
誰
で
も
知
っ
て
い
る

創
業
者
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

連載

73
回

カ
ゴ
メ

評
論
家

蟹
江 

一
太
郎

●誰でも知っている　創業者のサクセスストーリー

＊
一
〇
歳
で
鉄
道
敷
設
工
事
に
行
き
家
計
を
助
け
る

　

蟹
江
一
太
郎
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
七
日
、

愛
知
県
知
多
郡
名
和
村
（
現
在
の
東
海
市
名
和
町
）
の

農
家
で
あ
る
佐
野
武
八
の
長
男
に
生
ま
れ
た
。
佐
野
家

は
、
自
作
の
田
畑
を
所
有
す
る
小
作
農
家
で
あ
っ
た
。

一
太
郎
の
弟
の
爲
次
郎
の
代
に
は
、
三
～
四
反
歩
を
耕

作
し
て
い
た
と
い
う

　

一
太
郎
は
、
名
和
村
の
長
光
寺
と
い
う
寺
に
あ
っ
た

名
和
学
校
に
入
学
し
た
。
明
治
一
九
年
の
「
小
学
校
令
」

に
よ
っ
て
教
育
の
義
務
が
規
定
さ
れ
る
以
前
、
佐
野
家

の
暮
ら
し
ぶ
り
に
は
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
す
ほ
ど
の

余
裕
が
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
一
太
郎
が
名
和
学
校
に
入
学
し
た
明
治
一
五

年
夏
、
実
母
の
や
す
が
病
に
よ
っ
て
他
界
し
た
。
武
八

と
一
太
郎
、
幼
い
爲
次
郎
は
心
の
支
え
を
失
い
、
佐
野

家
の
貴
重
な
働
き
手
を
亡
く
し
た
。

　

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）、
武
八
は
後
妻
の
ま
さ

を
迎
え
た
が
、
一
太
郎
は
、
ま
だ
一
〇
歳
。
自
ら
父
・

武
八
に
学
校
を
止
め
る
こ
と
を
伝
え
、
名
和
村
の
人
た

ち
が
こ
ぞ
っ
て
出
か
け
て
行
っ
て
い
た
鉄
道
敷
設
の
工

事
に
加
わ
っ
た
。
単
純
労
働
で
あ
る
モ
ッ
コ
担
ぎ
の
方

が
米
作
り
よ
り
も
お
金
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

●
西
洋
文
化
の
吸
収
を
食
の
面
か
ら
取
り
入
れ
た

●
苦
心
惨
憺
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
製
造
に
成
功
す
る

●
人
生
を
ト
マ
ト
ケ
チ
ャ
ッ
プ
に
賭
け
る

＊
大
百
姓
・
蟹
江
甚
之
助
に
見
込
ま
れ
婿
入
り

　

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）、
数
え
年
一
九
歳
と
な
っ

た
一
太
郎
は
名
和
村
と
同
じ
知
多
郡
に
あ
る
荒
尾
村
の

蟹
江
家
に
婿
入
り
し
た
。「
ま
じ
め
な
働
き
者
で
あ
る
」

と
養
父
・
蟹
江
甚
之
助
に
見
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
娘

さ
く
が
伴
侶
と
な
っ
た
。

　

蟹
江
家
は
約
一
町
三
反
歩
の
田
畑
を
耕
作
し
て
お
り
、

佐
野
家
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
農
家
な
が
ら
、
大
規
模
の

養
蚕
を
行
っ
て
お
り
、
米
・
麦
・
野
菜
づ
く
り
に
加
え

て
貴
重
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
丘
陵
地
の

斜
面
で
ミ
カ
ン
栽
培
も
行
っ
て
い
た
。

　

養
父
・
甚
之
助
は
、
複
合
的
農
業
経
営
を
目
指
し
た

篤
農
家
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
愛
知
県
幡
豆

郡
福
地
村
（
現
・
愛
知
県
西
尾
市
の
一
部
）
が
渥
美
半

島
の
ミ
カ
ン
の
移
植
に
成
功
し
た
話
を
聞
き
つ
け
、
そ

の
苗
木
を
取
り
寄
せ
、
自
宅
の
裏
山
に
試
植
し
て
成
功

し
て
い
た
。

　

