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名
経
営
者 

の
背
景 

決 断 
都
市
文
化
を
創
造
し
た

奔
放
な
戦
略
的
思
考
の
根
源
と
は

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

文
化
を
創
造
し
た
経
営
者

小
林
一
三
が
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
経
営
者
な
の

は
、
彼
が
行
な
っ
た
事
業
の
多
く
に
〝
日
本
最
初

の
〞
と
い
う
修
飾
語
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。

小
林
の
経
営
者
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
は
、
三
井

銀
行
時
代
の
元
上
司
で
北
浜
銀
行
の
頭
取
だ
っ
た

岩
下
清
周

せ
い
し
ゅ
う

の
指
導
を
受
け
、
箕み

の

面お

有あ
り

馬ま

電
気
軌
道

株
式
会
社
（
現
在
の
阪
急
電
鉄
株
式
会
社
）
を
創

立
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
鉄
道
事
業
の
経
営

こ
そ
日
本
初
で
は
な
か
っ
た
が
、
小
林
ほ
ど
鉄
道

第
九
回
　
　
　
阪
急
東
宝
グ
ル
ー
プ
創
始
者
　

小こ

林ば
や
し

一い
ち

三ぞ
う

た
び
た
び
の
出
世
取
り
消
し
に
あ
う
不
遇
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
、
そ
こ
か
ら

企
業
家
に
転
じ
成
功
を
収
め
、
果
て
は
政
界
に
迎
え
ら
れ
大
臣
に
な
る
等
、
小
林

一
三
の
キ
ャ
リ
ア
は
波は

瀾ら
ん

万ば
ん

丈じ
ょ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
挫ざ

折せ
つ

を
経
験
し
な

が
ら
、
小
林
の
評
価
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
本
業
の
鉄
道
事
業
に
付

随
し
た
ア
イ
デ
ア
豊
か
な
事
業
戦
略
に
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
ー
ン
分
譲
住
宅
の
販
売
、
百
貨
店
開
業
、
温
泉
開
発
、
歌
劇
団
の
創
設
等
、

小
林
は
鉄
道
事
業
に
か
つ
て
な
い
都
市
文
化
を
付
加
し
た
。
鉄
道
事
業
と
し
て
も

後
発
で
参
入
し
た
小
林
が
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
ユ
ニ
ー
ク
な
戦
略
を
打
ち
出
せ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
連
の
思
考
の
根
源
と
決
断
の
要
因
を
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
形

成
と
キ
ャ
リ
ア
の
変
遷
か
ら
考
え
る
。
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事
業
の
本
質
を
理
解
し
、
沿
線
に
価
値
を
与
え
続

け
た
経
営
者
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
小
林
は
日
本
初
の
分
譲
住
宅
月
賦
販
売

を
始
め
た
。
そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
動
物
園
に
想

を
得
た
、
今
で
い
う
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
の
原
型
と

も
い
え
る
放
し
飼
い
の
動
物
園
、
箕
面
自
然
動
物

園
を
開
園
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
全
国
区
的
に
有
名

な
宝
塚
少
女
歌
劇
（
現
在
の
宝
塚
歌
劇
団
）
の
創

設
が
あ
る
。

日
本
初
と
い
う
点
で
多
く
の
鉄
道
事
業
者
の
範

と
な
っ
た
の
は
、
梅
田
と
い
う
終
点
駅
に
タ
ー
ミ

ナ
ル
デ
パ
ー
ト
を
開
業
、
鉄
道
事
業
と
百
貨
店
事

業
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
都
市
文
化
の

形
を
つ
く
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
意
外
に
思
わ
れ
る
が
、
今
、
春
夏
に
全

