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西日本支店長会

西日本支店長会9月例会

日　時：9月11日（火）　12時～13時30分
講　師：九州大学 学術研究・産学官連携本部 准教授 博士（商学）
　　　　熊野　正樹氏
演　題：「九州大学起業部の挑戦
　　　　－学生ベンチャーによる地方創生－」
会　場：天神スカイホール

西日本支店長会10月例会（40周年記念例会）

日　時：10月11日（木）　16時～19時（予定）
講　師：歴史家・作家  加来 耕三氏
演　題：「明治維新から150年、現在そして未来を考える
　　　　～西郷隆盛を生んだ薩摩～」
会　場：ホテルニューオータニ博多　福岡市中央区渡辺通1-1-2

西日本支店長会特別例会

日　時：11月6日（火）　17時～（予定）
講　師：未　定
会　場：料亭「三光園」　福岡市中央区清川1-1-18

第8回県外視察研修（壱岐市）

日　時：10月23日（火）～24日（水）　一泊二日

「西日本支店長会&パートナーズクラブ」
博多三大祭 筥崎宮 放生会幕出し

日　時：9月18日（火）　17時30分～
会　場：筥崎宮 清明殿　福岡市東区箱崎1-22-1
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例会Report
　「タイをちょっと知ってみませんか？
　　～歴史・文化・人々～」
　　　　　　　　　　　　 冨松 寛考氏

　「日本の歴史はここ筑紫・博多・福岡から
　　始まった」
　　　　　　　　　　　森 恍次郎氏

懇親名刺交換会

7月合同例会
西日本豪雨で講演を急遽取りやめ

散り椿

西日本支店長会関西OB会

西日本支店長会・パートナーズクラブ
合同ゴルフ会

九州人奔る

2018年度 西日本支店長会役員

西日本新聞社
平成29年度西日本支店長会決算表

事務局だより

タイ国政府観光庁
大阪事務所PRマネージャー

五十二萬石本舗・如水庵
代表取締役社長

タイをちょっと
知ってみませんか？
～歴史・文化・人々 ～

住
ん
で
み
た
い
国
で
第
２
位

　

サ
ワ
デ
ィ
ー
カ
ッ
プ（
こ
ん
に
ち
は
）。

今
日
は
、タ
イ
の
お
話
を
し
ま
す
。

　

今
年
２
月
に
タ
イ
の
ソ
ム
キ
ッ
ト
副

首
相
が
福
岡
に
来
て
、福
岡
に
総
領
事

館
を
開
設
す
る
と
発
表
し
、そ
れ
に
合

わ
せ
て
貿
易
セ
ン
タ
ー
、観
光
庁
も
再

開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。２
０
１
６

年
１
月
末
ま
で
は
、タ
イ
国
政
府
観
光

庁
が
エ
ル
ガ
ー
ラ
の
６
階
に
あ
り
ま
し

た
が
、２
年
間
ち
ょ
っ
と
大
阪
に
統
括
と

い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
10
月
に
開
設
予
定
で
し
た
が
、

今
、ま
さ
に
場
所
探
し
中
で
す
。博
多
地

区
か
ら
天
神
地
区
の
３
カ
所
で
絞
り
込

ん
で
い
ま
す
。観
光
庁
も
別
の
場
所
を

探
し
て
い
る
状
況
で
す
。年
内
に
は
タ

イ
の
機
関
が
で
き
ま
す
。総
領
事
館
は

大
阪
に
次
ぐ
２
番
目
で
す
。タ
イ
の
大

使
館
は
東
京
に
あ
り
ま
す
。

　

タ
イ
は
、親
日
の
国
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。も
ち
ろ
ん
ベ
ト
ナ
ム
も
親
日
国
で
す

が
、タ
イ
は
歴
史
に
お
い
て
の
長
い
関

係
、王
室
と
皇
室
の
関
係
の
中
で
の
親

日
。ロ
ン
グ
ス
テ
イ
財
団
の
調
査
で
は
、

住
ん
で
み
た
い
国
で
は
２
位
。マ
レ
ー
シ

ア
が
１
位
の
要
因
の
一
つ
が
、長
期
滞
在

ビ
ザ
が
10
年
で
あ
る
こ
と
。タ
イ
は
１
年

で
す
。医
療
体
制
や
交
通
ア
ク
セ
ス
は
、

タ
イ
は
非
常
に
整
っ
て
い
ま
す
。バ
ン
コ

ク
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
都
市
２
位
で
、コ
ス

ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
い
都
市
で
す
。

　

医
療
面
で
は
タ
イ
に
は
国
際
認
証
病

院
が
41
あ
り
、今
も
増
え
て
き
て
い
ま

す
。日
本
の
医
療
体
制
は
日
本
人
に
対

し
て
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
、医
療
や
介
護
の

保
険
が
あ
り
ま
す
。タ
イ
は
そ
う
い
う

保
険
が
な
い
こ
と
か
ら
、海
外
か
ら
の

受
け
入
れ
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

認
証
を
取
っ
て
い
る
の
は
、す
べ
て
私
立

病
院
で
株
式
会
社
。医
療
イ
コ
ー
ル
、サ

ー
ビ
ス
で
す
。患
者
さ
ん
に
い
か
に
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
。病
院
に
は
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
門
が
あ
り
、日
本
や

ア
フ
リ
カ
系
、中
東
系
の
イ
ス
ラ
ム
な

ど
に
は
ど
う
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
か

と
調
べ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
を
地
理
的
に
見
る
と
、北
に
ラ

オ
ス
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
、東
に
カ
ン
ボ
ジ

ア
、南
に
マ
レ
ー
シ
ア
。四
つ
の
国
と
接

し
て
い
ま
す
。縦
長
の
国
で
、面
積
は
日

本
の
約
１
・
４
倍
。人
口
は
日
本
の
半
分

強
の
７
０
０
０
万
人
で
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
は
人
口
が
伸
び
て
い
て
、若

者
世
代
が
多
く
、こ
れ
か
ら
の
成
長
国

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。タ
イ
は
若
者
の
層

が
少
な
く
、日
本
と
同
じ
よ
う
に
少
子

高
齢
化
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。こ
れ

が
、タ
イ
が
抱
え
る
大
き
な
問
題
で
す
。

　

タ
イ
政
府
は
、バ
ン
コ
ク
の
東
に
位
置

す
る
チ
ャ
チ
ュ
ン
サ
オ
県
、チ
ョ
ン
ブ
リ

県
、ラ
ー
ヨ
ン
県
の
３
県
を
対
象
エ
リ

タイ国政府観光庁
大阪事務所PRマネージャー

冨松 寛考氏
とみ まつ ひろ のり

　タイの総領事館が、大阪に次いで年内に福岡に開設されま
す。さらに同国の貿易センターと観光庁も福岡に設けられま
す。今後、観光や経済など、さまざまな面でタイとの結び付き
が強くなることが期待されています。
　西日本支店長会5月例会は、タイ国政府観光庁大阪事務
所PRマネージャーの冨松寛考氏による「タイをちょっと知っ
てみませんか? ～歴史・文化・人々～」。親日の国と知られて
いるタイの特色や経済、観光、歴史、食、宗教について語りな
がら、タイと日本の文化の違いについても触れました。当日の
講演を要約して紹介します。　　　　　 （講演日：2018年5月15日）

梅雨明けと共に蝉の大合唱が響きわたり
それは命の讃歌のようです

西日本の大雨、
今でも大変な状況にある方を思うと、
何と申して良いか分からず胸が苦しくなります

ずっと続いていることなのだけれど

今この状況だからより一層

産まれ出た時、命をたぎらせる時、辛い時、
嬉しい時、悲しい時、終わりを迎える時

生かされている時を意識します

命は一度

だからこそ、日々を満たしたい

心はいつも新しく日々生まれ変われます

どんな私でありたいか心に手を当て
聞いてみたいそんな朝です

　　　　　　　　　　　　（大国チオナ）

いのちにアリガト○47
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て
田
舎
の
空
港
と
思
う
人
も
い
ま
す
。

　

申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、福
岡
の
行

政
の
皆
さ
ん
と
か
は「
ア
ジ
ア
の
リ
ー

ダ
ー
」「
ア
ジ
ア
の
中
心
」と
思
っ
て
い
ま

す
。福
岡
の
行
政
の
方
と
名
刺
交
換
さ

れ
た
方
は
名
刺
の
裏
を
見
て
く
だ
さ

い
。福
岡
の
マ
ー
ク
と
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ

ー
、ア
ジ
ア
の
中
心
と
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
思
い
は
い
い
の
で
す
が
、ア
ジ
ア
と

は
ど
こ
な
の
で
し
ょ
う
。も
う
１
回
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。タ
イ
も
ア
ジ
ア
、

日
本
も
ア
ジ
ア
で
す
。

　

タ
イ
は
、昔
は
発
展
途
上
の
国
で
し

た
。私
が
40
年
近
く
前
に
行
っ
た
と
き

は
、本
当
に
田
舎
の
町
で
し
た
。し
か
し

今
は
、フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
の
人
口
比
に
対
し
て
の
登
録
者

は
、日
本
よ
り
も
タ
イ
が
多
い
。世
界
中

で
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
投
稿
さ
れ
た
場

所
は
、バ
ン
コ
ク
が
１
番
な
の
で
す
。皆

さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
の
は
、ぜ
ひ
今
の

タ
イ
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ

と
。日
本
に
な
い
も
の
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
は
北
の
ラ
ン
ナ
ー
王
朝
か
ら
始

ま
り
、ス
コ
ー
タ
イ
王
朝
。そ
し
て
ア
ユ

タ
ヤ
王
朝
。次
の
ト
ン
ブ
リ
王
朝
と
チ

ャ
ッ
ク
リ
ー
王
朝
は
バ
ン
コ
ク
の
エ
リ

ア
で
す
。ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
時
代
に
は
、日

本
と
交
易
が
あ
り
ま
し
た
。朱
印
船
貿

易
で
す
。オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
だ
け
に
開

国
を
し
て
貿
易
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、

長
崎
に
は
タ
イ
語
の
通
訳
が
い
ま
し

た
。タ
イ
と
の
交
易
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
チ
ャ
ッ
ク
リ
ー
王
朝
の
王
様

は
ラ
ー
マ
10
世
。ワ
チ
ラ
ロ
ン
コ
ン
国

王
で
す
。前
任
の
ラ
ー
マ
９
世
が
あ
ま

り
に
も
長
い
間
統
治
を
し
て
、タ
イ
の

国
民
か
ら
圧
倒
的
な
敬
愛
を
受
け
て
い

ま
し
た
。

　

タ
イ
の
国
旗
は
ト
リ
コ
ロ
ー
ル
で
す
。

以
前
は
タ
イ
と
は
言
わ
ず
に
、サ
イ
ア

ム（
Ｓ
Ｉ
Ａ
М
）で
し
た
。タ
イ
で
は
今

で
も
Ｓ
Ｉ
Ａ
М
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。

　

国
旗
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。赤
が

国
民
、青
が
王
室
、白
が
宗
教
で
す
。王

室
、国
王
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
憲
法
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。95
％

が
仏
教
徒
で
す
が
、そ
れ
以
外
の
宗
教

も
共
存
し
て
い
ま
す
。

　

Ｓ
Ｉ
Ａ
М
は
英
語
で
読
む
と
シ
ャ
ム

で
す
。シ
ャ
ム
ネ
コ
は
タ
イ
の
ネ
コ
で

す
。も
う
一
つ
シ
ャ
ム
が
語
源
の
動
物
が

い
ま
す
。シ
ャ
モ
で
す
。漢
字
で
書
く
と

軍
鶏
で
す
。タ
イ
と
の
交
易
で
シ
ャ
モ
が

持
ち
込
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。シ
ャ
モ
の

足
に
刃
物
を
付
け
て
、お
互
い
を
戦
わ

せ
る
闘
鶏
が
ル
ー
ツ
の
よ
う
で
す
。

　

ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
時
代
か
ら
、琉
球
と

の
交
易
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
も
の
が
取

引
さ
れ
て
い
ま
し
た
。泡
盛
は
昔
か
ら

タ
イ
米
で
す
。タ
イ
米
と
日
本
の
黒
麹

菌
で
泡
盛
が
熟
成
さ
れ
て
い
ま
す
。沖

縄
に
は
名
誉
領
事
館
が
あ
り
、瑞
泉
酒

造
の
佐
久
本
会
長
が
名
誉
領
事
で
す
。

　

タ
イ
の
ト
ン
ブ
リ
王
朝
の
ト
ン
ブ
リ

が
、日
本
の
丼
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。タ
イ
の
東
北
部
の
イ
サ
ン
は
、

米
文
化
で
発
酵
文
化
。発
酵
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
で
、寿
司
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
で