な
お
、
養
父
・
甚
之
助
は
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）、

農
事
改
良
の
功
績
に
よ
り
、
愛
知
県
知
事
表
彰
を
受
け

て
い
る
。

＊
養
父
か
ら
学
問
を
勧
め
ら
れ
る

　

一
太
郎
は
、養
父
・
甚
之
助
を
開
拓
者
と
し
て
尊
敬
し
、

新
し
い
農
業
へ
脱
皮
し
て
い
く
た
め
の
方
法
を
学
ん
だ
。

　

養
父
・
甚
之
助
は
、
学
問
の
大
切
さ
を
心
得
て
い
て
、

名
和
学
校
二
年
し
か
学
べ
て
い
な
か
っ
た
一
太
郎
に
塾

通
い
を
勧
め
、
一
太
郎
は
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）

か
ら
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
暮
れ
ま
で
、
一
太
郎

は
平
洲
学
校
（
現
・
東
海
市
立
平
洲
小
学
校
）
教
諭
で

あ
っ
た
岩
屋
辰
之
助
氏
の
私
塾
に
通
っ
た
。
塾
通
い
は

短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
読
み
・
書
き
・
ソ
ロ
バ
ン
に
習

熟
し
、
向
学
心
を
十
分
に
養
っ
た
。
そ
の
直
後
、
名
古

屋
の
陸
軍
第
三
師
団
歩
兵
第
六
連
隊
に
入
隊
し
て
か
ら

も
、
外
出
日
に
は
「
四
書
五
経
」
や
頼
山
陽
著
「
日
本

外
史
」
を
学
ん
で
い
た
。

＊
軍
隊
の
上
官
か
ら
西
洋
野
菜
栽
培
を
勧
め
ら
れ
る

　

し
か
し
、
日
本
の
産
業
革
命
に
即
応
し
て
、
農
業
も
、

効
率
性
や
採
算
性
の
重
視
が
迫
ら
れ
た
。
一
太
郎
は
、

こ
の
大
変
革
を
自
覚
し
て
い
た
養
父
・
甚
之
助
の
指
導

を
受
け
、
さ
ら
に
軍
隊
の
上
官
だ
っ
た
西
山
中
尉
か
ら

も
、
農
業
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
変
革
を
諭
さ
れ
た
。

陸
軍
に
入
隊
し
て
も
熱
心
に
勤
め
を
果
た
し
て
い
た
。

そ
の
姿
に
感
心
し
た
西
山
中
尉
か
ら
、
陸
軍
退
役
時
に
、

　
「
農
業
を
や
る
な
ら
、
洋
野
菜
を
や
り
な
さ
い
」
と

軍
隊
で
も
使
わ
れ
始
め
て
い
た
西
洋
野
菜
の
栽
培
を
勧

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
太
郎
は
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
一
一
月
末
日

に
兵
役
を
終
え
る
と
早
速
、
自
ら
に
大
方
針
を
課
し
た
。

　
「
農
家
の
暮
ら
し
を
楽
に
す
る
た
め
に
は
、
米
麦
に

せ
よ
養
蚕
に
せ
よ
、
昔
通
り
の
方
法
よ
り
も
っ
と
多
く

の
収
穫
を
上
げ
る
手
段
が
あ
る
の
な
ら
、
敢
然
と
そ
れ

に
挑
む
べ
き
で
あ
る
」

　

ま
ず
手
始
め
に
、
蟹
江
家
の
養
蚕
に
関
わ
る
す
べ
て

の
収
支
を
漏
ら
さ
ず
記
帳
し
て
み
た
。

　

精
査
し
た
結
果
、
養
蚕
は
先
細
り
と
な
る
の
が
予
測

さ
れ
た
。
蟹
江
家
も
確
実
に
養
蚕
か
ら
撤
退
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
と
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
一
太
郎
は
、
養
父
・
甚
之
助
の
心
中
を
察

す
る
と
直
ち
に
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
一
計
を
案
じ
た
。
そ
れ
は
、
養
蚕
の
規
模
を
徐
々

に
縮
小
し
て
い
き
、
同
時
に
軍
隊
の
食
事
に
も
頻
繁
に

使
用
さ
れ
、
上
官
・
西
山
中
尉
に
も
勧
め
ら
れ
た
西
洋

野
菜
の
栽
培
を
手
が
け
る
こ
と
に
し
た
。

＊
佐
藤
杉
右
衛
門
か
ら
西
洋
野
菜
の
知
識
を
学
ぶ

　

