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History
べ
て
の
根
底
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
も
引

き
継
が
れ
た
多
く
の
知
見
を
成
文
化
し

た
の
が
、「
住
友
家
法
」
で
す
。「
信
用
確

実
」
や
「
浮
利
に
は
し
ら
ず
」（
目
先
の
利

益
を
追
っ
て
は
い
け
な
い
）
な
ど
が
こ
こ

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
か
ら
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
発
想
が
あ
っ
た
と
か
。

　

　

理
右
衛
門
は
、
銅
に
含
ま
れ

る
銀
を
分
離
す
る
「
南
蛮
吹
き
」
を
い
ち

早
く
導
入
し
ま
し
た
。
銅
の
純
度
が
高
ま

る
だ
け
で
な
く
、
銀
の
海
外
流
出
を
防
ぐ

こ
と
に
も
な
り
、
２
代
友
以
は
そ
の
技
術

を
大
坂
進
出
時
に
同
業
者
に
も
公
開
し

て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
事
業
が
国
際
性
を

帯
び
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

　

　

当
時
の
銅
は
国
際
商
品
で
、

日
本
の
主
要
な
輸
出
品
目
で
し
た
。
住
友

は
オ
ラ
ン
ダ
商
人
と
盛
ん
に
取
引
し
て

い
た
た
め
、
必
然
的
に
海
外
の
事
情
に
明

る
く
な
り
ま
す
。
中
国
が
ア
ヘ
ン
戦
争
に

敗
れ
て
植
民
地
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
、
い
ち
早
く
知
っ
て
い
た
と
い
う
記

録
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
銅
は
諸
外
国
の

硬
貨
や
軍
需
品
の
原
料
で
あ
り
、
電
気
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
時
代
以
降
は
電
線
・
通
信
機

な
ど
に
幅
広
く
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
国

際
的
な
視
野
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
り

ま
し
た
。

住
友
自
身
だ
け
で
な
く
、
国

家
や
社
会
を
利
す
る
「
自
利
利
他
公
私
一

如
」
と
い
う
理
念
も
印
象
的
で
す
。

　

　

初
代
住
友
総
理
事
の
広
瀬
宰

平
は
、「
別
子
の
申
し
子
」
と
い
わ
れ
た

ほ
ど
銅
山
事
業
に
精
通
し
て
い
ま
し
た
。

明
治
維
新
の
あ
お
り
を
受
け
、
経
営
難
に

ま
ず
住
友
グ
ル
ー
プ
の
ル
ー

ツ
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

　

住
友
家
初
代
・
住
友
政
友
は

京
都
で
僧
侶
に
な
り
ま
し
た
。
政
友
は
、

姉
夫
婦
の
長
男
・
友
以
を
養
子
に
迎
え
ま

す
。
そ
の
友
以
が
、
実
父
・
蘇
我
理
右
衛

門
の
営
む
銅
精
錬
業
を
継
い
だ
こ
と
か

ら
、
泉
屋
住
友
が
始
ま
り
ま
し
た
。
泉
屋

住
友
は
そ
の
後
も
発
展
を
続
け
、
１
６
９

０
（
元
禄
３
）
年
に
別
子
銅
山
に
世
界
有

数
の
大
鉱
脈
を
発
見
し
て
大
き
な
富
を

手
に
入
れ
ま
す
。

住
友
の
象
徴
と
な
っ
た
別
子

銅
山
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
が
発

展
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

　

　

鉱
山
町
の
構
築
か
ら
建
設
業
、

坑
道
の
掘
削
工
具
か
ら
機
械
工
業
、
製
錬

燃
料
の
木
炭
か

ら
林
業
、
煙
害

克
服
か
ら
化
学

工
業
、
銅
の
加

工
か
ら
金
属
・

電
線
・
通
信
工

業
、
銅
の
利
益

か
ら
金
融
業
が

生
ま
れ
、
鉱
山

を
軸
に
次
々
と

兄
弟
会
社
が
成

長
し
て
い
き
ま
し
た
。

多
角
化
す
る
と
、
統
率
は
難

し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
？

　

　

当
時
も
今
も
、
グ
ル
ー
プ
を

結
び
付
け
て
い
る
の
は
資
本
で
は
な
く

事
業
精
神
で
す
。
初
代
の
政
友
が
書
き
残

し
た
「
文
殊
院
旨
意
書
」
に
は
、「
萬
事
入

精
」
つ
ま
り
商
売
人
で
あ
る
前
に
人
格
を

磨
く
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
す

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
と
い
わ

れ
る
い
ま
、
ま
さ
に
先
の
見
え
な
い
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

　

住
友
の
歴
史
上
、
最
も
苦
境

に
陥
っ
た
の
は
戦
後
の
財
閥
解
体
で
す

が
、
ほ
か
に
も
数
々
の
苦
難
に
見
舞
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
知
恵
を
出
し

て
乗
り
越
え
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
４
３
０

年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
苦
し
い
と
き
こ

そ
歴
史
の
な
か
に
解
決
策
を
見
い
だ
し

て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
企
業
は
、
株
主

や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
全
体
の
利
益
は

も
ち
ろ
ん
、
よ
り
社
員
個
々
の
幸
せ
を
大

切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
住
居

の
質
や
子
ど
も
の
数
な
ど
、
社
員
の
幸
福

度
を
数
値
化
し
、
財
務
諸
表
に
取
り
込
む

と
い
う
動
き
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

　

そ
れ
は
と
て
も
大
切
な
考
え

で
す
ね
。
人
の
幸
せ
を
考
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
僧
侶
で
あ
っ
た
政
友
が
生
涯
を
か