は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
北
部
の
山
岳
地
帯
、南
部
の
リ

ゾ
ー
ト
地
帯
、そ
し
て
中
央
部
と
東
北

部
。も
う
一
つ
深
南
部
が
あ
り
ま
す
。マ

レ
ー
シ
ア
と
の
国
境
の
所
で
す
。イ
ス
ラ

ム
教
徒
が
多
く
、こ
の
エ
リ
ア
の
人
た

ち
は
独
立
を
し
た
い
と
、た
ま
に
爆
弾

テ
ロ
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。タ
イ
南
部
と

聞
い
て
、タ
イ
の
全
部
が
大
丈
夫
か
な

と
思
わ
ず
に
、位
置
関
係
を
知
っ
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

　

逆
に
言
う
と
、日
本
も
福
島
と
福
岡

は
福
が
一
緒
だ
か
ら
、海
外
か
ら
見
る

と
福
岡
も
危
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
経

緯
が
あ
り
ま
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
か
ら

見
る
と
距
離
感
覚
が
分
か
ら
な
い
ま
ま

に
、地
図
で
見
る
と
近
い
関
係
に
あ
る

か
ら
危
な
い
と
な
り
ま
す
。情
報
を
き

ち
ん
と
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。

　

バ
ン
コ
ク
の
東
側
に
空
港
が
あ
り
、

西
側
に
は
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
が
あ
り

ま
す
。昔
は
メ
ナ
ム
川
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。メ
ナ
ム
と
い
う
の
は
、川
と
い

う
意
味
で
す
。川
川
と
な
る
の
で
、正
式

名
称
で
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
と
呼
ん
で

い
ま
す
。英
語
で
は
バ
ン
コ
ク
で
す
が
、

タ
イ
語
で
は
ク
ル
ン
テ
ー
プ
で
す
。バ
ン

コ
ク
と
い
う
呼
び
方
は
ど
こ
か
ら
来
た

か
と
い
う
と
、王
宮
の
エ
リ
ア
の
と
こ
ろ

に
コ
ッ
ク
村
が
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

の
貿
易
船
が
来
た
と
き
に
、こ
こ
は
ど

こ
だ
と
聞
い
た
ら
、村
人
は「
コ
ッ
ク
村

で
す
」と
答
え
ま
し
た
。村
と
は
、タ
イ

語
で
バ
ー
ン
で
す
。そ
れ
で
バ
ン
コ
ク
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

タ
イ
北
部
で
は
チ
ェ
ン
マ
イ
。日
本
で

言
え
ば
京
都
で
す
。国
境
の
街
の
チ
ェ
ン

ラ
イ
は
、東
側
が
ラ
オ
ス
、西
側
が
ミ
ャ

ン
マ
ー
で
す
。ラ
オ
ス
側
に
は
、ゴ
ー
ル

デ
ン
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
経
済
特
区
と
中

国
語
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。川
を
北
に

遡
る
と
中
国
の
雲
南
省
に
行
き
ま
す
。

中
国
資
本
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
い

る
の
で
す
。そ
う
い
う
の
を
見
る
と
、ア

ア
に
す
る
経
済
特
区「
東
部
経
済
回

廊
」の
開
発
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。西

日
本
新
聞
は
５
月
２
日
と
３
日
に「
タ

イ
経
済
・
再
興
へ
の
道
」を
掲
載
。こ
の

記
事
の
中
で
、日
本
の
企
業
へ
の
期
待
や

東
部
経
済
回
廊
で
目
指
し
て
い
る
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
政
府
は
、「
タ
イ
ラ
ン
ド
４
・
０
」

と
い
う
経
済
政
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

１
・
０
の
農
業
か
ら
始
ま
り
、軽
工
業
、

重
工
業
、そ
し
て
４
・
０
が
Ｉ
Ｏ
Ｔ
を
活

用
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
や
最
先
端
な
デ
ジ

タ
ル
系
の
産
業
で
す
。さ
ら
に
も
う
一

つ
。４
月
に
タ
イ
の
教
育
大
臣
が
日
本
の

文
部
大
臣
に
会
っ
て
い
ま
す
。今
後
進
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
が
教
育
分
野
で
す
。

　

タ
イ
国
内
で
学
校
法
人
を
つ
く
る
に

は
タ
イ
資
本
が
51
％
以
上
と
法
律
で

決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。今
後
、タ
イ
の
特

区
で
は
１
０
０
％
外
国
資
本
で
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。な
ぜ
か
と
い
う
と
、今

タ
イ
は
経
済
発
展
を
し
て
い
ま
す
が
、

人
材
育
成
が
間
に
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。タ

イ
資
本
の
学
校
を
建
て
た
と
し
て
も
、

ノ
ウ
ハ
ウ
が
一
緒
に
付
い
て
き
ま
せ
ん
。

な
の
で
、日
本
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
そ
の
ま
ま

持
ち
込
め
る
学
校
、例
え
ば
高
専
の
よ

う
な
も
の
を
誘
致
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
、昨
年
か
ら
日
本
の
高
専
と
タ
イ
ア

ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

　

東
部
地
区
に
、高
専
の
よ
う
な
も
の
を

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。た
だ
こ
れ
は

タ
イ
に
対
し
て
の
人
材
不
足
で
は
な
く
、

ア
セ
ア
ン
全
体
の
人
材
不
足
で
す
。カ
ン

ボ
ジ
ア
な
ど
か
ら
も
生
徒
を
受
け
入
れ

て
、日
系
企
業
に
就
職
で
き
る
よ
う
な

人
材
育
成
体
制
を
整
え
て
い
き
ま
す
。

１
５
４
万
人
の
日
本
人
が
タ
イ
へ

　

観
光
面
で
は
、昨
年
タ
イ
を
訪
れ
た

外
国
の
方
は
３
５
０
０
万
人
で
す
。こ
れ

は
前
年
比
プ
ラ
ス
８
％
。こ
の
う
ち
日

本
人
が
１
５
４
万
人
。過
去
最
高
数
値

で
す
。１
位
は
圧
倒
的
に
中
国
で
す
。前

年
比
11
％
増
で
９
８
０
万
人
。２
０
１
８

年
の
１
月
か
ら
４
月
ま
で
で
、前
年
比

30
％
で
す
。た
だ
し
中
国
は
、人
口
13
億

人
に
対
し
て
の
出
国
者
は
１
億
人
な
の

で
、ま
だ
10
％
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ア
ジ
ア
の
国
か
ら
だ
け
が
タ
イ
を
訪

れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ロ
シ
ア

や
ア
メ
リ
カ
、ド
イ
ツ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
の
観
光
客
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
訪
日
外
国
人
数
を
２
０
２

０
年
ま
で
に
４
０
０
０
万
人
を
目
標
に

し
て
い
ま
す
。２
０
１
７
年
が
２
８
０
０

万
人
で
す
。圧
倒
的
に
多
い
の
が
東
ア

ジ
ア
で
、70
％
を
超
え
て
い
ま
す
。日
本

政
府
が
一
番
伸
ば
し
た
い
地
域
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
す
。昨
年
、日
本
を
訪
れ
て
い

る
欧
米
か
ら
の
人
は
約
11
％
。タ
イ
で

は
３
割
以
上
が
欧
米
で
す
。

　

タ
イ
と
い
う
国
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人

た
ち
が
ど
う
い
う
の
を
好
ん
で
い
る
の

か
を
見
る
指
標
の
一
つ
と
捉
え
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
。直
接
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

行
っ
て
の
リ
サ
ー
チ
も
あ
り
ま
す
が
、

リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
何
を
求
め
て
い
る
の

か
が
分
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

タ
イ
で
の
在
留
邦
人
は
７
万
人
。３

カ
月
未
満
の
出
張
者
は
届
け
出
の
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
し
、観
光
客
を
含
め
れ

ば
バ
ン
コ
ク
に
は
常
に
10
万
人
ほ
ど
の

日
本
人
が
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

タ
イ
は
暫
定
政
権
で
、３
年
近
く
に

な
り
ま
す
。家
族
で
赴
任
と
言
わ
れ
た

ら
、危
険
な
所
に
は
行
か
せ
な
い
で
す

よ
ね
。実
際
に
は
バ
ン
コ
ク
を
含
め
て
安

心
安
全
な
の
で
す
。タ
イ
の
報
道
で
黄

色
と
か
赤
色
と
か
、ク
ー
デ
タ
ー
と
い

う
言
葉
に
、わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
ア
レ

ル
ギ
ー
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
こ
に
惑

わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
数
年
前
に
あ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ツ
ア
ー
が
福
岡
で
計
画
さ
れ
ま
し
た

が
、ク
ー
デ
タ
ー
的
な
も
の
が
起
き
た

こ
と
で
中
止
に
な
り
ま
し
た
。私
は「
こ

う
い
う
有
事
だ
か
ら
こ
そ
、市
場
が
一

番
見
え
る
の
に
な
ぜ
行
か
な
い
の
で
す

か
」と
話
し
た
の
で
す
が
、「
危
な
い
で

し
ょ
う
」。そ
の
一
言
で
し
た
。そ
れ
か
ら

３
年
、タ
イ
は
非
常
に
成
長
し
て
い
ま

す
。そ
の
３
年
は
日
本
の
タ
イ
ム
ロ
ス
に

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
間
に
中
国
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

タ
イ
に
は
地
下
鉄
が
あ
り
ま
す
。工
事

の
と
き
に
、車
両
も
日
本
製
で
と
い
う
動

き
が
あ
り
ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
ド
イ

ツ
の
シ
ー
メ
ン
ス
に
決
ま
り
ま
し
た
。や

は
り
、阿
吽
的
な
日
本
の
感
覚
で
は
、海

外
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

日
本
と
の
関
わ
り
が
深
い
タ
イ

　

次
に
タ
イ
の
歴
史
に
つ
い
て
。あ
ら
た

め
て「
タ
イ
」と
尋
ね
る
と
、「
あ
あ
、ア
ジ

ア
ね
」と
い
っ
た
返
事
が
返
っ
て
き
ま
す
。

上
か
ら
の
目
線
の
よ
う
で
す
。特
に
九
州

の
皆
さ
ん
に
は
そ
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

関
東
な
ど
か
ら
九
州
に
来
る
と
、福

岡
の
人
は
、福
岡
は
都
会
だ
と
思
っ
て
い

る
の
が
分
か
り
ま
す
。私
の
両
親
は
鹿
児

島
で
、生
ま
れ
は
大
分
。ず
っ
と
九
州
な

の
で
、悪
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。気
付
か

な
い
と
い
け
な
い
点
で
す
。タ
イ
国
政
府

観
光
庁
に
電
話
で
お
尋
ね
に
な
る
と
き

に
、「
タ
イ
の
空
港
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

す
か
」で
は
な
く
、「
都
会
で
す
か
」と
言

わ
れ
ま
す
。タ
イ
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た

人
は
、「
思
っ
た
以
上
に
都
会
で
し
た
」

と
言
わ
れ
ま
す
。思
っ
た
以
上
に
と
い
う

の
は
、最
初
か
ら
上
か
ら
目
線
。ビ
ジ
ネ

ス
で
も
、観
光
で
も
、そ
う
い
う
錯
覚
を

し
て
い
ま
せ
ん
か
と
言
い
た
い
の
で
す
。

今
、福
岡
に
は
多
く
の
方
が
海
外
か
ら

来
て
い
ま
す
。タ
イ
か
ら
も
来
て
い
ま
す
。

福
岡
空
港
に
降
り
立
っ
た
瞬
間
、な
ん
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き
に
、今
日
は
火
曜
日
だ
か
ら
ピ
ン
ク
を

ア
レ
ン
ジ
す
れ
ば
、タ
イ
の
人
と
の
商
談

も
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

タ
イ
で
は
出
家
し
て
い
る
僧
侶
は
２

２
８
の
戒
律
を
守
っ
て
い
ま
す
。朝
５
時

台
に
起
き
て
、お
経
を
あ
げ
て
か
ら
托

鉢
に
行
き
、そ
し
て
お
経
を
あ
げ
て
７

時
か
ら
食
事
を
と
る
。そ
し
て
も
う
１

回
お
経
を
あ
げ
ま
す
。12
時
以
降
に
食

事
を
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

12
時
前
に
食
事
を
済
ま
せ
ま
す
。

　

日
本
の
宗
教
団
体
の
人
が
来
て
、僧

侶
が
結
婚
し
て
い
る
と
か
お
酒
を
飲
む

と
聞
く
と
驚
き
ま
す
。そ
う
い
う
文
化

の
違
い
を
理
解
し
て
お
か
な
い
と
、タ

イ
の
人
に
は
逆
に
マ
イ
ナ
ス
効
果
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、黄