話
が
決
ま
る
と
、
養
父
・
甚
之
助
は
す
ぐ
に
行
動
に

出
た
。
知
人
の
ツ
テ
を
た
ど
り
、
名
古
屋
の
農
事
試
験

場
に
勤
務
し
て
い
た
佐
藤
杉
右
衛
門
の
下
に
一
太
郎
を

派
遣
し
た
。

　

一
太
郎
は
、
西
洋
野
菜
に
つ
い
て
知
識
を
実
地
に
学

ぶ
と
と
も
に
、
種
子
の
斡
旋
ま
で
も
頼
ん
だ
。
明
治

三
二
年
（
一
八
九
九
）
一
月
ご
ろ
、
そ
の
種
子
が
横
浜

か
ら
始
め
て
着
い
た
。

　

佐
藤
氏
ル
ー
ト
で
入
手
で
き
た
種
子
は
、
ト
マ
ト
、

キ
ャ
ベ
ツ
、
パ
セ
リ
、
玉
チ
シ
ャ
、
ハ
ク
サ
イ
、
ダ
ル

マ
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

一
太
郎
は
、
ま
ず
自
宅
脇
の
桑
畑
の
隅
に
作
っ
た
苗

床
に
種
子
を
蒔
い
た
。
育
っ
た
苗
は
、
近
隣
の
荒
尾
村

大
城
（
お
お
じ
ろ
）
の
畑
に
植
え
た
。
明
治
三
二
年
春
、

西
洋
野
菜
栽
培
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

一
太
郎
は
二
四
歳
だ
っ
た
。

　

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
夏
、
大
城
の
畑
に
真
っ

赤
に
熟
し
て
い
か
に
も
美
味
し
そ
う
な
ト
マ
ト
が
実
っ

た
。
蟹
江
家
で
は
、
収
穫
で
き
た
ほ
か
の
西
洋
野
菜
と

と
も
に
ト
マ
ト
を
試
食
し
た
。

＊
だ
れ
も
「
美
味
し
い
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た

　

と
こ
ろ
が
、
初
め
て
口
に
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
だ
れ
も
「
美
味
し
い
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

養
父
・
甚
之
助
は
驚
い
て
言
っ
た
。

　
「
西
洋
人
は
こ
ん
な
に
奇
妙
な
も
の
を
好
ん
で
食
べ
る

の
か
」

　

一
太
郎
は
、
愕
然
と
し
て
い
た
。

　
「
国
が
違
う
と
人
間
の
嗜
好
は
こ
う
も
変
わ
る
の
か
」

　

当
時
の
ト
マ
ト
は
青
臭
く
、
ト
マ
ト
畑
の
そ
ば
を
通

る
と
き
、
誰
も
が
鼻
を
つ
ま
ん
で
駆
け
出
し
た
と
い
う
。

一
太
郎
は
不
安
に
な
っ
た
。

　
「
は
た
し
て
こ
ん
な
も
の
が
日
本
で
売
れ
る
だ
ろ
う

か
」

　

不
安
は
す
ぐ
に
的
中
し
た
。
青
果
市
場
や
町
の
八
百

屋
へ
持
ち
込
ん
で
も
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

荷
車
に
積
ん
で
売
り
歩
い
て
も
売
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

だ
が
、
ホ
テ
ル
や
西
洋
料
理
店
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
を
相
手
に
商
売
し
て
い
る
青
物
問
屋
な
ど
を

一
旦
顧
客
と
し
て
掴
む
と
、
ト
マ
ト
以
外
の
西
洋
野
菜

が
売
れ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
。

＊
「
こ
れ
は
ま
ず
い
」
と
言
っ
て
吐
き
出
し
た

　

荷
車
に
積
ん
だ
西
洋
野
菜
の
う
ち
、
最
初
に
人
々
の

目
を
引
い
た
の
が
、
真
っ
赤
な
ト
マ
ト
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
手
に
取
る
と
そ
の
匂
い
に
驚
い
た
。
そ

し
て
、
一
口
食
べ
る
と
、

　
「
こ
れ
は
ま
ず
い
」

　