国
を
沸
か
す
全
国
高
校
野
球
大
会
も
小
林
が
企
画

し
た
も
の
だ
。
豊
中
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
大
々
的
に

利
用
し
よ
う
と
、
部
下
の
一
人
が
関
西
の
中
学
校

を
集
め
て
野
球
大
会
を
や
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

小
林
は
聞
く
な
り
、
や
る
な
ら
全
国
大
会
だ
と
朝

日
新
聞
社
に
協
力
を
取
り
付
け
、
第
一
回
全
国
中

等
学
校
野
球
大
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日

本
最
初
の
職
業
野
球
団
を
ひ
き
う
け
宝
塚
運
動
協

会
を
設
立
し
た
の
も
小
林
だ
っ
た
。

小
林
が
発
想
し
た
戦
略
が
す
べ
て
事
業
化
に
成

功
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
々
に
繰
り
出
さ
れ

る
時
代
を
先
取
り
し
た
戦
略
は
、
従
来
の
経
営
者

像
に
は
な
か
っ
た
。

経
営
者
兼
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー

そ
の
異
色
の
才
能
は
、
小
林
自
身
が
経
営
者
で

あ
り
な
が
ら
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
で
あ
り
、
ま
た
劇

作
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺

う
か
が

え
る
。

小
林
が
発
起
人
と
な
り
、
明
治
四
十
（
一
九
〇

七
）
年
に
設
立
さ
れ
た
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
は
、

当
初
か
ら
建
設
資
金
難
に
あ
え
ぎ
、
世
間
の
認
識

も
低
く
、
新
線
の
必
要
性
を
喫
緊
に
社
会
に
認
知

さ
せ
、
出
資
を
募
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

小
林
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
つ
く
り
株
主
を
は
じ

め
関
係
者
に
配
る
こ
と
を
思
い
立
つ
。当
時
ま
だ
、

企
業
広
告
は
市
井
に
な
く
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ま

く
と
い
う
宣
伝
手
法
も
画
期
的
で
、
小
林
の
独
創

力
の
発
端
と
も
い
え
る
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は

今
で
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
な
い
出
来
映
え
で
あ

る
。
誰
が
見
て
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
と
、
一

般
人
が
関
係
者
に
質
問
を
す
る
Ｑ
＆
Ａ
形
式
に
な

っ
て
い
る
。

「最も有望なる電車」という37ページの小冊子を1万
冊つくって関係者に配布 

「箕面有馬電車唱歌」を作詞 

「箕面動物園唱歌」を作詞 

歌劇せっけんを創る 

阪急食堂の目玉に40銭のスッポンの吸物をつける 

阪急食堂の名物に「ソーライス」「カレーライス」を売
り出す 

車内中吊り広告を思いつく 

神戸線開通の新聞広告コピー「新しく開通た神戸ゆき
急行電車、綺麗で早うて。ガラアキで、眺めの素敵によ
い涼しい電車」を阪神間の全新聞に掲載 

 

箕面自然動物園を創る 

わが国初、土地付き住宅の月賦販売 

宝塚温泉の建設 

宝塚少女歌劇（のちの宝塚歌劇団）を創る 

宝塚音楽歌劇学校校長に就任 

全国中等学校野球大会（高校野球）を開催 

80銭均一ストアを創る 

ビジネスホテルを考案 

 