シ
ャ
ツ
と
赤
シ
ャ
ツ
の
選
挙
で
よ
く
日

本
の
方
が「
い
や
最
終
的
に
は
国
王
が

出
て
き
て
治
め
た
」と
解
説
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
国
王
が
出
て
来
た
の
は
、

あ
る
程
度
段
取
り
が
つ
い
た
と
き
な
の

で
す
。采
配
的
に
あ
な
た
た
ち
は
こ
う

し
な
さ
い
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

黄
色
と
赤
色
と
い
う
の
は
政
治
的
な

主
張
な
の
で
、タ
イ
の
民
主
主
義
で
す
。

民
主
主
義
が
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ

リ
カ
の
基
準
と
は
違
い
ま
す
。そ
の
国

独
特
の
基
準
が
あ
る
の
で
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
の
時
代
で
す
が
、日
本
の

方
は
ど
う
し
て
も
日
本
基
準
で
接
し
て

し
ま
い
が
ち
な
部
分
が
あ
り
ま
す
。30

年
前
も
そ
う
で
す
け
ど
も
、進
出
し
て

よ
く
失
敗
す
る
の
が
、タ
イ
の
文
化
を

知
ら
な
い
ま
ま
に
日
本
的
に
従
業
員
に

接
し
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

タ
イ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、人
前
で
怒
ら

れ
る
の
が
一
番
の
侮
辱
で
す
。日
本
的
に

「
お
前
何
や
っ
て
い
る
ん
だ
」と
部
下
の

前
で
言
う
と
、メ
ン
ツ
を
潰
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。と
き
に
は
、後
で
刺
さ
れ
る

な
ど
事
件
に
つ
な
が
る
こ
と
さ
え
あ
り

ま
す
。デ
ー
タ
に
出
な
い
部
分
で
あ
る
タ

イ
の
人
た
ち
、タ
イ
の
文
化
を
知
っ
た
上

で
接
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
す
。

　

タ
イ
人
が
年
間
１
０
０
万
人
ほ
ど
日

本
に
来
て
い
ま
す
。日
本
で
見
た
も
の
、

触
れ
た
も
の
を
付
加
価
値
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。例
え
ば
イ
チ
ゴ

の
あ
ま
お
う
。１
パ
ッ
ク
２
０
０
０
円
の

と
き
に
タ
イ
で
３
０
０
０
円
で
売
っ
て

も
、２
０
０
０
円
の
価
値
を
知
っ
て
い
る

か
ら
３
０
０
０
円
で
も
買
う
人
が
増
え

て
い
ま
す
。い
わ
ゆ
る
中
間
層
が
増
え
て

い
る
の
で
す
。

　

日
本
的
な
部
分
で
あ
る
お
も
て
な
し

は
、い
い
も
の
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い

ま
す
。う
ち
の
店
は
こ
う
だ
か
ら
と
、あ

ま
り
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
こ
と
を
言
う

と
敬
遠
さ
れ
ま
す
。

　

旅
館
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
を
呼
ぼ
う

と
し
て
い
る
と
き
に
、皆
さ
ん
も
ご
経

験
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
ど
も「
夕

食
は
何
時
に
し
ま
す
か
、７
時
で
す
か
、

７
時
半
で
す
か
、最
終
は
８
時
で
す
よ
」

と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

人
た
ち
は
、夕
食
を
食
べ
る
の
は
８
時

以
降
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。お
も
て

な
し
と
ホ
ス
ピ
リ
テ
ィ
を
取
り
違
え
な

い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

相
手
の
文
化
と
日
本
の
文
化
。相
手

の
文
化
の
見
え
な
い
部
分
を
も
う
少
し

知
っ
て
い
く
こ
と
が
、今
後
の
交
流
だ
け

で
は
な
く
、い
ろ
ん
な
こ
と
に
つ
な
が
る

と
思
い
ま
す
。

　

九
州
の
福
岡
に
新
た
に
領
事
館
が
で

き
る
こ
と
で
相
互
交
流
が
進
も
う
と
し

て
い
ま
す
。各
自
治
体
の
方
は「
九
州

を
、九
州
を
」と
言
い
な
が
ら
も
、中
身

は「
福
岡
を
、熊
本
を
」で
す
。も
う
少
し

全
体
的
な
取
り
組
み
が
必
要
で
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　

タ
イ
の
視
察
旅
行
も
あ
り
ま
す
。今

の
タ
イ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
。も

ち
ろ
ん
悪
い
点
も
あ
り
ま
す
。そ
れ
を
含

め
て
現
地
を
見
て
、そ
の
空
気
感
を
感

じ
て
ほ
し
い
の
で
す
。そ
の
と
き
は
私
を

通
訳
と
し
て
同
行
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

福
岡
で
は
タ
イ
駐
在
経
験
者
の
こ
っ

そ
り
と
し
た
会
を
開
い
て
い
ま
す
。年

に
２
回
程
度
タ
イ
料
理
を
食
べ
て
タ
イ

で
の
思
い
出
話
や
情
報
交
換
を
す
る
よ

う
な
会
で
す
。も
し
御
社
の
中
で
、う
ち

の
誰
々
が
タ
イ
に
い
た
よ
と
か
の
情
報

が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。

ジ
ア
全
体
が
動
い
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　

ス
コ
ー
タ
イ
は
、タ
イ
の

焼
き
物
の
場
所
で
す
。サ
ン

カ
ロ
ー
ク
と
い
う
焼
き
物

が
、日
本
に
入
っ
て
き
て
ス

ン
コ
ロ
ク
焼
と
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
ス
コ
ー
タ
イ
で
な

じ
み
が
あ
る
の
が
ウ
ル
ト
ラ

マ
ン
で
す
。ス
コ
ー
タ
イ
の

仏
像
の
面
長
な
像
が
、ウ
ル

ト
ラ
マ
ン
の
原
型
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。一
番
当
初
の

面
長
な
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
が
ス

コ
ー
タ
イ
の
仏
像
と
一
致
し

ま
す
。

　

南
部
は
リ
ゾ
ー
ト
だ
け

で
は
な
く
、食
品
加
工
な
ど

の
エ
リ
ア
で
す
。ロ
シ
ア
人

が
多
い
の
が
南
部
で
す
。国

際
空
港
の
ゲ
ー
ト
も
英
語
、

中
国
語
に
加
え
、ロ
シ
ア
語

で
表
記
し
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
は
地
理
的
に
も
環
境
に
恵
ま
れ

て
い
た
国
で
す
。フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス

が
周
り
を
植
民
地
に
し
て
い
る
と
き

に
、不
干
渉
地
帯
に
な
っ
た
の
が
タ
イ
。

ど
こ
の
国
の
植
民
地
に
な
ら
ず
に
独
立

を
守
っ
た
の
は
、い
い
意
味
で
の
タ
イ
の

外
交
バ
ラ
ン
ス
で
す
。こ
れ
が
今
の
海
外

と
の
や
り
と
り
で
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

タ
イ
料
理
は
四
つ
の
味
が
基
本

　

タ
イ
料
理
は
辛
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
が
、誤
解
を
さ
れ
て
い
る

部
分
が
あ
り
ま
す
。タ
イ
料
理
は
、辛

さ
、酸
っ
ぱ
さ
、甘
さ
、塩
辛
さ
の
四
つ

が
基
本
。こ
の
四
つ
が
う
ま
い
具
合
に
バ

ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

タ
イ
の
人
た
ち
は
、最
終
的
に
自
分

の
味
付
け
に
し
ま
す
。タ
イ
ラ
ー
メ
ン
は

鶏
ガ
ラ
の
ス
ー
プ
で
す
が
、自
分
で
辛

さ
や
甘
さ
、酸
っ
ぱ
さ
な
ど
を
加
え
て

自
分
の
味
付
け
に
し
ま
す
。作
り
手
は

あ
く
ま
で
も
味
付
け
前
の
最
低
限
の
味

付
け
を
す
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
誤
解
が
生
じ
る
か
と
い
う

と
、タ
イ
で
は
ラ
ー
メ
ン
が
ブ
ー
ム
で

す
。訪
日
し
た
と
き
に
自
分
で
も
う
少

し
味
付
け
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

ト
ウ
ガ
ラ
シ
や
酢
が
欲
し
い
と
言
う
。

日
本
の
店
は
嫌
が
り
ま
す
。う
ち
の
ス

ー
プ
は
完
成
し
て
い
る
の
に
、な
ぜ
そ

こ
に
味
を
付
け
加
え
る
ん
だ
と
な
り
ま

す
。タ
イ
で
は
そ
れ
が
習
慣
に
な
っ
て
い

る
の
で
、自
分
な
り
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

味
に
し
た
い
と
い
う
の
を
理
解
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

最
近
日
本
の
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で

も
、タ
イ
の
も
の
が
増
え
ま
し
た
。特
に

パ
ク
チ
ー
が
人
気
で
す
。私
た
ち
に
は
理

解
で
き
な
い
の
で
す
が
、若
い
世
代
の
人

た
ち
が
パ
ク
チ
ー
を
い
ろ
ん
な
料
理
に

入
れ
て
い
ま
す
。タ
イ
で
は
パ
ク
チ
ー
は

あ
く
ま
で
も
飾
り
。タ
イ
語
で「
パ
ク
チ

ー
ロ
イ
ナ
ー
」（
パ
ク
チ
ー
を
盛
る
）と
い

う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。誤
魔
化
す

と
い
う
こ
と
で
す
。パ
ク
チ
ー
は
、盛
れ

ば
盛
る
ほ
ど
本
来
の
料
理
の
味
を
誤
魔

化
し
て
、香
草
で
消
す
と
い
う
意
味
が

あ
る
の
で
す
。取
り
繕
う
と
い
う
意
味
も

あ
り
ま
す
。パ
ク
チ
ー
は
、日
本
の
刻
み

ネ
ギ
の
よ
う
な
感
覚
な
の
で
す
。そ
れ
を

誤
解
し
て
、パ
ク
チ
ー
は
体
に
い
い
と
思

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。タ
イ
料
理
は
、酸
っ

ぱ
さ
の
中
に
ハ
ー
ブ
が
豊
富
な
の
で
体

に
い
い
。パ
ク
チ
ー
だ
け
が
い
い
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。い
い
意
味
で
は
、パ
ク
チ

ー
を
通
じ
て
タ
イ
料
理
へ
の
偏
見
が
無

く
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。

　

タ
イ
の
コ
ー
ヒ
ー
や
ワ
イ
ン
も
広
ま

っ
て
い
ま
す
。福
岡
市
内
で
も
タ
イ
ワ
イ

ン
が
、タ
イ
料
理
以
外
の
店
に
も
入
っ
て

き
て
い
ま
す
、ス
タ
ン
ド
コ
ー
ヒ
ー
の
店

の
中
に
も
タ
イ
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
扱
っ

て
い
る
店
が
あ
り
ま
す
。

曜
日
の
色
を
大
切
に
す
る

　

続
い
て
仏
教
に
つ
い
て
。曜
日
に
よ
っ

て
色
が
あ
り
、曜
日
の
仏
様
が
い
ま
す
。

日
曜
日
の
赤
に
始
ま
り
、月
曜
は
黄
色
、

火
曜
が
ピ
ン
ク
、水
曜
は
緑
、木
曜
は
オ

レ
ン
ジ
、金
曜
は
青
、土
曜
は
紫
で
す
。

　

タ
イ
ガ
ー
ウ
ッ
ズ
の
お
母
さ
ん
は
タ

イ
人
で
す
。タ
イ
ガ
ー
ウ
ッ
ズ
が
最
終

日
に
残
る
と
、日
曜
日
で
あ
れ
ば
赤
の

ポ
ロ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
ま
す
。石
川
遼
さ

ん
は
、タ
イ
の
ゴ
ル
フ
親
善
大
使
で
す
。

最
終
日
が
日
曜
の
と
き
は
赤
を
着
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

タ
イ
の
人
た
ち
は
非
常
に
色
を
大
切

に
し
ま
す
。タ
イ
の
人
と
商
談
を
す
る
と

1971（昭和46）年大分県生まれ。81（同56）年4月
より、父親の仕事の関係でタイの小学校に通学。
95（平成7）年福岡大学商学部を卒業後、バンコ
クのユニオン語学学校でタイ語研修。97（同9）
年10月タイ国政府観光庁福岡事務所マーケティ
ングオフィサー、2007（同19）年4月九州大学大
学院経済学府産業マネジメント専攻入学。09（同
21）年同修了。16（同28）年2月タイ国政府観光
庁大阪事務所PRマネージャー、現在に至る。

冨松　寛考

タイ国政府観光庁
大阪事務所PRマネージャー

とみ まつ ひろ のり
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日本の歴史はここ
筑紫・博多・福岡から
始まった

　