と
言
っ
て
吐
き
出
し
て
し
ま
う
。
ホ
テ
ル
や
西
洋
料

理
店
で
も
生
の
ト
マ
ト
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
か
っ
た
の

で
、
青
物
問
屋
も
ト
マ
ト
だ
け
は
扱
っ
て
く
れ
な
か
っ

た
。

　

西
洋
栽
培
を
始
め
て
か
ら
二
年
間
、
ト
マ
ト
以
外
の

西
洋
野
菜
は
、
伊
勢
湾
に
面
し
た
加
家(

か
け)

の
浜

か
ら
船
で
大
量
に
名
古
屋
へ
運
ば
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
苦
労
し
て
つ
く
っ
て
も
ト
マ
ト
の

方
は
全
部
捨
て
て
し
ま
う
か
、
畑
で
腐
ら
せ
て
し
ま
う

か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
一
太
郎
は
、
ト
マ
ト
の
無

残
な
姿
を
見
る
に
つ
け
、
ガ
ッ
ク
リ
肩
を
落
と
し
、
そ

の
度
に
考
え
た
。

　
「
ト
マ
ト
だ
け
は
つ
く
る
の
を
や
め
よ
う
か
」

　

だ
が
、
諦
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
佐
藤
杉

右
衛
門
氏
の
言
葉
を
思
い
出
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
「
ト
マ
ト
は
タ
マ
ネ
ギ
や
キ
ャ
ベ
ッ
と
並
ぶ
代
表
的

な
西
洋
野
菜
」

　

一
太
郎
は
、
そ
の
都
度
、

　
「
ま
だ
ま
だ
勉
強
が
足
り
な
い
だ
け
だ
」

　

と
思
い
直
し
、
心
を
奮
い
立
た
せ
た
。

＊
柘
植
権
六
技
師
を
訪
ね
教
え
を
乞
う

　

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）、
西
洋
野
菜
を
手
が
け

て
か
ら
三
年
目
に
な
っ
た
。
一
太
郎
は
ト
マ
ト
の
栽
培

法
に
つ
い
て
教
え
を
乞
う
た
め
に
、
愛
知
県
西
春
日
井

郡
清
洲
町
に
あ
っ
た
愛
知
県
農
事
試
験
場
の
分
場
に

あ
っ
た
研
究
室
の
柘
植
権
六
技
師
を
訪
ね
た
。

　

一
太
郎
は
多
く
の
こ
と
を
伝
授
さ
れ
た
。
ト
マ
ト
は

支
柱
を
用
い
た
方
が
育
て
や
す
い
こ
と
、
脇
芽
を
取
り

除
い
た
方
が
よ
い
実
を
結
ぶ
こ
と
、
連
作
を
嫌
う
の
は

ト
マ
ト
の
よ
う
な
ナ
ス
科
の
植
物
の
特
性
で
あ
る
こ
と

な
ど
。

　

こ
れ
ら
技
術
的
な
知
識
は
、
一
太
郎
の
ト
マ
ト
栽
培

を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
た
。
柘
植
技
師
の
指
示
に
忠
実

に
従
い
、
翌
年
の
苗
は
連
作
を
避
け
て
新
し
い
畑
に
植

え
た
。
支
柱
を
立
て
て
摘
芯
・
摘
芽
を
行
っ
た
お
陰
で
、

数
量
は
、
倍
の
ト
マ
ト
が
収
穫
で
き
た
。
そ
れ
で
も
、

ト
マ
ト
の
売
れ
行
き
は
低
調
だ
っ
た
。

＊
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
誕
生

　

一
太
郎
は
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
悩
み
続
け
た
。

そ
の
と
き
、
柘
植
技
師
が
漏
ら
し
た
言
葉
が
、
フ
ト
、

陸軍伍長
蟹江一太郎（明治37年）

梅澤角造氏

梅澤岩吉氏
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脳
裡
を
よ
ぎ
っ
た
。

　
「
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ト
マ
ト
を
生
で
食
べ
る
だ
け
で

な
く
、
加
工
し
て
食
べ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ト
マ
ト
が

豊
作
の
と
き
は
加
工
の
こ
と
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
す

ね
」

　

そ
こ
で
、
思
い
つ
い
た
。

　
「
ト
マ
ト
を
加
工
し
て
ど
ん
な
も
の
が
で
き
る
の
か

分
か
ら
な
い
が
、
嫌
な
臭
み
が
な
く
な
っ
て
誰
の
口
に

も
合
う
味
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
売
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
か
」