宝塚少女歌劇のためにオペラの台本を執筆 

小説集『曽根崎艶話』を出版(後日発禁になる） 

PR活動 

内容 

新事業 

創作活動 

で    き 

図表1・小林一三の主なプロデュース活動
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溪た
に

の
流

な
が
れ

に
朱あ

け

の
橋

這は

入い

る
御
門
の
両
袖
に

孔
雀
キ
ラ
キ
ラ
金き

ん

襴ら
ん

の

羽
根
を
広
げ
て
迎
へ
け
り

小
林
の
コ
ピ
ー
で
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
た
の

は
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
神
戸
線
が
開
通

し
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
バ
ル
阪
神
電
車
へ

の
競
争
意
識
を
持
ち
な
が
ら
つ
く
っ
た
。

新
し
く
開で

通き

た
　
神
戸
ゆ
き
急
行
電
車

綺き

麗れ
い

で
早
う
て
。
ガ
ラ
ア
キ
で

眺
め
の
素
敵
に
よ
い
涼
し
い
電
車

「
ガ
ラ
ア
キ
」
と
い
う
表
現
は
人
々
を
う
な
ら

せ
た
。
小
林
は
こ
の
広
告
を
阪
神
間
の
全
新
聞
に

掲
載
し
て
悦
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
。

文
学
青
年

劇
作
家
に
も
な
っ
た
。
大
正
二
（
一
九
一
三
）

年
に
宝
塚
歌
劇
団
が
誕
生
し
て
間
も
な
い
頃
、
劇

団
の
作
曲
家
が
小
林
の
方
針
に
反
発
し
て
楽
譜
を

持
っ
て
雲
隠
れ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

小
林
は
公
演
前
の
危
機
に
も
動
じ
ず
、
音
楽
の
教

科
書
を
か
き
集
め
、
糊の

り

と
鋏

は
さ
み

に
よ
る
継
ぎ
は
ぎ
で

曲
を
つ
く
り
、
に
わ
か
に
筆
を
取
っ
て
「
紅
葉
狩
」

や
「
村
雨
松
風
」
と
い
っ
た
脚
本
を
書
き
あ
げ
た
。

こ
の
荒
技
に
、
逃
げ
た
作
曲
家
の
ほ
う
が
詫わ

び
を

入
れ
て
き
た
と
い
う
。
き
っ
か
け
こ
そ
ハ
プ
ニ
ン

グ
だ
っ
た
が
小
林
の
自
作
歌
劇
は
本
格
的
で
、
以

「
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
会
社
の
開
業
は
い
つ
ご

ろ
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
始
ま
っ
て
、
投
資
家

が
気
に
な
る
利
益
や
配
当
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り

と
述
べ
る
。
自
分
の
回
答
に
小
林
は
質
問
を
重
ね

る
。「

そ
れ
は
あ
ま
り
に
う
ま
す
ぎ
る
話
で
す
が
、

何
か
他
に
計
画
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す

か
」。
今
度
は
住
宅
地
経
営
の
可
能
性
を
説
明
し
、

念
押
し
に
、「
箕
面
有
馬
電
軌
の
沿
道
は
そ
ん
な

に
よ
い
と
こ
ろ
で
す
か
」
と
質
問
さ
せ
て
さ
ら
に

各
論
に
入
る
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
「
最
も
有

望
な
る
電
車
」
と
い
う
題
で
刷
ら
れ
、
随
分
話
題

を
呼
ん
だ
。

小
林
が
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
コ
ピ
ー
や
文
章
す
べ

て
が
小
林
の
手
に
成
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他

に
も
宝
塚
線
、
箕
面
支
線
の
営
業
開
始
時
の
宣
伝

コ
ピ
ー
は
斬
新
だ
っ
た
。
こ
の
時
小
林
は
、
あ
り

き
た
り
な
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
十
五
番
か
ら
な
る

「
箕
面
有
馬
電
車
唱
歌
」
と
い
う
歌
を
つ
く
っ
て

し
ま
っ
た
。

東こ

風ち

ふ
く
春
に
魁

さ
き
がけ

て
　

開
く
梅
田
の
東
口

往ゆ
き

来か

ふ
汽
車
を
下
に
見
て
　

北
野
に
渡
る
跨
線
橋

こ
せ
ん
き
ょ
う

ま
た
箕
面
自
然
動
物
園
を
開
園
し
た
と
き
は
、

「
箕
面
動
物
園
唱
歌
」
を
つ
く
り
、
動
物
園
入
り

口
を
こ
う
描
写
し
て
い
る
。

降
「
白
虎
隊
」「
恋
に
破
れ
た
る
サ
ム
ラ
イ
」
等

十
数
本
に
及
び
、「
日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る

」
は
七
代
目
松
本

幸
四
郎
の
絶
賛
を
受
け
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
小
林
は
芸
術
家
的
セ
ン
ス
が
あ
っ

た
と
い
う
よ
り
も
芸
術
家
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

経
営
者
と
し
て
の
小
林
一
三
を
見
る
と
き
、
こ

の
芸
術
家
的
資
質
が
事
業
経
営
に
い
か
に
働
い
た

か
が
興
味
深
い
。
前
ペ
ー
ジ
図
表
１
の
よ
う
な
独

創
的
な
活
動
を
次
々
に
決
断
し
得
た
の
も
、
そ
こ

に
大
き
な
カ
ギ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。そ
れ
で
は
、

こ
の
芸
術
的
セ
ン
ス
に
あ
ふ
れ
る
小
林
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
や
キ
ャ
リ
ア
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
林
は
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
月
三
日
、