最
初
に
テ
レ
ビ
の「
も
も
ち
浜
ス
ト

ア
」の
映
像
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。創

業
年
に
つ
い
て
調
べ
る
も
の
で
、福
岡
市

博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
菓
子
木
型

は
、も
と
も
と
は
五
十
二
萬
石
本
舗
・

如
水
庵
が
使
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、

リ
ポ
ー
タ
ー
が
取
材
に
来
ま
し
た
。創

業
年
は
伝
承
で
は
安
土
桃
山
時
代
の

天
正
年
間
で
す
。20
年
ほ
ど
前
、福
岡
商

工
会
議
所
か
ら
創
業
年
の
確
定
を
と
い

う
指
示
を
受
け
て
、い
ろ
い
ろ
調
べ
て
天

正
15
年
に
し
ま
し
た
が
、現
在
は
不
明

に
し
て
い
ま
す
。

　

創
業
年
に
つ
い
て
は
３
年
が
か
り
で

調
査
を
し
ま
し
た
。７
代
前
の
１
８
３
０

年
頃
ま
で
た
ど
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
以

前
は
言
い
伝
え
な
の
で
創
業
年
を
不
明

に
し
た
の
で
す
。「
黒
田
如
水
の
よ
う
な

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
」と
い
う
父
の
言
葉

と
、黒
田
官
兵
衛（
如
水
）の
平
和
主

義
、文
化
主
義
、人
間
主
義
へ
の
深
い
共

感
か
ら
、販
売
会
社
を
如
水
庵
に
し
ま

し
た
。

大
陸
の
文
化
が
北
部
九
州
に

　

今
日
、お
話
し
し
た
い
の
は
筑
紫
や

博
多
、福
岡
と
い
う
呼
び
名
が
あ
る
こ

の
地
域
は
、日
本
と
世
界
が
出
合
っ
て

交
流
し
、新
た
な
創
造
を
生
み
出
す
先

駆
の
土
地
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
ポ
ス
タ
ー
は
１
９
８
５
年
、私

が
38
歳
、青
年
会
議
所
の
イ
ベ
ン
ト
で

実
行
委
員
長
を
し
て
い
た
と
き
の
も
の

で
す
。ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
か
ら
撮
影
し
た

も
の
を
、北
と
南
を
ひ
っ
く
り
返
し
て

い
ま
す
。「
交
流
直
流
」を
キ
ー
ワ
ド
に
、

ア
ジ
ア
の
中
の
福
岡
と
い
う
テ
ー
マ
で

イ
ベ
ン
ト
を
や
り
ま
し
た
。国
対
国
の

交
流
も
大
事
だ
が
、民
衆
対
民
衆
の
直

流
す
な
わ
ち
、と
な
り
ま
ち
外
交
こ

そ
、こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

青
年
会
議
所
の
福
岡
ブ
ロ
ッ
ク
に
は

２
０
０
０
名
の
会
員
が
い
て
、そ
れ
ぞ
れ

が
取
材
活
動
を
し
て
取
り
ま
と
め
、当

時
の
奥
田
八
二
福
岡
県
知
事
と
進
藤
一

馬
福
岡
市
長
に
７
項
目
を
提
言
し
ま
し

た
。ア
ジ
ア
太
平
洋
博
覧
会
を
は
じ

め
、ほ
と
ん
ど
が
実
現
を
し
ま
し
た
が
、

一
つ
だ
け
実
現
し
て
い
な
い
の
は
福
岡

と
上
海
の
定
期
航
路
で
す
。

　

私
は
学
校
で
、米
作
り
は
静
岡
の
登

呂
遺
跡
が
一
番
古
い
と
習
い
ま
し
た
。息

子
の
教
科
書
を
見
る
と
、福
岡
の
板
付

遺
跡
で
す
。孫
の
教
科
書
を
見
る
と
、唐

津
の
菜
畑
遺
跡
と
書
い
て
い
ま
す
。米

作
り
は
、こ
こ
博
多
を
中
心
に
し
た
北

部
九
州
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　

中
国
、朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
、博

多
を
中
心
に
し
た
北
部
九
州
に
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。古
事
記
や
日
本
書
紀
の
舞
台
は

ほ
と
ん
ど
が
九
州
で
す
。

　

お
茶
は
脊
振
山
の
南
で
始
ま
り
、厚

手
の
絹
織
物
は
博
多
織
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。製
粉
技
術
が
伝
わ
っ
た
の
も

福
岡
で
す
。魚
の
脂
か
ら
菜
種
油
、ろ
う

そ
く
、電
気
に
な
っ
た
光
の
文
化
も
、こ

の
辺
り
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。電
力

王
と
呼
ば
れ
た
松
永
安
左
衛
門
さ
ん

も
、壱
岐
出
身
で
福
岡
に
縁
の
深
い
人

物
で
す
。

　

食
文
化
、土
器
、土
木
や
建
築
な
ど

の
技
術
、文
字
、思
想
、仏
教
な
ど
は
70

％
以
上
が
、中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
北

部
九
州
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。も
ち
ろ

ん
、台
湾
や
琉
球
な
ど
か
ら
伝
わ
っ
た

も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。あ
る
い
は
カ
ム

チ
ャ
ッ
カ
か
ら
北
海
道
へ
、あ
る
い
は
ウ

ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
新
潟
へ
伝
わ
っ

た
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

遣
唐
使
や
遣
隋
使
、遣
新
羅
使
は
、

ほ
と
ん
ど
が
福
岡
の
西
公
園
の
突
端
に

あ
る
荒
津
の
浜
か
ら
出
発
し
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
中
国
、朝
鮮
半
島
は
、

日
本
の
文
化
の
大
恩
人
で
す
。ま
さ
に

中
国
は
、日
本
文
化
の
父
で
あ
り
母
で

す
。韓
朝
鮮
半
島
は
、日
本
文
化
の
兄
で

あ
り
、姉
で
す
。歴
史
を
少
し
紐
解
け

ば
、す
ぐ
分
か
る
こ
と
で
す
。大
恩
人
で

あ
る
と
い
う
歴
史
認
識
を
持
っ
て
、も
っ

と
も
っ
と
仲
良
く
、手
に
手
を
取
っ
て

進
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
、日
本
の
未
来

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
た
な
出
会
い
か
ら
、創
造
が
生
ま

れ
ま
す
。福
岡
市
博
物
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
国
宝
の
金
印
の
輝
き
は
、そ
の

象
徴
で
す
。

　

当
時
、中
国
で
は
皇
帝
を
頂
点
と
す

る
秩
序
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
、周
辺

の
異
民
族
の
王
に
印
を
与
え
ま
し
た
。

『
後
漢
書
』の
中
に
、西
暦
57
年
、後
漢
の

初
代
皇
帝
の
光
武
帝
が
、印
綬
を
与
え

た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。印
文
の「
漢
委

奴
國
王
」は
、「
か
ん
の
わ
の
な
の
こ
く

お
う
」と
読
む
の
か
、「
わ
な
」と
読
む
の

か
、私
は「
い
と
」と
読
む
の
が
正
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

金
印
の
サ
イ
ズ
は
縦
と
横
が
そ
れ
ぞ

れ
２
・
３
㌢
、重
さ
１
０
８
㌘
。つ
ま
み
は

蛇
で
す
。蛇
以
外
に
も
、ラ
ク
ダ
、ヒ
ツ

ジ
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
の
１
７
８
４

年
４
月
12
日
、志
賀
島
で
甚
兵
衛
と
い

う
お
百
姓
さ
ん
が
水
田
の
耕
作
中
に
偶

然
に
発
見
し
ま
し
た
。

　

黒
田
家
に
伝
わ
り
、１
９
７
８
年
に

福
岡
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。明
治
維

新
後
、黒
田
家
が
東
京
に
移
っ
た
際
に
、

東
京
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
た

も
の
で
す
。寄
託
で
な
く
て
寄
贈
に
し
て

い
れ
ば
福
岡
市
博
物
館
に
帰
っ
て
こ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。寄
託
は
所

有
権
の
移
転
で
は
な
く
、色
が
あ
せ
な

い
よ
う
に
と
か
、虫
が
食
わ
な
い
よ
う
に

な
ど
管
理
を
託
す
こ
と
で
す
。寄
贈
は

所
有
権
の
移
転
で
す
。

　

余
談
で
す
が
、福
岡
市
博
物
館
に
展

示
し
て
い
る
わ
た
く
し
ど
も
の
菓
子
の

木
型
の
１
４
４
本
は
、福
岡
市
博
物
館

に
寄
贈
し
た
も
の
で
す
。当
時
、「
博
物

館
の
た
め
に
、ぜ
ひ
寄
贈
し
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
て
、う
ち
に
置
い
と
っ
て

も
使
わ
ん
し
、「
ど
う
ぞ
」と
言
っ
て
持
っ

て
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。寄
託
と
い
う

方
法
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
な

か
っ
た
の
で
、寄
贈
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。大
き
な
失
敗
で
し
た
。

　

こ
の
印
綬
は
周
り
の
二
十
数
カ
国
に

ル
ー
ル
を
決
め
て
与
え
ま
し
た
。そ
の
一

つ
は
中
国
の
皇
帝
に
よ
る
周
辺
属
国
へ

の
印
の
授
与
の
規
則
性
が
あ
り
ま
す
。

金
印
は
ナ
ン
バ
ー
１
の
支
配
者
に
、銀

印
は
ナ
ン
バ
ー
２
の
支
配
者
に
、銅
印
は

第
３
の
支
配
者
。ま
さ
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

と
同
じ
で
す
。

　

も
う
一
つ
、読
み
方
の
規
則
性
が
あ

り
ま
す
。学
校
で
習
っ
た
の
は「
か
ん
の

わ
の
な
の
こ
く
お
う
」で
し
た
。「
漢
」が

あ
っ
て
、「
委
」が
あ
っ
て
、「
奴
」が
あ
る

の
３
段
読
み
で
す
。「
か
ん
の
わ
な
」、あ

る
い
は「
か
ん
の
い
と
」と
い
う
よ
う
に
、

２
段
読
み
が
ル
ー
ル
な
の
で
、そ
う
す
る

べ
き
で
す
。

　

漢
の
皇
帝
に
直
属
す
る
の
が「
委
奴

（
わ
な
・
い
と
）」の
国
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
を
代
表
す
る
ナ
ン
バ
ー
１
の
支
配

者
が
近
畿
で
は
な
く
、博
多
湾
岸
、あ

る
い
は
北
部
九
州
に
い
た
と
い
う
判
断

が
自
然
で
す
。

　

邪
馬
台
国
の
近
畿
説
の
人
は
、中
国

か
ら
近
畿
に
帰
る
途
中
に
志
賀
島
あ
た

り
で
落
と
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。大
切

な
金
印
を
落
と
す
と
い
う
事
が
あ
る
で

し
ょ
う
か
。邪
馬
台
国
九
州
説
を
一
歩

進
め
て
、九
州
王
朝
説
が
主
張
さ
れ
る

由
縁
が
、こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

白
村
江
の
戦
い
。こ
れ
は
、百
済
と
委

の
連
合
軍
が
新
羅
と
唐
の
連
合
軍
に
敗

れ
た
戦
い
で
、再
び
攻
め
込
ま
れ
た
と

き
の
防
衛
の
た
め
に
基
山
、大
野
城
、水

城
を
築
き
ま
し
た
。勝
っ
た
唐
の
軍
隊

が
委
の
首
都
、今
の
大
宰
府
政
庁
跡
に

駐
留
し
ま
し
た
。す
べ
て
の
戦
い
は
、勝

っ
た
方
が
負
け
た
方
の
首
都
に
駐
留
し

ま
す
。そ
の
後
、首
都
が
大
宰
府
か
ら
近

畿
に
替
わ
り
ま
し
た
。大
宝
律
令
が
制

定
さ
れ
た
７
０
１
年
か
ら
、委
を
日
本

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
筑
紫
・
博
多
・
福
岡
に
は
遠
の
朝

廷
と
称
さ
れ
た
大
宰
府
が
置
か
れ
、隣

の
朝
鮮
半
島
や
中
国
、シ
ル
ク
ロ
ー
ド

地
方
か
ら
文
化
を
い
ち
早
く
吸
収
し
、

使
節
を
受
け
入
れ
、使
節
を
送
り
出

五十二萬石本舗・
如水庵代表取締役社長

森 恍次郎氏

　西日本支店長会6月例会の演題は、「日本の歴史はここ筑
紫・博多・福岡から始まった」。講師の五十二萬石本舗・如水
庵代表取締役社長の森恍次郎氏が、古代から海外との交流
の窓口であった福岡の歴史や特色、人物について語りました。
　社名の由来となった黒田官兵衛（如水）についての思いは
厚く、「利休七哲といわれるほど茶道を究め、詩歌、文学に親
しみ四書五経など当時の最高の学問を学び、日本の諸葛孔明
といわれる教養人」「神罰よりも君罰、君罰よりも民罰を一番
恐れた民主主義者であり、一人の人間を大切にした人間主義
者」と紹介しました。　　　　　　　　  （講演日：2018年6月21日）