　

一
太
郎
は
、
懇
意
に
し
て
い
た
名
古
屋
の
西
洋
料
理

店
勝
利
亭
の
主
人
・
平
野
仲
三
郎
か
ら
、
こ
う
教
え
ら

れ
て
い
た
。

　
「
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
と
い
う
も
の
が
西
洋
料
理
店
や
ホ
テ

ル
で
は
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
市
販
さ
れ
て
い
る

も
の
は
舶
来
品
し
か
な
い
」

　

す
か
さ
ず
得
意
先
の
一
つ
で
あ
り
、
名
古
屋
で
唯
一

の
洋
式
ホ
テ
ル
だ
っ
た
名
古
屋
ホ
テ
ル
を
訪
ね
た
。
こ

の
ホ
テ
ル
の
厨
房
で
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
実
物
を
初
め
て

見
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
料
理
長
の
好

意
に
よ
っ
て
一
壜
の
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
を
見
本
と
し
て
提

供
を
受
け
て
、
自
宅
へ
持
ち
帰
っ
た
。

　

そ
の
夜
、
甚
之
助
、
養
母
・
き
よ
、
妻
・
さ
く
と
と

も
に
、
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
何
た
る
か
を
実
物
を
前
に
し

て
検
分
し
た
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
「
カ
ゴ
メ
１
０
０

年
史
」
は
、
こ
う
描
い
て
い
る
。

　
「
そ
れ
ぞ
れ
が
少
し
ず
つ
口
に
し
て
み
る
と
、
ト
マ
ト

を
ド
ロ
ド
ロ
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
生
で
食
べ
る

の
と
違
っ
て
味
も
匂
い
も
き
つ
く
な
く
口
あ
た
り
の
良

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て
、
味
や
匂
い
が
き
つ
く

な
い
の
は
火
が
入
れ
て
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
の
推

測
か
ら
、
ト
マ
ト
を
鍋
で
煮
な
が
ら
砕
き
、
そ
れ
を
裏

漉
し
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
達
し
、
一
太
郎

は
『
こ
れ
な
ら
自
分
た
ち
で
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
』

　

と
確
信
し
た
。

　

さ
っ
そ
く
試
作
に
取
り
か
か
っ
た
。
赤
く
て
大
粒
の

ト
マ
ト
を
選
り
す
ぐ
り
、
水
洗
い
を
し
た
あ
と
に
皮
を

む
く
。
適
当
な
大
き
さ
に
切
っ
て
種
を
取
り
除
き
、
平

鍋
に
入
れ
て
火
を
入
れ
る
。
適
度
な
濃
さ
に
ま
で
煮
詰

め
た
ら
、
最
後
に
細
か
い
目
の
水
嚢
に
か
け
て
大
き
な

シ
ャ
モ
ジ
で
裏
漉
し
を
す
る
。
す
る
と
す
り
鉢
の
中
に

は
見
本
と
同
じ
よ
う
な
赤
い
液
体
が
見
る
見
る
た
ま
っ

て
い
っ
た
。味
も
見
本
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。と
こ
ろ
が
、

舶
来
品
と
仔
細
に
比
較
す
る
と
、
味
は
と
も
か
く
そ
の

色
が
ど
こ
と
な
く
黒
ず
ん
で
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

酸
味
の
強
い
ト
マ
ト
を
煮
詰
め
る
の
に
鉄
製
の
鍋
を

使
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

ま
ず
自
宅
の
銅
製
の
鍋
を
使
っ
て
み
た
り
、
最
終
的
に

は
、
琺
瑯(

ホ
ー
ロ
ー)

製
の
鍋
を
使
っ
て
み
る
こ
と

に
し
た
。
あ
ら
た
め
て
、
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
を
つ
く
っ
て

み
る
と
、
今
度
は
見
違
え
る
よ
う
な
鮮
紅
色
を
し
て
味
・

香
り
・
色
と
も
満
足
で
き
る
も
の
が
で
き
た
」

＊
納
屋
を
工
場
に
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
製
造
を
開
始

　

一
太
郎
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
七
月
、
必
要

な
道
具
を
揃
え
、
家
族
四
人
の
ほ
か
、
近
所
の
親
類
三

人
を
加
え
て
、
蟹
江
家
の
納
屋
を
工
場
に
し
つ
ら
え
て

ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
製
造
を
開
始
し
た
。

　