山
梨
県
韮に
ら

崎さ
き

に
生
ま
れ
た
。
名
の
由
来
は
月
日
に

ち
な
ん
で
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
生
家
は
豪

農
で
、
酒
や
絹
の
問
屋
も
営
ん
で
い
た
。
父
甚
八

は
や
は
り
山
梨
で
指
折
り
の
素
封
家
か
ら
き
た
婿

養
子
で
あ
っ
た
が
、
妻
フ
サ
が
小
林
を
産
ん
だ
年

の
八
月
に
病
死
す
る
と
、
離
縁
し
て
実
家
に
帰
っ

て
し
ま
っ
た
。
以
降
、
小
林
は
叔
父
の
手
に
よ
っ

て
育
て
ら
れ
る
。
両
親
の
薫
陶
や
躾
し
つ
け

を
受
け
ず
に

成
長
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
小
林
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
私
に
は
信
仰
し
て
い
る
宗
教
は
な
い
。
仏
教

も
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
も
回
々
教
も

な
い
。
…
…
私
は
全
く
宗
教
と
無
関
係
で
あ
る
。

…
…
親
に
育
て
ら
れ
れ
ば
、
何
し
ろ
日
本
は
仏
教
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国
だ
か
ら
、
親
の
口
か
ら
仏
教
に
関
す
る
言
葉
く

ら
い
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
孤
児

の
私
に
は
そ
う
し
た
チ
ャ
ン
ス
も
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
う
い
う
風
で
、
宗
教
上
の
教
訓
め
い
た

も
の
を
授
け
ら
れ
た
よ
う
な
事
は
余
り
な
か
っ
た

わ
け
だ
」（『
小
林
一
三
傳
』
十
二
頁
）

孤
児
で
あ
っ
た
が
、
生
活
は
豊
か
で
厳
し
い
躾

を
受
け
な
か
っ
た
。
奔
放
さ
の
背
景
を
物
語
る
一

つ
の
要
件
か
も
し
れ
な
い
。

数
え
十
六
歳
ま
で
韮
崎
で
過
ご
し
た
。
小
柄
で

身
体
の
割
合
に
頭
が
大
き
く
、
利
発
だ
っ
た
が
、

蒲
柳
ほ
り
ゅ
う

の
質
で
、
癇か

ん

癖ぺ
き

の
強
い
子
供
だ
っ
た
と
い
う

（『
小
林
一
三
傳
』
十
四
頁
）。
明
治
二
十
一
（
一

八
八
八
）
年
、
慶
應
義
塾
に
入
塾
の
た
め
上
京
。

『
逸
翁
自
叙
伝
』
は
、
そ
の
折
の
こ
と
を
、「
三

田
通
り
で
人
力
車
を
降
り
て
、
正
門
を
見
上
げ
な

が
ら
坂
を
の
ぼ
り
、
義
塾
の
高
台
に
立
っ
て
、
生

れ
て
は
じ
め
て
海
を
見
た
の
で
あ
る
が
、そ
の
時
、

ど
う
い
う
わ
け
か
、
海
は
青
白
く
、
あ
た
か
も
白

木
綿
を
敷
い
た
よ
う
に
鈍
ぶ
い
色
で
、
寒
い
日
で

あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
」
と
小
説
の
よ
う

に
描
写
し
て
い
る
。

慶
應
義
塾
に
お
け
る
小
林
は
も
っ
ぱ
ら
学
業
よ

り
も
、
小
説
修
業
と
観
劇
三ざ
ん

昧ま
い

だ
っ
た
と
い
う
。

小
林
の
文
学
歴
は
生
半
可
で
は
な
く
、
在
学
中
に

小
説
『
練れ

ん

絲し

痕こ
ん

』
を
山
梨
日
日
新
聞
に
連
載
、
卒

業
後
も
上
毛
新
聞
に
『
お
花
団
子
』
を
連
載
す
る

ほ
ど
の
腕
前
だ
っ
た
。

出
世
難
続
き
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
小
林

慶
應
義
塾
を
卒
業
後
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九

三
）
年
、
三
井
銀
行
に
入
行
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

な
っ
た
小
林
だ
が
、「
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
歩
い
て
、

キ
ザ
な
こ
と
し
か
い
わ
な
い
」
と
評
判
は
今
ひ
と

つ
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
入
社
時
か
ら
素
行
が
逸
脱

し
て
い
た
。
旅
先
の
熱
海
で
知
り
合
っ
た
女
性
に

恋
焦
が
れ
、
ず
る
ず
る
と
滞
在
を
長
引
か
せ
、
慶

應
の
卒
業
式
を
欠
席
し
、
予
定
さ
れ
て
い
た
三
井

銀
行
の
初
出
社
日
に
も
姿
を
現
わ
さ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
東
京
に
戻
っ
て
も
そ
の
女
性
を
追
い
か