もり こう じ ろう

青年会議所のポスター

か
ん

わ

な
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す
、先
進
の
国
際
都
市
で
し
た
。筑
紫
館

（
つ
く
し
の
む
ろ
つ
み
）、の
ち
の
鴻
臚
館

は
迎
賓
館
兼
宿
泊
所
で
、７
２
８
年
、大

宰
府
政
庁
の
長
官（
当
時
は
外
務
大
臣

の
役
割
）で
あ
る
大
伴
旅
人
が
妻
の
大

伴
郎
女
を
伴
っ
て
赴
任
し
て
き
ま
す
。

筑
紫
守（
当
時
は
県
知
事
の
役
割
）の

山
上
憶
良
も
一
緒
で
し
た
。

　

こ
の
２
人
は
筑
紫
歌
壇
と
し
て
、万

葉
集
に
多
く
の
歌
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
背
景
に
、万
葉
の
詩
が
き
こ
え

る「
筑
紫
も
ち
」が
生
ま
れ
ま
し
た
。私

の
祖
母
が
作
っ
て
く
れ
た
黄
粉
餅
を
商

品
化
し
た
も
の
で
す
。

　

旅
人
の
奥
さ
ん
大
伴
郎
女
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
山
上
憶
良
が
大
伴
旅
人

に
な
り
き
っ
て
詠
ん
だ
詩
で
す
。「
大
野

山
霧
立
ち
渡
る
わ
が
嘆
く
息
嘯（
お
き

そ
）の
風
に
霧
立
ち
わ
た
る
」で
す
。

鎖
国
以
前
は
最
大
の
国
際
都
市

　

遣
隋
使
、遣
唐
使
、遣
新
羅
使
に
つ
い

て
。万
葉
集
に
は
、荒
津
の
山（
西
公

園
）、荒
津
の
岬
、荒
津
の
海
、荒
津
の
浜

が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。こ
こ
荒
津

の
港
か
ら
出
発
し
て
、こ
こ
に
帰
っ
て
く

る
の
が
計
画
で
し
た
。４
艘
仕
立
て
で

行
っ
て
も
、１
艘
も
着
か
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。多
く
の
優
秀
な
日
本
の
青
年

が
海
の
藻
く
ず
と
な
っ
て
死
ん
で
い
き

ま
し
た
。大
変
な
犠
牲
を
払
っ
て
最
優

秀
の
青
年
た
ち
を
命
懸
け
で
派
遣
し

て
、大
陸
の
文
化
を
学
ば
せ
た
の
で
す
。

　

遣
隋
使
は
６
０
０
年
か
ら
６
１
５
年

ま
で
５
回
行
っ
て
い
て
、小
野
妹
子
が
有

名
で
す
。遣
唐
使
は
６
３
０
年
か
ら
８
９

４
年
ま
で
20
回
で
す
。第
８
回
の
７
０
２

年
に
山
上
憶
良
が
行
く
と
き
は
、前
年

（
７
０
１
年
）の
大
宝
律
令
制
定
に
よ
り

日
本
と
い
う
国
号
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

第
９
回
の
７
１
７
年
は
、阿
倍
仲
麻

呂
。「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日

な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」と

い
う
有
名
な
歌
が
あ
り
ま
す
。こ
の
歌

は
中
国
で
故
郷
の
奈
良
を
し
の
ん
で
歌

っ
た
と
言
う
事
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、博

多
湾
を
出
発
し
た
と
き
の
感
動
を
歌
っ

た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
人
も
い
ま

す
。春
日
と
い
う
地
名
は
宝
満
山
の
麓

に
あ
り
ま
す
。御
笠
川
の
源
流
が
宝
満

山
で
す
。宝
満
山
は
、竈
門
山
、御
笠
山

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。奈
良
の
三

笠
山
は
標
高
が
低
く
よ
く
見
え
ま
せ

ん
。だ
か
ら「
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か

も
」と
い
う
の
は
、宝
満
山
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
私
も
思
い
ま
す
。

　

第
12
回
の
遣
唐
使
は
、７
５
４
年
。中

国
か
ら
の
帰
り
は
、４
艘
で
出
発
し
て
、

１
艘
は
和
歌
山
に
漂
着
。唐
の
僧
侶
で

あ
っ
た
鑑
真
を
乗
せ
た
１
艘
は
鹿
児
島

の
坊
津
に
漂
着
し
ま
し
た
。受
戒
と
い
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
洗
礼
の
儀
式

と
同
じ
も
の
で
、「
受
戒
の
資
格
を
持
っ

た
高
僧
が
日
本
に
来
て
、僧
を
名
乗
っ

て
い
る
人
た
ち
を
正
式
な
仏
教
徒
に
し

て
ほ
し
い
」と
、日
本
か
ら
の
若
き
遣
唐

使
が
鑑
真
に
頼
ん
だ
の
で
す
。鑑
真
は

弟
子
に「
誰
か
日
本
に
行
く
の
は
い
な

い
か
」と
言
っ
た
の
で
す
が
、捕
ま
っ
た

ら
死
刑
で
す
か
ら
誰
も
行
か
な
い
。じ

ゃ
あ
、私
が
行
こ
う
と
鑑
真
和
上
が
決

死
の
覚
悟
で
、６
度
目
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で

成
功
す
る
の
で
す
が
、そ
の
と
き
は
目

が
見
え
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。鑑
真

和
上
の
決
然
と
一
人
立
っ
た
心
境
を
歌

っ
た
谷
村
新
司
の
作
詞
作
曲
の
大
ヒ
ッ

ト
曲
が「
昴
」で
す
。井
上
靖
の『
天
平
の

甍
』は
、鑑
真
和
上
の
物
語
で
す
。ぜ
ひ

読
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

18
回
の
遣
唐
使
が
弘
法
大
師（
空

海
）で
、福
岡
市
博
多
区
の
東
長
寺
は

空
海
が
開
い
た
日
本
最
初
の
真
言
宗
の

お
寺
で
す
。伝
教
大
師
の
最
澄
も
遣
唐

使
の
一
員
で
し
た
。古
賀
の
花
鶴
ヶ
浜
に

漂
着
し
ま
し
た
。大
き
な
鶴
が
花
の
ご

と
く
舞
っ
て
い
て
、け
た
た
ま
し
い
鶴
の

鳴
き
声
で
伝
教
大
師
が
我
に
返
り
、経

巻
を
ま
と
め
て
す
ぐ
近
く
の
立
花
山
を

布
教
の
拠
点
に
し
ま
し
た
。そ
こ
に
独

鈷
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

菅
原
道
真
が「
止
め
ま
し
ょ
う
。こ
ん

な
に
犠
牲
を
出
し
て
ま
で
す
る
必
要
は

も
う
あ
り
ま
せ
ん
」と
言
っ
た
の
が
８
９

４
年
で
す
。最
後
の
20
回
は
菅
原
道
真

に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

遣
新
羅
使
は
、６
６
８
年
か
ら
８
３
６

年
ま
で
の
28
回
で
す
。

　

古
代
か
ら
江
戸
幕
府
が
鎖
国
を
す

る
ま
で
は
、福
岡
は
最
大
の
国
際
都
市

で
し
た
。そ
う
い
う
お
も
て
な
し
の
心

が
、福
岡
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。最
大
の
国
際

都
市
が
、江
戸
幕
府
の
鎖
国
政
策
に
よ

っ
て
普
通
の
地
方
都
市
に
成
り
下
が
っ

て
し
ま
っ
た
。し
か
し
、今
再
び
ア
ジ
ア

の
中
の
福
岡
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

う
ど
ん
、そ
ば
、饅
頭
の
発
祥

　

次
が
平
清
盛
・
重
盛
親
子
と
袖
の

湊
。袖
の
湊
は
日
本
初
の
人
工
港
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。平
清
盛
の
命
を
受
け

た
息
子
の
重
盛
が
袖
の
湊
を
整
備
。博

多
は
貿
易
で
大
い
に
栄
え
ま
し
た
。

　

ど
ん
た
く
の
始
ま
り
で
あ
る
博
多
松

囃
子
は
、１
１
７
９
年
に
死
去
し
た
重

盛
を
悼
み
、恩
恵
を
受
け
た
博
多
商
人

が
足
を
踏
む
よ
う
な
踊
り
で
供
養
を

し
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。

　

オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
、休
日
は「
ゾ
ン
タ

ー
ク
」。「
ど
ん
た
く
」と
呼
び
始
め
た
の

は
１
８
７
０
年
代
ご
ろ
か
ら
で
、そ
れ
ま

で
は
博
多
松
囃
子
で
す
。昔
は
土
曜
日

が
半
分
休
み
の
と
き
は「
半
ド
ン
」と
言

っ
て
い
ま
し
た
。

　

謝
国
明
と
聖
一
国
師
が
、博
多
織
と

博
多
祇
園
山
笠
の
起
源
で
す
。謝
国
明

は
南
宋
の
人
。博
多
の
綱
首
で
、船
を
所

有
し
日
宋
貿
易
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

承
天
寺
の
建
立
で
聖
一
国
師
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。ま
た
、年
越
し
そ

ば
、針
き
ゅ
う
、博
多
鋏
、製
粉
技
術
、

製
粉
機
な
ど
を
伝
え
ま
し
た
。う
ど
ん

や
そ
ば
、饅
頭
も
博
多
が
発
祥
で
す
。

　

博
多
が
大
飢
饉
に
な
っ
て
疫
病
も
流

行
り
、餓
死
す
る
人
が
増
え
ま
し
た
。

餓
死
寸
前
の
人
た
ち
が
提
灯
を
片
手
に

持
ち
、片
手
は
友
人
の
手
を
持
っ
て「
つ

ん
の
う
て
行
こ
う
、つ
ん
の
う
て
行
こ

う
」と
言
っ
て
承
天
寺
を
目
指
し
ま
し

た
。そ
し
て
、そ
ば
が
き
を
食
べ
て
命
を

と
り
と
め
た
人
も
い
ま
し
た
。

　

翌
年
は
大
豊
作
。博
多
で
は
運
が
開

く
そ
ば「
運
そ
ば
」と
言
い
年
末
に
食
べ

ま
す
。こ
れ
が
年
越
し
そ
ば
の
始
ま
り

で
す
。

　

聖
一
国
師
が
疫
病
の
退
散
の
た
め
、施

餓
鬼
棚
と
い
う
神
輿
み
た
い
な
も
の
に

乗
っ
て
、祈
祷
水（
甘
露
水
）を
撒
い
た

の
が
博
多
祇
園
山
笠
の
始
ま
り
で
す
。

　

２
０
１
６
年
12
月
１
日
、博
多
祇
園

山
笠
の
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
が
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
が
山
笠
も
博
多
織
も
７
７
７
周
年

で
す
。

　

博
多
織
の
技
法
は
、博
多
商
人
の
満

田
弥
三
右
衛
門
が
僧
侶
、聖
一
国
師
の

随
行
者
と
し
て
南
宋
に
渡
り
、６
年
間

滞
在
し
て
織
の
技
法
を
習
得
し
て
１
２

４
１
年
に
帰
国
し
て
、織
物
の
技
法
を

伝
授
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

筑
前
藩
主
の
黒
田
長
政
が
徳
川
幕

府
に
献
上
品
と
し
て
博
多
織
を
選
ん
で

毎
年
献
上
し
ま
し
た
。こ
れ
が
博
多
献

上
の
起
源
で
す
。博
多
織
は
７
７
７
周

年
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
作
成
し
、あ
ら
ゆ

る
事
業
で
活
用
し
て
い
ま
す
。「
博
多
献

上
」模
様
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
独
鈷
、華

皿
、縞
を
分
解
し
七
の
文
字
に
再
構
成

し
た
デ
ザ
イ
ン
だ
そ
う
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
、元
寇
の
襲
来
が
あ
り

ま
し
た
。１
回
目
は
文
永
の
役（
１
２
７

４
年
）で
、こ
の
と
き
は
ま
だ
防
塁
は
あ

り
ま
せ
ん
。元
軍
が
２
万
７
０
０
０
人
と

も
３
万
９
７
０
０
人
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。そ
れ
に
対
し
日
本
は
１
０
０
０