蟹
江
家
は
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
ま
で
養
蚕
を

続
け
て
、
こ
の
年
桑
畑
を
す
べ
て
整
理
し
た
。
西
洋
野

菜
の
栽
培
が
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
製
造
に
発
展
し
、
い
よ
い

よ
そ
の
販
売
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
を
確
認
し
て
決
断
し

た
の
で
あ
る
。

　

一
太
郎
ら
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
ト
マ
ト
ソ
ー

ス
（
塩
も
砂
糖
も
香
辛
料
も
加
え
て
い
な
か
っ
た
た
め

厳
密
に
は
ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
ー
）
を
持
っ
て
最
初
に
平

野
仲
三
郎
の
と
こ
ろ
を
訪
れ
た
。

　

す
る
と
、
味
に
つ
い
て
は
太
鼓
判
を
押
し
、
二
ダ
ー

ス
の
注
文
ま
で
し
て
く
れ
た
う
え
に
、

　
「
食
品
問
屋
の
梅
澤
岩
吉
商
店
に
行
っ
た
ら
扱
っ
て
く

れ
る
か
も
し
れ
な
い
」

　

と
ア
ド
バ
イ
ス
ま
で
し
て
く
れ
た
。

＊
梅
澤
岩
吉
商
店
が
販
売
を
引
き
受
け
る

　

梅
澤
岩
吉
商
店
は
、
梅
澤
角
造
氏
の
二
男
・
岩
吉
が
、

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
開
業
し
た
食
品
問
屋
で
、

輸
入
食
料
品
も
取
り
扱
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
洋
風
食

品
を
得
手
と
し
て
い
た
。

　

梅
澤
角
造
は
、
い
つ
も
一
太
郎
を
励
ま
し
続
け
て
、

ト
マ
ト
栽
培
が
成
功
す
る
の
を
辛
抱
強
く
見
守
っ
て
く

れ
て
い
た
。

「
今
は
売
れ
な
く
て
も
大
事
に
育
て
る
よ
う
に
」

　

一
太
郎
の
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
に
将
来
性
あ
り
と
判
断
し

た
岩
吉
は
、売
り
さ
ば
く
ア
テ
の
な
か
っ
た
ト
マ
ト
ソ
ー

ス
の
大
半
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
六
月
、
一
太
郎
が
日
露

戦
争
に
召
集
さ
れ
た
。
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）

一
二
月
に
召
集
を
解
か
れ
て
帰
郷
す
る
ま
で
の
問
、
蟹

江
家
で
は
、
甚
之
助
、
養
母
・
き
よ
、
妻
・
さ
く
の
三

人
が
、
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
製
造
を
守
り
、
販
売
面
は
、

梅
澤
岩
吉
商
店
が
と
く
に
力
を
注
い
で
く
れ
た
。
こ
の

お
陰
で
蟹
江
家
の
ソ
ー
ス
づ
く
り
が
継
続
で
き
た
。

　

こ
の
恩
に
報
い
る
た
め
、
一
太
郎
は
、
梅
澤
岩
吉
商

店
と
の
間
で
一
手
販
売
す
る
専
属
契
約
を
締
結
し
、
さ

ら
に
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
ト
マ
ト
工
場
建
設
に

踏
み
切
ら
せ
た
。
合
名
会
社
梅
澤
商
店
工
場
の
看
板
を

掲
げ
た
。

＊
や
っ
と
認
可
さ
れ
た
「
カ
ゴ
メ
印
」
の
商
標

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
四
月
四
日
、「
カ
ゴ
メ
印
」

の
商
標
を
初
登
録
し
た
。
初
め
に
考
案
し
た
の
は
、「
三

星
印
」
を
簡
略
化
し
て
、
丸
の
中
に
六
角
の
星
を
１
つ

描
い
た
も
の
だ
っ
た
。
一
太
郎
が
西
山
中
尉
と
の
出
会

い
に
こ
だ
わ
り
、
六
角
の
星
を
軍
隊
に
ち
な
ん
だ
五
角

の
星
に
変
更
し
て
申
請
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
五
角
の
星
が
陸
軍
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
不
許
可
に
な
っ
た
。
止
む
な
く
二
度
目
の
申
請
は
、

五
角
を
や
め
て
六
角
で
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
と
に
か
く
星