け
て
追
求
し
た
こ
と
と
一
致
し
ま
す
。
そ

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
企
業
理
念
と
し
た
こ
と
が
、

住
友
を
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
に
し
た
最
大
の

要
因
な
の
で
す
。

住
友
グ
ル
ー
プ
は
歴
史
か
ら

受
け
継
ぐ
べ
き
こ
と
を
非
常
に
明
確
に

さ
れ
、
事
業
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
る
と

感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
の

ご
発
展
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

陥
っ
た
別
子
銅
山
の
売
却
を
住
友
家
が

持
ち
出
し
た
と
き
も
、
広
瀬
は
こ
れ
に
強

く
反
対
し
て
銅
山
事
業
を
存
続
さ
せ
ま

し
た
。

広
瀬
氏
は
な
ぜ
銅
山
に
そ
こ

ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

　

資
本
の
論
理
で
は
、
銅
山
は

売
却
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
江
戸
時
代
の
約
１
８
０
年
間
お
世

話
に
な
っ
た
別
子
の
地
域
社
会
を
見
捨

て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
を
招
い
て
銅
山

の
近
代
化
に
乗
り
出
し
て
見
事
に
こ
れ

を
成
功
さ
せ
て
い
ま
す
。

結
果
的
に
、
住
友
と
地
域
の

双
方
に
と
っ
て
正
し
い
判
断
に
な
っ
た
。

　

　

地
域
社
会
と
の
関
係
性
で
は
、

明
治
初
期
に
銅
山
の
製
錬
工
程
で
出
る

亜
硫
酸
ガ
ス
に
よ
る
公
害
問
題
が
発
生

し
ま
す
が
、
戦
前
に
公
害
問
題
の
損
害
賠

償
責
任
を
認
め
、
解
決
策
を
提
示
し
た
企

業
は
住
友
だ
け
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
中
期
か
ら
は
毎
年
１
０
０
万
本
以

上
の
植
林
を
行
っ
て
、
本
来
の
自
然
を
取

り
戻
す
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
ま
す
。

住
友
の
人
材
に
対
す
る
考
え

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

　

住
友
に
は
「
事
業
は
人
な
り
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
利
益

を
出
す
人
材
を
重
用
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
人
格
を
重
視
す
る
も
の
で
し

た
。
で
す
か
ら
、
中
途
採
用
で
あ
っ
て
も

人
格
が
認
め
ら
れ
れ
ば
管
理
職
に
積
極

的
に
登
用
し
ま
し
た
。

確
か
に
、
よ
き
上
司
で
あ
れ

ば
部
下
も
つ
い
て
い
き
ま
す
ね
。

　

　

は
い
。
自
由
闊
達
な
意
見
を

尊
重
す
る
点
も
特
徴
的
で
す
。
別
子
銅
山

売
却
に
反
対
し
た
広
瀬
は
そ
の
最
た
る

も
の
で
す
が
、
危
機
を
迎
え
る
た
び
に
自

分
の
意
見
を
貫
く
人
が
登
場
し
、
現
状
を

突
破
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

430年年続く事業精神事業精神で、で、持続可能持続可能な社会社会を目指目指す

　
「
自
利
利
他
公
私
一
如
」「
信
用
を
重
ん
じ
、確
実
を
旨
と
し
、浮
利
に
は
し
ら

ず
」な
ど
、住
友
グ
ル
ー
プ
は
４
３
０
年
に
及
ぶ
歴
史
の
な
か
で
、独
自
の
事
業

精
神
を
培
っ
て
き
た
。現
在
に
も
受
け
継
が
れ
る
そ
う
し
た
精
神
は
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）に
一
致
す
る
要
素
も
多
く
含
ん
で
い
る
。多
く
の
先

人
た
ち
が
住
友
の
繁
栄
と
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
、ど
の
よ

う
な
道
を
歩
ん
で
き
た
の
か
。住
友
史
料
館
の
研
究
顧
問
で
あ
る
末
岡
照
啓
氏

と
経
済
キ
ャ
ス
タ
ー
小
谷
真
生
子
氏
の
対
談
を
通
し
て
深
掘
り
し
て
い
く
。

受
け
継
が
れ
る

住
友
の
遺
伝
子
と
は

事
業
精
神
こ
そ
が

住
友
グ
ル
ー
プ
の
ル
ー
ツ

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
に

問
わ
れ
る
原
点

世
界
を
見
据
え
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点

住
友
自
身
だ
け
で
な
く

国
家
、社
会
を
利
す
る

住
友
史
料
館  

研
究
顧
問

末
岡 

照
啓
氏

経
済
キ
ャ
ス
タ
ー

小
谷 

真
生
子
氏

特別
対談

〝
商
売
の
前
に
人
格
を
磨
く
べ
し
〞

初
代
の
教
え
が
グ
ル
ー
プ
の
原
点

個
の
幸
福
が
問
わ
れ
る
時
代

さ
ら
な
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
期
待

SUMITOMO Topic

世界有数の銅鉱山

「別子銅山」がもたらしたもの

02SUMITOMO Topic

住友精神の原点

住友家初代・住友政友の教え

03SUMITOMO Topic

古くから息づく「公益との調和」

「自利利他公私一如」の精神

04SUMITOMO Topic

それは大義にかなっているのか？

事業家、政治家として国家に尽くした小倉正恆

05 SUMITOMO Topic

別子の環境保護へ製錬所を移設

「火中の栗を拾う」伊庭貞剛の決断

606Topic SUMITOMO Topic

日本を欧米に比肩する一等国へ

鈴木馬左也の大阪ウオーターフロント計画

常に人とともにあるグループ常に人とともにあるグループ
小谷真生子の視点

企画・制作=日本経済新聞社イベント・企画ユニット写真提供：住友史料館・新居浜市 広　告

430年の歩みと未来