人
。し
か
も
戦
い
方
が
違
い
ま
す
。鎌
倉

時
代
の
武
士
は
、「
我
こ
そ
は
森
の
恍
次

郎
な
り
」と
名
乗
り
を
上
げ
る
間
に
、バ

ン
と
鉄
砲（
火
の
玉
）の
よ
う
な
も
の
で

や
ら
れ
、一
気
に
大
宰
府
ま
で
攻
め
込

ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
は
、謝
国
明
が
大
活
躍
を

し
ま
し
た
。元
の
フ
ビ
ラ
イ
は
騎
馬
民

族
で
、船
は
苦
手
で
す
。そ
こ
で
朝
鮮
や

南
宋
の
人
た
ち
を
捕
虜
に
し
て
、日
本

に
攻
め
て
き
た
の
で
す
。そ
の
と
き
に
謝

国
明
が
朝
鮮
で
造
船
を
し
ま
す
が
、仕

掛
け
を
す
る
の
で
す
。謝
国
明
の
計
ら

い
で
、船
の
碇
石
を
落
と
す
と
ひ
っ
く

り
返
る
よ
う
に
設
計
し
て
い
ま
し
た
。

同
郷
の
南
宋
の
船
頭
た
ち
に
暴
動
を
起

こ
さ
せ
て
、博
多
湾
に
戻
ら
せ
ま
し
た
。

そ
の
時
碇
石
を
落
し
て
転
覆
さ
せ
ま
し

た
。だ
か
ら
台
風
は
来
な
か
っ
た
と
言

う
事
が
真
実
だ
そ
う
で
す
。こ
れ
は
町

内
の
歴
史
に
詳
し
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か

ら
、昔
、聞
い
た
話
で
す
。早
く
検
証
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

元
が
ま
た
来
る
と
い
う
こ
と
で
、今

津
の
浜
か
ら
香
椎
ま
で
約
20
㌔
を
、筑

前
、筑
後
、豊
前
、豊
後
、肥
前
、肥
後
、

日
向
、薩
摩
、大
隅
、九
州
九
つ
の
国
の

御
家
人
、地
頭
た
ち
が
団
結
し
て
、わ

ず
か
５
カ
月
間
で
防
塁
を
築
い
た
そ
う

で
す
。筑
前
で
は
墓
石
や
漬
物
石
ま
で

も
持
っ
て
行
き
、幅
３
㍍
、高
さ
３
㍍
の

防
塁
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
、２
度
目
の
弘
安
の
役（
１

２
８
１
年
）で
す
。元
軍
は
14
万
と
も
15

万
と
も
16
万
と
も
い
わ
れ
、圧
倒
的
兵

力
で
す
。し
か
し
こ
の
時
は
、防
塁
が
威

力
を
発
揮
し
た
上
に
、台
風
が
本
当
に

来
て
、日
本
は
征
服
さ
れ
ず
に
済
む
わ

け
で
す
。

　

中
世
に
は
進
取
の
気
性
に
富
む
博
多

商
人
が
ア
ジ
ア
各
地
と
の
貿
易
を
広

げ
、多
数
の
外
国
人
が
住
む
町
も
で
き
、

豊
か
な
自
治
都
市
が
築
か
れ
ま
し
た
。

ろ
う
そ
く
を
産
業
化
し
て
巨
万
の
富
を

築
い
た
神
屋
宗
湛
は
、貿
易
で
も
巨
万

の
富
を
築
き
ま
し
た
。島
井
宗
室
や
大

賀
宗
九
と
並
び「
博
多
の
三
傑
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。石
見
銀
山
を
開
発
し

た
の
は
、神
屋
宗
湛
の
曽
祖
父
、神
屋

寿
貞
で
す
。

菅原道真

博多祇園山笠

う
た

せ

ど
っ
こ

は
な

ざ
ら

し
ま

が　

き　

だ
な

み
こ
し

い
ら 

つ
め



1112

例会 Report
福
岡
は
官
兵
衛
が
名
付
け
親

　

黒
田
官
兵
衛
は
、２
０
１
４
年
に
大

河
ド
ラ
マ
と
し
て
放
送
さ
れ
ま
し
た
。

如
水
庵
と
屋
号
を
決
め
た
40
年
前
、福

岡
県
立
図
書
館
に
行
っ
て
官
兵
衛
に
関

す
る
本
を
二
十
数
冊
読
み
、私
な
り
の

官
兵
衛
観
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

官
兵
衛
は
、14
歳
の
と
き
に
母
を
亡

く
し
ま
す
。悲
し
む
さ
ま
は
尋
常
で
は

な
か
っ
た
。崇
福
寺
の
官
兵
衛
の
お
墓

に
、４
面
に
わ
た
っ
て
官
兵
衛
の
人
生
が

漢
文
で
び
っ
し
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。一

番
信
頼
で
き
る
資
料
で
す
。そ
れ
を
読

む
と
、外
で
遊
び
ま
わ
る
武
芸
達
者
な

若
者
か
ら
、母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は

別
人
の
よ
う
に
家
に
引
き
こ
も
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。母
が
好
き
だ
っ
た
古

今
和
歌
集
を
は
じ
め
、日
本
の
古
典
に

母
を
求
め
て
没
頭
し
、つ
い
に
は
人
生

観
を
求
め
中
国
の
四
書
五
経
に
ま
で
そ

の
回
答
を
求
め
た
そ
う
で
す
。

　

悲
し
み
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
の
は
、

３
年
後
の
17
歳
の
と
き
で
し
た
。こ
の
と

き
に
初
陣
を
果
た
し
ま
す
。勝
ち
は
し

ま
し
た
が
、現
実
の
戦
い
は
残
酷
で
悲

惨
な
も
の
で
し
た
。自
ら
は
か
ろ
う
じ

て
一
命
は
取
り
留
め
た
も
の
の
、側
近
幹

部
の
何
人
か
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。そ
の

母
親
た
ち
の
悲
し
む
さ
ま
は
尋
常
で
は

な
い
。母
を
こ
ん
な
に
悲
し
ま
せ
る
戦

は
、絶
対
に
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
誓
っ
た
わ
け
で
す
。

　

応
仁
の
乱
以
来
、戦
乱
が
１
０
０
年

以
上
続
き
、民
衆
は
塗
炭
の
苦
し
み
に

あ
え
い
で
い
ま
す
。な
ん
と
か
戦
乱
の
世

を
終
わ
ら
せ
て
平
和
な
世
を
と
、母
親

の
岩（
イ
ワ
）を
は
じ
め
多
く
の
母
の
願

い
を
か
な
え
る
こ
と
を
、官
兵
衛
は
誓

い
ま
し
た
。信
長
に
一
日
も
早
く
天
下

を
取
ら
せ
て
、戦
乱
の
世
を
終
わ
ら
せ

よ
う
と
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。し
か
し
、

本
能
寺
の
変
で
、そ
れ
は
か
な
い
ま
せ

ん
で
し
た
。次
に
秀
吉
に
早
く
天
下

を
取
ら
せ
よ
う
と
全
力
を
尽
く
し

ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
も
残
念
な

が
ら
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
う
家
康
し
か
い
な
い
と
、全
力

を
尽
く
し
ま
し
た
。島
津
を
除
く

九
州
の
ほ
と
ん
ど
を
家
康
側
に
し

た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。そ
し
て
、

戦
乱
の
世
が
終
わ
っ
た
の
で
す
。

　

母
の
悲
願
を
自
分
の
悲
願
と
し

て
戦
い
続
け
、実
現
し
た
官
兵
衛
は「
お

も
ひ
お
く
言
の
葉
な
く
て
つ
い
に
行
く

道
は
ま
よ
は
じ
な
る
に
ま
か
せ
て
」と

詠
ん
で
い
ま
す
。少
し
の
悔
い
も
な
い
大

満
足
の
人
生
で
あ
っ
た
と
い
う
辞
世
の

句
を
詠
ん
で
、見
事
な
自
己
実
現
の
人

生
を
送
り
ま
し
た
。

　

官
兵
衛
は
天
下
を
取
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。ほ
と
ん
ど
の
著
者

は
天
下
を
取
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
書

い
て
い
ま
す
。し
か
し
、天
下
を
取
ろ
う

と
思
っ
て
い
る
人
が
、荒
木
村
重
を
救

い
た
い
一
心
で
有
岡
城
に
単
身
で
乗
り

込
ん
だ
り
、小
田
原
攻
め
で
秀
吉
の
総

攻
撃
を
止
め
さ
せ
て
単
身
で
乗
り
込
み

北
条
氏
政
・
氏
直
親
子
に
講
和
を
進
め

た
り
す
る
な
ど
、危
険
極
ま
り
な
い
行

動
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
た
い
へ
ん
誠
実
な
人
で
、天
下
を

取
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。関
ケ
原
の
戦
い
が
長
引
い
て
、

家
康
が
大
き
く
傷
つ
き
、ど
う
し
て
も

天
下
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
き
は
取

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。戦
乱
の
世
を

終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
か

ら
、自
分
が
天
下
を
取
る
と
い
う
こ
と

は
第
一
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

官
兵
衛
は
、血
を
流
さ
ず
に
勝
つ
事

を
第
一
と
し
ま
し
た
。や
む
を
得
ず
血

を
流
さ
ざ
る
を
得
な
い
戦
い
に
際
し
て

は
、味
方
は
も
ち
ろ
ん
、敵
ま
で
も
最
小

限
の
犠
牲
に
留
め
る
こ
と
に
全
力
を
尽

く
し
ま
し
た
。

　

利
休
七
哲
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
茶
道
を

究
め
、詩
歌
、文
学
に
親
し
み
四
書
五

経
な
ど
当
時
の
最
高
の
学
問
を
学
び
、

日
本
の
諸
葛
孔
明
と
い
わ
れ
る
教
養
人

で
し
た
。さ
ら
に
、神
罰
よ
り
も
君
罰
、

君
罰
よ
り
も
民
罰
を
一
番
恐
れ
た
民
主

主
義
者
で
あ
り
、一
人
の
人
間
を
大
切

に
し
た
人
間
主
義
者
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
社
名
を
如
水
庵
と
し
た
の
は
、

官
兵
衛
の
平
和
主
義
、文
化
主
義
、人

間
主
義
に
共
感
し
た
か
ら
で
す
。そ
れ

ま
で
は「
出
で
よ
坂
本
龍
馬
10
万
人
運

動
」を
や
っ
て
い
ま
し
た
。龍
馬
を
超
え

る
人
物
だ
と
確
信
し
た
か
ら
で
す
。

　

博
多
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
歌
を

紹
介
し
ま
す
。「
松
む
め（
梅
）や
末
な

か（
長
）か
れ
と
み
と
り（
緑
）た
つ
山
よ

り
つ
つ
く（
続
く
）さ
と
は
ふ
く
岡（
福

岡
）」。こ
れ
が
福
岡
の
地
名
の
由
来
で

す
。現
在
は
岡
山
県
で
す
が
、備
前
国
邑

久
郡
福
岡
に
官
兵
衛
は
住
ん
で
い
た
の

で
、ふ
る
里
の
名
前
を
付
け
た
の
で
す
。

1947（昭和22）年生まれ。70（同
45）年九州大学経済学部卒業後、
五十二萬石本舗代表取締役社長
に就任。89（平成元）年如水庵代
表取締役社長に就任。モンドセレ
クション最高金賞を受賞した「筑
紫もち」をはじめ、数多くの和洋菓
子を開発。現在、全日本洋菓子工
業会理事、公益社団法人博多法
人会副会長などを務める。

森　恍次郎

五十二萬石本舗・
如水庵代表取締役社長

もり こう じ ろう

黒田官兵衛

　第１部となる６月例会・森恍次郎氏「日本の歴史はここ筑紫・博多・福岡
から始まった」終了後、第２部として懇親名刺交換会が催されました。
　あいさつと乾杯の発声は、西日本支店長会会長の上谷隆氏（タカラスタ
ンダード㈱福岡支社 常務執行役員福岡支社長）にしていただきました。
　参加者は、それぞれに会話を弾ませて交流を深めていました。

第2部は懇親名刺交換会
－－西日本支店長会の上谷会長があいさつ－－

い
く
さ

お

く
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西日本豪雨で講演を急遽取りやめ
昼食後に新入会・初参加会員を紹介

7月合同例会

　

７
月
６
日（
金
）は
、西

日
本
支
店
長
会
と
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
合

同
例
会
。

　

佐
賀
県
知
事
の
山
口

祥
義
氏
を
講
師
に
迎
え

て「
明
治
維
新
１
５
０
年

の
節
目
に
」と
題
し
て
講

演
を
し
て
も
ら
う
予
定

で
し
た
。

　

当
日
は
、九
州
北
部
は

大
雨
で
佐
賀
県
を
流
れ

る
嘉
瀬
川
な
ど
に
氾
濫

警
報
が
出
た
こ
と
か
ら
、

山
口
知
事
は
県
庁
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
と
い
う
こ
と
で
西
日
本

会
事
務
局
に
連
絡
が
あ

り
、合
同
例
会
講
演
は
急

遽
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
講
演
が
無
い
例
会

は
、私
が
知
っ
て
い
る
限

り
初
め
て
の
こ
と
。申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
」と
西
山

事
務
局
長
。

　

