人
は
是
非
三
井
家
に
貰も

ら

ひ
う
け
て
、

整
理
の
衝
に
當
っ
て
も
ら
ひ
た
い
が
と
嗟さ

歎た
ん

し

た
。（
略
）
中
上
川
は
井
上
の
話
を
き
い
て
、
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
私
を
知
り
且か

つ
私
を
信
じ
て
下
さ

る
な
ら
ば
、
山
陽
鐵
道
の
方
は
辭
退
を
し
て
、
何い

時つ

で
も
貴
下
の
御
推
薦
で
三
井
家
の
方
に
參
り
ま

せ
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
井
上
も
意
外
の
快
諾

に
驚
き
、
且
つ
喜
び
、
直

た
だ
ち

に
中
上
川
を
三
井
家
に

推
薦
し
て
、
非
常
の
大
改
革
を
斷
行
さ
せ
る
こ
と

と
し
た
」

中
上
川
に
と
っ
て
井
上
の
声
は
天
の
声
と
聞
こ

え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
舞
台
三
井
で
の
改
革
断
行

明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
八
月
、
中
上
川

が
上
京
し
て
、
新
橋
の
停
車
場
に
降
り
立
っ
た
と

き
、
先
に
三
井
入
り
し
て
い
た
知
人
が
一
人
い
た

だ
け
で
、
三
井
の
幹
部
た
ち
の
出
迎
え
の
姿
は
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
。
い
か
に
井
上
の
推
挙
が
あ
ろ

う
と
も
、
ま
た
一
族
や
社
員
た
ち
自
ら
が
改
革
の

要
を
感
じ
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
中
上
川
に
対
し
て

決
し
て
心
を
開
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

り
あ
え
ず
理
事
と
し
て
遇
さ
れ
、
銀
行
業
務
を
覚

え
た
あ
と
翌
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
に
副
長
に

就
任
（
の
ち
に
専
務
理
事
に
職
名
が
変
更
）、
い

き
な
り
実
質
経
営
の
権
限
を
握
る
。
そ
こ
か
ら
始

ま
っ
た
中
上
川
の
改
革
は
誰
も
が
驚
く
ほ
ど
大
掛

か
り
で
、
妥
協
を
排
し
、
徹
底
し
た
信
念
の
も
と
、

実
行
さ
れ
て
い
っ
た
（
図
表
３
参
照
）。

中
上
川
が
目
指
し
た
の
は
、
真
の
資
本
主
義
原

則
に
基
づ
き
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
合
理
主
義
を

根
づ
か
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

順
に
述
べ
る
と
、
ま
ず
従
来
の
政
商
路
線
を
完

全
に
革

あ
ら
た

め
た
。
御
用
金
を
取
り
扱
う
こ
と
で
三
井

は
信
用
を
得
て
成
長
し
て
き
た
。
そ
の
陰
で
、
政

府
高
官
と
の
不
正
な
癒
着
も
ま
た
断
ち
切
れ
な
か

っ
た
。
銀
行
内
に
は
誰
が
名
づ
け
た
の
か
「
地
獄

箱
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
上
は
大

臣
、
知
事
か
ら
下
は
下
級
官
僚
ま
で
の
借
用
書
、

領
収
書
の
類
で
あ
っ
た
。
職
権
濫
用
に
よ
っ
て
三

井
か
ら
金
を
せ
び
り
取
っ
た
不
正
融
資
の
記
録
、

無
論
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
不
良
債
権
と
化
し
て

い
た
。
そ
う
し
た
事
態
に
な
る
の
は
、
御
用
金
取

り
扱
い
に
甘
ん
じ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
中
上
川
は

御
用
金
取
り
扱
い
を
辞
退
す
る
と
発
表
し
た
。
周

囲
が
呆
然
と
し
て
い
る
中
、
ま
た
三
井
家
内
部
か

ら
の
猛
反
対
に
も
屈
せ
ず
、
速
や
か
に
不
必
要
な

支
店
を
閉
じ
、
事
務
を
整
理
し
て
し
ま
っ
た
の
で

かつての「勝ち組」商法からの大転換 

近代資本主義に徹した企業体を目指す 
● 政商路線からの脱却 

東本願寺の仏敵に ● 不良債権の回収 

三井内部からの反発 

● 鉱工業分野への進出 

● 有能な人材の登用 

● 三井元方の組織改革 

図表3・ラディカルだった中上川彦次郎の三井改革
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あ
る
。