け
回
す
。「
私
は
上
二
番
町
の
彼
女
の
家
の
前
を
、

何
度
行
き
つ
戻
り
つ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
井

銀
行
か
ら
催
促
を
受
け
た
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も

銀
行
に
ゆ
く
の
は
気
が
進
ま
な
い
」（『
逸
翁
自
叙

伝
』
二
十
頁
）

こ
う
し
た
小
林
の
色
恋
沙
汰
は
エ
リ
ー
ト
行
員

の
ご
乱
行
と
い
う
こ
と
で
、
業
界
新
聞
に
も
取
り

あ
げ
ら
れ
、
代
々
の
上
司
を
や
き
も
き
さ
せ
て
い

名経営者 の背景 決 断 第九回　小林一三

1873（明治6 ）年 山梨県北巨摩郡韮崎町にて誕生。1月3日生
まれにより一三と命名。8月、母を喪う

1888（明治21）年 上京、慶應義塾に入学。寮誌『寮窓の灯』の
主筆となり、文才を発揮

1890（明治23）年 小説『練絲痕』を山梨日日新聞に連載

1892（明治25）年 12月、慶應義塾を卒業

1893（明治26）年 上毛新聞に『お花団子』を連載。4月、三井
銀行に入社。9月、大阪支店へ

1900（明治33）年 丹羽コウと結婚

1907（明治40）年 1月、三井銀行を退職、大阪へ。4月、阪鶴
鉄道監査役（8月辞任）。6月、箕面有馬電気
軌道専務取締役に選任

1910（明治43）年 大阪市との契約が疑獄事件に発展、松永安左
エ門とともに拘引される。3月、宝塚線、箕
面支線営業開始

1918（大正7 ）年 箕面有馬電気軌道株式会社を阪神急行電鉄株
式会社（通称・阪急電鉄）と社名変更

1927（昭和2 ）年 阪急電鉄株式会社取締役社長に就任

1934（昭和9 ）年 阪急電鉄社長を辞任し会長に（2年後辞任）

1940（昭和15）年 第二次近衛内閣の商工大臣に就任（翌年辞任）

1951（昭和26）年 東宝社長に就任

1957（昭和32）年 池田市の自邸にて急逝、享年84歳

図表2・小林一三の略年譜
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た
が
小
林
の
人
生
で
は
若
気
の
至
り
に
す
ぎ
な

い
。た

だ
、
放ほ

う

埓ら
つ

な
性
向
が
組
織
の
中
で
は
風
紀
を

乱
し
、
ま
し
て
、
銀
行
と
い
う
堅
い
業
種
で
は
異

分
子
と
な
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
。
作
家
活
動

も
続
け
て
い
た
の
だ
か
ら
尚
更
で
あ
る
。

出
世
難
も
何
度
か
つ
い
て
ま
わ
っ
た
。
明
治
三

十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
あ
る
時
期
、
住
友
銀
行

副
支
配
人
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
が
、
結
局
は
住
友

側
か
ら「
素
行
が
お
さ
ま
ら
な
い
道
楽
者
だ
か
ら
」

と
い
う
理
由
で
拒
絶
さ
れ
る
。
そ
の
年
の
十
二
月

に
は
、
東
京
箱
崎
倉
庫
主
任
に
栄
転
の
内
示
を
受

け
な
が
ら
、
行
っ
て
み
れ
ば
主
任
取
り
消
し
で
主

任
次
席
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
屈
辱
的
な
経
験
に
対
し
て
、
小
林
は
心

中
け
っ
し
て
太
平
楽
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
都

度
、
憂ゆ
う

鬱う
つ

を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ほ
ど
な

く
、
大
阪
に
新
設
予
定
の
株
式
仲
買
店
支
配
人
の

就
職
口
に
乗
っ
た
の
は
、
有
能
だ
っ
た
専
務
理

事
・
中
上
川
彦
次
郎
を
喪

う
し
な

い
、
活
気
な
く
停
滞
し

て
い
た
三
井
銀
行
で
の
生
活
に
耐
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
と
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
長
年
感
じ
て