昼
食
が
済
ん
で
か
ら
、

会
員
の
３
分
間
Ｐ
Ｒ
が

２
社
あ
り
、そ
の
後
、新

入
会
と
初
参
加
会
員
を

紹
介
し
ま
し
た
。

　

西
日
本
支
店
長
会
へ

の
新
入
会
で
あ
い
さ
つ

を
し
た
の
は
、新
菱
冷
熱

工
業
の
小
倉
博
九
州
支

社
長
。

　

会
員
変
更
後
、通
常

例
会
に
初
参
加
は
、西
日

本
支
店
長
会
が
キ
リ
ン

ビ
ー
ル
の
中
島
信
二
九

州
統
括
本
部
福
岡
・
佐

賀
支
社
長
、永
宮
達
矢

商
船
三
井
フ
ェ
リ
ー
九

州
支
社
長
兼
博
多
支
店

長
、宮
下
俊
郎
日
本
銀

行
福
岡
支
店
長
、宮
本

勝
巳
丸
紅
九
州
支
社

長
、篠
田
正
一
三
井
住
友

海
上
火
災
保
険
理
事
福

岡
支
店
長
、北
村
雄
峰

三
井
生
命
保
険
福
岡
支

社
長
、永
吉
哲
也
リ
ク
ル

ー
ト
キ
ャ
リ
ア
九
州
営

業
部
長
の
７
人
、パ
ー
ト

ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
は
河
部

祐
司
九
電
工
福
岡
支
店

福
岡
支
社
長
と
末
本
博

に
し
け
い
常
務
取
締
役

営
業
本
部
長
の
２
人
。

「
博
多
祇
園
山
笠
の
前
に

着
任
で
き
て
ラ
ッ
キ
ー

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」な

ど
、そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
紹

介
を
し
、７
月
合
同
例
会

は
終
了
し
ま
し
た
。

篠田正一氏

小倉博氏

北村雄峰氏

中島信二氏

永吉哲也氏

永宮達矢氏

河部祐司氏

宮下俊郎氏

末本博氏

宮本勝巳氏

岡
田
准
一　

西
島
秀
俊　

黒
木 

華　

池
松
壮
亮　

麻
生
久
美
子

緒
形
直
人　

新
井
浩
文　

柳
楽
優
弥　

芳
根
京
子　

駿
河
太
郎　

渡
辺 

大

石
橋
蓮
司　

富
司
純
子　

奥
田
瑛
二

脚
本  

小
泉
堯
史　
原
作  

葉
室 

麟 

「
散
り
椿
」（
角
川
文
庫
刊
）　
音
楽  

加
古 

隆

9
月
28
日（
金
） 全
国
公
開

©2018「散り椿」製作委員会

監
督
・
撮
影  

木
村
大
作

たたたたたたたたたた
だだだだだだ
愛愛愛愛愛愛
のののののののの
たたたたたたたたたた
めめめめめめめめめ
、、、、、、、男男男男男男男男男
ははははははははははは
哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀哀
ししししししししし
きききききききき
剣剣剣剣剣剣剣剣
をををををををを
振振振振振振振振
るるるるるるるる
うううううう―――――

―――――
――――――
――
――――
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西日本支店長会関西OB会
　
「
西
日
本
支
店
長
会
関
西
Ｏ

Ｂ
会
」が
２
月
21
日（
水
）、大
阪

市
の
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
大

阪
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。参
加

者
は
Ｏ
Ｂ
会
員
17
名
、新
聞
社

か
ら
５
名
の
22
名
で
し
た
。１
年

ぶ
り
に
再
会
す
る
会
員
も
い

て
、会
場
は
和
や
か
な
ム
ー
ド

に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

最
初
に
事
務
局
が
、現
役
会

員
数
が
過
去
最
多
の
２
５
７
社

に
な
り
活
発
に
活
動
し
て
い
る

こ
と
と
、今
年
10
月
に
本
会
を

設
立
し
て
40
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
記
念
祝
賀
例
会
を
開
催

す
る
こ
と
を
報
告
。

　

そ
の
後
、西
日
本
新
聞
社
か

ら
の
参
加
者
を
紹
介
し
、代
表

し
て
、柴
田
建
哉
社
長
が
あ
い

さ
つ
。１
年
を
振
り
返
り
、天
神

ビ
ッ
グ
バ
ン
の
中
心
で
あ
る
大

名
小
学
校
跡
の
再
開
発
や
、福

岡
空
港
の
民
営
化
、九
州
大
学

の
移
転
跡
地
開
発
、博
多
ウ
ォ

ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
構
想
な
ど
の

行
方
に
目
が
離
せ
な
い
こ
と

や
、福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ホ
ー
ク

ス
の
日
本
一
な
ど
に
つ
い
て
話

し
ま
し
た
。

　

乾
杯
の
音
頭
は
、関
西
Ｏ
Ｂ

会
会
長
で
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
関
西
支
社 

上
席
執
行
役
員
関
西
支
社
長 

押
部
隆
利
氏
。支
店
長
会
で
繋

が
っ
た
縁
が
続
い
て
い
る
こ
の
楽

し
い
会
に
感
謝
し
よ
う
、と
乾
杯

の
発
声
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
の
後
半
は
、参
加
者
に
よ
る

近
況
報
告
で
す
。各
人
、関
西
で

の
仕
事
や
福
岡
時
代
の
思
い
出

な
ど
を
、関
西
ら
し
く
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
に
披
露
。会
場
は
笑
い

声
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

近
況
報
告
の
終
了
後
は
お
楽

し
み
抽
選
会
。賞
品
は
、福
岡
の

秋
の
風
物
詩
、筥
崎
宮
の
放
生

会
で
人
気
の
お
は
じ
き
と
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
。抽
選
箱
の
引
き
手
は
、

新
聞
社 

中
満
大
阪
支
社
長
。大

い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

最
後
は
恒
例
の「
博
多
祝
い

唄
」３
番
と
博
多
手
一
本
。「
博

多
祝
い
唄
」１
番
は
高
江
洲
さ

ん
、２
番
は
北
川
さ
ん
、３
番
は

新
聞
社 

坂
井
営
業
本
部
長
。高

江
洲
さ
ん
の
博
多
手
一
本
で
見

事
に
締
め
ま
し
た
。

西日本支店長会 関西OB会  出席者

石　田　能　久

伊　藤　文　章

上　野　至　大

奥　田　昭　一

押　部　隆　利

勝　　　　　寛

菊　川　博　士

北　川　聡　一

住　谷　安　彦

髙江洲　文　雄

田　中　　　信

長谷川　秀　彦

長谷川　隆　一

丸　市　佳　永

森　田　繁　夫

山　川　　　薫

渡　津　弘　己

氏　　名 現職会社名

㈱ニシテック

福岡県 大阪事務所

NPO法人『ママの働き方応援隊』 

㈱リジェンド・エンジニアリング

TOTO㈱

大阪東急REIホテル

阪和興業㈱

神鋼テクノ㈱

DICグラフィックス㈱

㈱ミライト・テクノロジーズ

オリックス㈱

第一生命保険㈱

㈱竹中工務店

三和シャッター工業㈱

英語講師（大学・小学校）

共英製鋼㈱

㈱鴻池組

所長

会長

取締役

上席執行役員関西支社長

総支配人

顧問

取締役相談役

支配人 大阪北支社長

大阪本店 常務執行役員

中部・関西ビル建材事業部長

　

理事

ビルシステム事業部
営業部ソリューション部長

大阪本社 条鋼建材第一部
理事条鋼建材第一部長

大阪支店
西日本グラビア営業本部長

西日本営業本部
理事副本部長

取締役常務執行役員
大阪本店長

役　　職

三和シャッター工業㈱
九州広域ブロック

西日本電信電話㈱ 福岡支店

住友電設㈱ 九州支店

TOTO㈱ 九州支社

㈱博多エクセルホテル東急

阪和興業㈱ 九州支店

㈱神戸製鋼所 九州支店

DICグラフィックス㈱ 九州支店

西日本電信電話㈱

オリックス㈱ 福岡支店

第一生命保険㈱ 福岡総合支社

㈱竹中工務店 九州支店

キャセイパシフィック航空㈱

住友金属工業㈱ 九州支社

㈱鴻池組 九州支店

アズビル㈱
ビルシステムカンパニー九州支店

現役会員時社名・役職

●現職会社名・役職は2018.2.21時点　●氏名50音順
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●モロゾフ 福岡支店
●森永乳業九州 営業本部
●明治 西日本支社
●三好不動産
●丸住製紙 九州支店
●ホテル日航福岡
●ホテルオークラ福岡
●福岡ソフトバンクホークス
●福岡昭和タクシー
●福岡カンツリー倶楽部
●博多座
●博多エクセルホテル東急

●ネスレ日本 九州支社

●ニューオータニ九州
　ホテルニューオータニ博多

●日本たばこ産業 九州支社
●日本製紙 九州営業支社
●日本航空 九州支社
●西日本自動車
●西鉄シティホテル 西鉄グランドホテル
●タカラスタンダード 福岡支社
●ダイドードリンコ 西日本第二営業部
●全日本空輸 九州支社
●西研グラフィックス
●商船三井フェリー 博多支店
●ジュピターテレコム 九州・山口ブロック

●Sansan
●サッポロビール 九州本部

●ゴルフダイジェスト・オンライン 
　福岡支社

●月桂冠 九州営業部
●グリーンランドリゾート
●熊本県 福岡事務所
●熊谷組 九州支店
●キリンビバレッジ 九州地区本部

●キリンビール 九州統括本部 
　福岡・佐賀支社

●キッコーマン食品 九州支社
●カゴメ 九州支店
●鹿児島県 福岡事務所

●加賀電子 福岡営業所

●オンワード樫山 福岡支店

●大塚製薬 福岡支店

●大分県 福岡事務所

●エフ・ジェイホテルズ
　グランド・ハイアット・福岡

●江崎グリコ 九州菓子食品統括支店

●ANAクラウンプラザホテル福岡

●伊藤園 福岡支店

●イースタンスポーツ 博多スターレーン

●味の素AGF 九州支社

●アサヒビール 九州統括本部

●アサヒ飲料 九州支社

西日本支店長会・パートナーズクラブ
合同ゴルフ会

西日本支店長会・パートナーズクラブ 合同ゴルフ会 成績表 （敬称略）

氏　名

吉　田　　　弘

田重田　　　博

勝　山　正　昭

遠　藤　信　二

深　水　秋　光

徳　田　瑞　穂

吉　野　哲　也

細　谷　　　茂

波多江　裕　之

佐　藤　邦　弘

松　木　潤一郎

杉　本　義　光

優　勝

準優勝

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

19位（当日賞）

24位（西日本新聞社賞）

賞 会　社　名

安川電機

富士ゼロックス福岡

佐藤工業

ファビルス

ミナミ商事

ジュピターテレコム

日本コンクリート工業

第一ビルディング

大和不動産鑑定

三井不動産リアルティ九州

丸住製紙

医療情報健康財団

所　属

支店長会

支店長会

支店長会

パートナーズクラブ

パートナーズクラブ

支店長会

支店長会

支店長会

支店長会

支店長会

パートナーズクラブ

パートナーズクラブ

「西日本支店長会・パートナーズクラブ 合同ゴルフ会」賞品提供社（五十音順）

　
「
西
日
本
支
店
長
会
・
パ

ー
ト
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ 

合
同

ゴ
ル
フ
会
」を
５
月
19
日

（
土
）、福
岡
市
東
区
の
福
岡

カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部 

和
白

コ
ー
ス
で
開
催
し
、新
聞
社

５
名
を
含
む
80
名
が
参
加

し
ま
し
た
。少
し
肌
寒
い
天

候
で
し
た
が
、１
週
間
前
に

開
催
さ
れ
た「
保
険
の
窓
口

レ
デ
ィ
ー
ス
ト
ー
ナ
メ
ン

ト
」の
熱
気
冷
め
や
ま
ぬ
名

門
コ
ー
ス
で
楽
し
く
プ
レ

ー
さ
れ
ま
し
た
。

　

栄
え
あ
る
優
勝
は
、㈱

安
川
電
機 
吉
田 

弘 

理
事

九
州
支
店
長
で
し
た
。ベ
ス

ト
グ
ロ
ス
賞
は
、佐
藤
工
業

㈱ 

勝
山 

正
昭 

執
行
役
員

九
州
支
店
長
で
し
た
。ベ
ス

ト
10
内
は
、支
店
長
会
会

員
が
８
名
、パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

ク
ラ
ブ
会
員
２
名
で
し
た
。

　

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
１
週
間

後
の
グ
リ
ー
ン
に
は
特
に

苦
戦
を
強
い
ら
れ
、３
パ
ッ

ト
を
た
た
く
方
も
多
か
っ

た
よ
う
で
し
た
。

　