中
上
川
は
こ
う
言
っ
た
。「
取
付
に
對
し
て
支

拂
の
義
務
を
負
ふ
預
金
は
、
借
金
と
何
の
異
る
と

こ
ろ
が
あ
る
か
。
借
金
を
以
て
銀
行
營
業
の
根
本

政
策
と
な
す
が
如
き
は
愚
の
骨
頂
で
あ
る
」（
既

出
『
中
上
川
彦
次
郎
傳
』）
つ
ま
り
、
政
府
の
御

用
金
を
預
か
る
こ
と
は
、
政
府
か
ら
借
金
を
す
る

こ
と
で
あ
る
。
三
井
の
ご
と
き
金
持
ち
が
な
ぜ
借

金
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
政
治
家
の
鼻
息
を

窺
っ
て
わ
ず
か
な
利
益
を
収
め
る
や
り
方
は
、
本

来
の
三
井
の
や
り
方
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。次

な
る
改
革
は
不
良
債
権
の
回
収
で
あ
る
。
こ

れ
に
も
中
上
川
は
容
赦
な
く
立
ち
向
か
っ
た
。
中

で
も
、
東
本
願
寺
へ
の
徹
底
し
た
督
促
は
、
信
徒

を
し
て
仏
敵
と
い
わ
し
め
た
。
差
し
押
さ
え
に
対

し
て
、
必
死
で
哀
訴
す
る
東
本
願
寺
側
。
し
か
し
、

中
上
川
は
「
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
差
し
押
さ
え
を
す
る

や
も
計
ら
れ
ざ
れ
ば
」（
砂
川
幸
雄
『
中
上
川
彦

次
郎
の
華
麗
な
生
涯
』）
と
突
っ
ぱ
ね
る
。
や
む

な
く
東
本
願
寺
は
、地
方
別
に
目
標
金
額
を
定
め
、

全
国
四
百
万
の
信
徒
に
募
金
を
呼
び
か
け
た
。
そ

の
効
果
は
抜
群
だ
っ
た
。目
標
額
を
大
幅
に
超
え
、

三
井
銀
行
へ
の
返
金
は
お
ろ
か
、
頓と

ん

挫ざ

し
て
い
た

阿
弥
陀
堂
や
祖
師
堂
の
改
修
資
金
さ
え
調
達
で
き

た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
東
本
願
寺
の
執
事
が
わ
ざ
わ
ざ
中

上
川
に
礼
を
述
べ
に
来
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の

と
き
、
中
上
川
が
「
仏
敵
中
上
川
は
地
獄
入
り
と

思
い
た
る
に
意
外
に
も
功
徳
を
積
み
て
極
楽
に
入

れ
ま
す
か
な
？
」
と
執
事
に
問
う
と
、
彼
は
苦
笑

し
て
、「
必
ず
こ
れ
を
請
け
合
い
ま
す
」
と
い
っ

た
と
い
う
。

さ
ら
に
中
上
川
は
、
財
閥
に
と
っ
て
弱
い
と
さ

れ
て
い
た
鉱
工
業
分
野
へ
の
進
出
を
志
し
、
芝
浦

製
作
所
、
鐘
淵
紡
績
、
王
子
製
紙
な
ど
を
傘
下
に

収
め
た
ほ
か
、
慶
應
義
塾
か
ら
藤
山
雷
太
、
武
藤

山
治
、
日
比
翁
助
と
い
っ
た
有
能
な
人
材
を
登
用

し
て
革
新
に
富
む
社
風
を
創
り
、
三
井
同
族
を
含

め
た
組
織
改
革
に
も
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
、
改

革
が
進
む
ほ
ど
、
三
井
内
部
か
ら
の
反
対
の
声
が

大
き
く
な
り
、
中
上
川
は
次
第
に
苦
境
に
立
た
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

闘
い
の
果
て
の
死

―
―
今
、
中
上
川
に
学
ぶ
も
の

中
上
川
は
三
井
入
り
し
て
八
年
経
っ
た
、
明
治

三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
秋
、
腎じ

ん

臓ぞ
う

病
を
発
病
す

る
。
以
降
、
三
井
財
閥
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
事

業
、
三
井
物
産
を
率
い
る
実
力
者
益
田
孝
と
の
軋あ

つ

轢れ
き

、
さ
ら
に
自
ら
を
三
井
に
導
い
た
井
上
馨
か
ら

も
排
斥
の
動
き
が
出
て
き
て
苦
慮
す
る
。
あ
ま
り

に
中
上
川
の
改
革
が
急
進
に
過
ぎ
る
こ
と
に
業
を

煮
や
し
、
井
上
は
冷
酷
に
も
中
上
川
つ
ぶ
し
に
鞍く

ら

替
え
し
た
の
だ
っ
た
。

「
政
事
家
、
い
わ
ゆ
る
水
草
の
生
涯
な
る
も
の

な
り
…
…
」。ロ
ン
ド
ン
で
の
遊
学
時
代
に
記
し
た

こ
と
を
中
上
川
は
ど
う
回
顧
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
月
七
日
、
中

上
川
は
二
月
に
亡
く
な
っ
た
福
沢
の
あ
と
を
追
う

よ
う
に
腎
臓
病
悪
化
の
た
め
死
去
す
る
。
四
十
七

歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

与
え
ら
れ
た
舞
台
に
経
営
者
人
生
を
賭
け
ら
れ

る
か
と
い
う
選
択
に
、
中
上
川
は
つ
ね
に
挑
戦
す

る
決
断
を
し
た
。
恵
ま
れ
た
教
育
環
境
と
そ
れ
に

応こ
た

え
ら
れ
た
才
能
、
運
命
の
出
会
い
。
そ
の
運
命

に
潔
く
挑
ん
だ
の
は
、
男
子
の
本
懐
と
も
い
う
べ

き
健
全
な
野
心
と
、
近
代
資
本
主
義
の
浸
透
と
い

う
大
き
な
使
命
感
が
後
押
し
し
て
い
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
経
営
者
の
先せ

ん

鞭べ
ん

と
し
て
中

上
川
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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