は
支
障
を
き
た
す
」
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
も
却
下
さ

れ
た
。
三
度
目
の
申
請
で
は
、
六
角
の
星
を
、
三
角
形

二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
「
カ
ゴ
メ
」
に
変
え
、
よ
う
や

く
認
可
さ
れ
た
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
六
月
一
一

日
に
一
回
目
の
申
請
を
行
っ
て
以
来
、
登
録
ま
で
に
は

一
〇
か
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

＊
養
父
、
妻
、
養
母
に
相
次
い
で
先
立
た
れ
る

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
九
月
二
四
日
、
義
父
・
蟹

江
甚
之
助
が
死
去
、
享
年
六
四
歳
だ
っ
た
。
大
正
七
年

（
一
九
一
八
）
春
に
は
、
二
五
年
間
連
れ
添
い
よ
き
助

手
で
あ
り
、
よ
き
相
談
相
手
で
あ
り
、
よ
き
理
解
者
で

あ
っ
た
妻
さ
く
に
先
立
た
れ
た
。
秋
に
は
養
母
の
き
よ

も
亡
く
し
た
。

　

な
お
、
一
太
郎
は
大
正
三
年
、
愛
知
ト
マ
ト
ソ
ー
ス

製
造
合
資
会
社(

現
カ
ゴ
メ)

を
設
立
。
大
正
六
年

（
一
九
一
七
）
カ
ゴ
メ
商
標
登
録
。
大
正
一
二
年

（
一
九
二
三
）
愛
知
ト
マ
ト
ソ
ー
ス
製
造
㈱
に
改
組
改

称
、
社
長
に
就
任
す
る
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、

上
野
村
村
会
議
員
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
～

二
一
年
（
一
九
四
六
）、
愛
知
県
県
会
議
員
、
昭
和
三
七

年
（
一
九
六
二
）、
会
長
。
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）

社
名
を
「
カ
ゴ
メ
株
式
会
社
」
と
改
称
。
昭
和
四
六
年

（
一
九
七
一
）
一
二
月
二
〇
日
、
死
去
し
た
。
享
年
九
六

歳
。

（
次
回
は
、
阪
急
阪
神
東
宝
グ
ル
ー
プ　

小
林
一
三
）

〔
参
考
引
用
文
献
〕

　
「
カ
ゴ
メ
１
０
０
年
史
」（
カ
ゴ
メ
株
式
会
社
発
行
）

板
垣
英
憲(

い
た
が
き
・
え
い
け
ん)

略
歴

昭
和
二
一
年
八
月
七
日
広
島
県
呉
市
生
ま
れ
。
中
央
大
学
法
学

部
卒
業
、
海
上
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
学
校
を
経
て
、
毎
日
新
聞

東
京
本
社
に
入
社
、
社
会
部
、
浦
和
支
局
、
政
治
部
・
経
済
部

に
配
属
。
福
田
赳
夫
首
相
、
大
平
正
芳
首
相
番
記
者
、
通
産
省
、

東
京
証
券
取
引
所
な
ど
を
担
当
。
昭
和
六
〇
年
六
月
、
評
論
家

と
し
て
独
立
。
著
書
は
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
本
当
の
ネ
ラ
イ
―
あ
な
た
は

ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
ま
す
か
」（
共
栄
書
房
刊
）、「
ロ
ス
チ
ャ
イ

ル
ド
の
世
界
派
遣
奪
還
で
日
本
の
《
政
治
・
経
済
権
力
機
構
》

は
こ
う
な
る
」（
ヒ
カ
ル
ラ
ン
ド
刊
）
な
ど
現
在
一
三
三
冊
を
数

え
、
年
間
講
演
回
数
は
二
〇
〇
回
に
及
ぶ
。

はそりなべ

西洋野菜の栽培を始めた蟹江家明治40年頃（早川良雄氏撮影）
向かって左より、蟹江一太郎、養父・甚之助、妻・さく、養母・きよ。
養父・甚之助の農民としての進歩的な考え方が一太郎に大きな影響を及ぼした。

創業の頃（早川良雄氏撮影）

ひしゃく

すいのう
グリーンピース缶詰（左）と

トマト缶詰（右）（合資会社時代）

一太郎自宅前にて当時の姿を再現　昭和 35 年頃

カゴメ印