ホ
ー
ル
ア
ウ
ト
後
の
佐

藤
浩
司
プ
ロ
の
ワ
ン
ポ
イ
ン

ト
レ
ッ
ス
ン
に
も
、多
く
の

参
加
者
が
熱
心
に
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
て
お
ら
れ
ま

し
た
。次
回
の
コ
ン
ペ
で
役

立
つ
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
も
、多
く
の
賞
品
の

提
供
を
会
員
社
様
よ
り
い

た
だ
き
ま
し
た
。誌
上
を
お

借
り
し
ま
し
て
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。お
陰
さ
ま

で
、参
加
者
全
員
が
賞
品
を

お
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
ま
し
て
、参
加

会
員
皆
さ
ま
の
協
力
で
楽

し
い
ゴ
ル
フ
会
と
な
り
ま

し
た
。有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。次
回
は
、政
経
懇
話
会

と
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
含

む
西
日
本
会
全
体
の
ゴ
ル

フ
会
を
11
月
24
日（
土
）、

若
宮
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
で
行

い
ま
す
。多
く
の
ご
参
加
を

お
待
ち
い
た
し
ま
す
。



徳富 蘆花 ゆかりの地地地
徳富家旧家と記念館（熊本市中央区大江）

　蘇峰、蘆花兄弟の父一敬が、水俣から熊本市

に転居した木造平屋の旧家が保存されている。

蘇峰は19歳でこの家で「大江塾」を開き、蘆花も

塾生として学んでいる。隣接して、兄弟の記念館

が建てられ、諸資料と兄弟の足跡を知ることが

出来る。同志社で親交を結んだ新島襄が送った

花木も庭にある。

三太郎峠のトンネルと蘆花

　蘆花は生まれ故郷・水俣と熊本間をたびたび

通っている。その間に天下の難所・三太郎峠が

あり、旧国道の改築に当たり、煉瓦のトンネルが

掘削された。往復は馬車。「馬車は長い長い佐敷

太郎の坂を登り切った。上り坂の長い長い隧道

がある」（著書「死の蔭に」）。トンネルは土木学

会推奨・土木遺産に登録され、トンネル入り口の

木柱に蘆花の一文が書かれている。

畑
仕
事
に
精
を
出
す
徳
富
蘆
花

の
写
真
も
あ
る
記
念
館

1920

九州人
奔るはし

九州人が、一直線に奔る。
目的のため、がむしゃらに奔走する。
時代を超え、壁を破り、走り抜いた人びと
その軌跡を辿る。

27

ら
み
」か
ら
自
己
解
放
し
た
。兄
蘇

峰
が「
明
治
、大
正
、昭
和
三
代
に
わ

た
る
天
皇
制
日
本
の
針
路
に
癒
着

し
、ほ
ぼ
ま
ず
陽
の
当
た
る
場
面
、

光
の
部
分
ば
か
り
を
歩
み
続
け
た
」

（
評
論
家
・
中
野
好
夫
）の
に
対
し
、

蘆
花
は「
そ
の
影
の
部
分
、負
の
面

で
あ
っ
た
。維
新
後
の
新
日
本
が
、ど

う
し
よ
う
も
な
く
造
り
だ
し
て
い

た
歪
み
の
部
分
を
、時
に
は
侠
気
に

も
似
た
ひ
た
む
き
さ
で
生
き
続
け

た
」（
同
）と
し
、維
新
後
の
日
本
を

兄
弟
が
光
と
影
を
象
徴
的
に
生
き

た
と
論
じ
て
い
る
。

　

蘆
花
自
身
も「
人
生
の
裏
小
路
を

歩
い
て
き
た
」と
書
い
て
い
る
。

「
謀
反
論
」も

　

蘆
花
の
意
識
に
は
、家
制
度
の
向

こ
う
に
は
天
皇
制
が
あ
っ
た
。幸
徳

秋
水
の「
大
逆
事
件
」（
１
９
１
０
年
）

で
天
皇
暗
殺
を
企
図
し
た
と
し
て

26
人（
12
人
執
行
）が
有
罪
を
宣
告

さ
れ
た
時
、蘆
花
は
敢
え
て「
謀
反

論
」を
説
く（
１
９
１
１
年
、第
一
高

等
学
校
講
演
）。ま
た「
愛
国
、忠
君
、

其
れ
は
君
が
説
く
に
任
す
。願
わ
く

ば
陛
下
の
赤
子
を
し
て
飢
え
し
む

る
勿
れ
」と
も
書
き
、常
に
下
か
ら

の
視
点
を
保
っ
た
。

　

兄
弟
の
不
仲
は
続
い
た
が
、58
歳

で
蘆
花
が
死
の
床
に
つ
く
。臨
終
の

数
時
間
前
、兄
蘇
峰
が
病
床
を
訪

れ
、全
て
の
不
協
和
音
を
流
し
去
っ

た
。

　
「
何
一
つ
出
来
ぬ
自
分
に
も
、拙
い

な
が
ら
一
枝
の
筆
が
あ
る
」。兄
蘇

峰
の「
大
言
論
」と
は
対
照
的
に
、細

い
一
枝
の
筆
を
信
じ
、生
き
た
弟
蘆

花
を
、明
治
１
５
０
年
と
な
る
今
年

に
読
み
返
す
意
味
は
あ
る
。

＝
敬
称
略（
久
保
平
）

生
誕
１
５
０
年
、元
祖
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家

兄
・
蘇
峰
と
臨
終
間
際
に
和
解

　

今
年
は
明
治
維
新
１
５
０
年
。Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷（
せ
ご
）ど

ん
」な
ど
で
大
盛
り
上
が
り
、西
郷

隆
盛
の
ほ
か
大
久
保
利
通
、坂
本
竜

馬
ら
英
傑
た
ち
が「
陽
」の
ヒ
ー
ロ
ー

だ
と
す
る
と
、徳
富
蘆
花
は「
陰
」、

影
花
か
も
し
れ
な
い
。

　

維
新
後
の
近
代
国
家
づ
く
り
の

中
で
残
さ
れ
た
封
建
制
、家
制
度
、

男
女
差
別
な
ど
を
え
ぐ
っ
た
大
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー「
不
如
帰
」な
ど
蘆
花
の

作
品
は
、戦
後
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ

ず
、そ
の
名
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
た
感

が
あ
る
。大
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し

て
名
が
高
い
兄
・
蘇
峰
と
の
確
執
な

ど
、私
的
に
も「
影
花
」的
存
在
だ
っ

た
。

　

蘆
花
は
１
８
６
８
年
10
月
25
日
、

徳
川
最
後
の
将
軍
慶
喜
が
大
政
奉

還
、日
本
が
近
代
国
家
へ
生
ま
れ
変

わ
っ
た
年
、熊
本
県
水
俣
市
に
生
ま

れ
た
。兄
・
猪
一
郎（
蘇
峰
）に
連
れ

ら
れ
て
、新
島
襄
が
設
立
し
た
同
志

社
英
学
校
に
入
学
。兄
と
共
に
退
学

す
る
な
ど
、影
の
よ
う
に
連
れ
添
っ

て
少
年
期
を
過
ご
し
て
い
る
。

「
不
如
帰
」で

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家

　

小
説「
不
如
帰
」も
兄
・
蘇
峰
が
創

立
し
た「
国
民
新
聞
」に
連
載
、一
世

を
風
靡
す
る
流
行
作
家
と
な
っ
た
。

「
不
如
帰
」は「
家
制
度
」か
ら
生
ま

れ
た
青
年
男
女
の
悲
劇
を
テ
ー
マ
に

し
て
、日
本
人
の「
家（
制
度
）の
重

圧
」「
し
が
ら
み
」か
ら
の
脱
却
、解

放
を
説
い
た
作
品
と
し
て
、熱
烈
に

支
持
さ
れ
た
。

　

全
国
で
開
催
さ
れ
た
蘆
花
の
記

念
講
演
会
に
は
聴
衆
が
詰
め
か
け
、

熊
本
市
の
旭
座
の
講
演
会
に
は
開

幕
前
か
ら「
千
人
を
超
え
る
盛
況
」

（
蘆
花
全
集
付
録
）だ
っ
た
と
い
う
。

光
と
影
を
生
き
た
兄
弟

　

蘆
花
自
身
も
大
き
な
影
響
を
受

け
た
、兄
・
蘇
峰
へ
の「
決
別
状
」を
公

開
す
る
な
ど
、個
人
的
に
も「
し
が

徳富 蘆花（1868～1927）
「不如帰」で一世を風靡

とく とみ ろ

ほ ととぎ す

か

昭和2年、病気の蘆花（中央）を伊香保にたずねた兄の徳富蘇峰
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2018年度 西日本支店長会役員 （順不同、敬称略）

氏　　名

上　谷　　　隆

河　野　健　吾

前　田　　　隆

徳　田　瑞　穂

吉　原　　　毅

北　村　直　樹

若　宮　廣　祐

渡　邉　孝　樹

田　上　　　裕

三　井　　　智

粟　原　勇　人

前　田　恒　明

波多江　裕　之

宮　下　俊　郎

溝之上　正　充

松　岡　正　典

水　村　慎　也

大　林　一　裕

三　浦　智　彦

小　川　　　洋

大久保　昭　彦

西　山　健　郎

役 職 名

会　　長

副 会 長

幹　　事

監　　査

特別会員

西日本新聞社

会社名・団体名

タカラスタンダード㈱

鹿島建設㈱

㈱梓設計

㈱ジュピターテレコム

㈱ＩＨＩ

アサヒビール㈱

壱岐市

加賀電子㈱

基礎地盤コンサルタンツ㈱

ＫＤＤＩ㈱

新日鉄興和不動産㈱

住友商事九州㈱

大和不動産鑑定㈱

日本銀行

日本航空㈱

日本ユニシス㈱

三菱地所㈱

コクヨマーケティング㈱

㈱船場

福岡県

西日本新聞社

西日本新聞社

所属・役職

常務執行役員福岡支社長

常務執行役員九州支店長

常務取締役執行役員九州支社長

常務執行役員九州・山口ブロック長

九州支社長 （新任）

執行役員九州統括本部長

福岡事務所長 （新任）

福岡営業所長

取締役九州支社長

理事九州総支社長

福岡営業部長 （新任）

取締役社長 （新任）

常務取締役

福岡支店長 （新任）

九州支社 九州・山口地区支配人 （新任）

九州支社長

九州支店長

執行役員九州支社長

九州支店長

知事

取締役営業本部長 （新任）

西日本会事務局長（兼西日本支店長会事務局長）

事 務 局 だ よ り S e c r e t a r i a t  n e w s l e t t e r

会員異動

新入会員

エヌ・ティ・ティ・データ・
カスタマサービス株式会社
九州支社長

北西 智洋氏
（石川県出身）

鹿児島県

福岡事務所長

田中 瑞穂氏
（鹿児島県出身）

株式会社
商工組合中央金庫
福岡支店長

藤井 和成氏
（広島県出身）

積水化学工業株式会社
環境・ライフラインカンパニー
九州支店長

後藤 康夫氏
（三重県出身）

太洋ヒロセ株式会社

九州支店長

中山 泰氏

前任者 山本輝正氏はヒロセ興産株式会社 
取締役社長＝東京都＝へ

（兵庫県出身）

株式会社
東京ニュース通信社
西日本メディアセンター長

栗林 信雄氏

前任者 稲垣知哉氏は経営企画室担当次長
＝東京都＝へ

（埼玉県出身）

日本銀行

福岡支店長

宮下 俊郎氏
（埼玉県出身）

丸紅株式会社

九州支社長

宮本 勝巳氏

前任者 本郷孝博氏は丸紅エネルギー㈱ 
取締役 専務執行役員＝東京都＝へ

（愛知県出身）

三菱ケミカル株式会社

理事役 九州支社長

山田 幹人氏
（東京都出身）

株式会社
リクルートキャリア
九州営業部長

永吉 哲也氏
（神奈川県出身）

株式会社菱和

九州支店長

土井 浩太郎氏
（福岡県出身）

●所在地／福岡市中央区天神1-1-1
　　　　　アクロス福岡3F
●電話／092-753-9744

株式会社フロンティア
コンサルティング
福岡支店長

松山 雄大氏
（愛知県出身）

●所在地／福岡市博多区綱場町3-3
　　　　　福岡東京海上日動ビル4F
●電話／092-272-0831

新菱冷熱工業株式会社

九州支社長

小倉 博氏
（兵庫県出身）

●所在地／福岡市博多区中洲5丁目4-18
　　　　　ツイン・Kビル7F
●電話／092-261-7870

株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー
福岡支社長

泉 正隆氏
（大阪府出身）
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