い
た
自
身
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
し
よ
う
と
い
う

意
味
合
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
大
阪
に
来
た
も
の
の
株
式
市
場
の
暴
落

で
、
支
配
人
の
話
も
消
失
。
流
浪
の
身
を
阪
鶴
鉄

道
に
拾
わ
れ
、
監
査
役
に
就
任
。
そ
の
関
わ
り
か

ら
新
線
の
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
へ
の
創
立
に
関
わ

り
、
つ
い
に
経
営
者
へ
の
仲
間
入
り
を
す
る
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
は
燭
し
ょ
っ

光こ
う

を
見
な
か
っ
た

小
林
が
、
経
営
者
と
し
て
立
ち
大
き
な
責
任
を
背

負
い
、
た
び
た
び
の
危
機
に
直
面
す
る
中
で
次
第

に
才
覚
を
発
揮
し
て
い
く
。
人
生
と
仕
事
の
不
思

議
な
組
み
合
わ
せ
で
も
あ
る
。

浮
世
離
れ
の
浮
世
通

そ
う
い
う
意
味
で
、
小
林
ほ
ど
そ
の
才
覚
の
源

泉
が
生
ま
れ
育
ち
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
依
存
す

る
経
営
者
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
は
不
適
格
な
感
覚
も
経
営
者

の
才
覚
と
し
て
は
武
器
と
な
る
。
事
実
、
画
期
的

な
戦
略
と
は
知
恵
才
覚
で
測
れ
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

世
間
の
常
識
を
越
え
る
と
い
う
意
味
で
浮
世
離

れ
と
い
う
が
、
小
林
ほ
ど
浮
世
に
も
通
じ
た
人
間

も
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
金
銭
感
覚
か
ら
し
て
違
う
。
学
生

時
代
に
年
間
二
百
円
の
仕
送
り
を
受
け
、
当
時
最

高
級
の
生
活
で
あ
っ
た
と
自
叙
伝
に
述
べ
て
い

る
。
そ
の
富
裕
さ
は
、
小
林
自
身
の
三
井
で
の
初

任
給
が
十
三
円
で
、
賞
与
を
入
れ
る
と
月
平
均
二

十
円
の
収
入
を
得
る
身
分
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お

年
間
千
円
の
仕
送
り
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も

想
像
で
き
る
。

そ
う
し
た
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら
、
学
生
時
代
か

ら
観
劇
や
落
語
と
い
っ
た
興
行
に
足
し
げ
く
通
う

こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
作
品
鑑
賞

と
は
別
に
、
興
行
の
成
否
に
つ
い
て
の
感
覚
も
研み
が

が
れ
て
い
く
。
大
阪
時
代
、
親
し
か
っ
た
芝
居
小

屋
の
座
主
・
秋
山
儀
四
郎
か
ら
こ
ん
な
教
え
を
も

ら
っ
て
い
る
。

「『
興
行
の
成
否
は
舞
台
の
上
の
役
者
の
芸
を
見

て
い
て
は
失
敗
す
る
。
当
る
か
当
ら
な
い
か
は
二

階
の
一
番
奥
の
お
客
様
の
様
子
を
見
れ
ば
よ
い
。

あ
の
お
客
様
た
ち
が
ほ
ん
と
う
の
芝
居
好
き
で
、

彼
ら
が
余よ

所そ

見み

を
し
て
い
る
な
ら
、必
ず
損
だ
よ
』

（
中
略
）
私
は
後
年
に
劇
場
経
営
に
関
係
す
る
よ

う
に
な
っ
て
、
こ
の
秋
山
翁
の
格
言
の
真
実
な
る

に
驚
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（『
逸
翁
自
叙
伝
』
四

十
四
頁
）

学
生
と
し
て
は
不
謹
慎
な
ふ
る
ま
い
で
も
、
れ

っ
き
と
し
た
芸
能
通
と
な
れ
ば
、
小
林
の
実
力
の

一
端
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
か
の
宝
塚
歌

劇
団
に
せ
よ
、
一
通
り
の
成
功
の
あ
と
、
本
格
的

オ
ペ
ラ
育
成
の
た
め
に
男
女
混
合
に
す
れ
ば
、
と

い
う
専
門
家
の
意
見
を
小
林
は
一
蹴
い
っ
し
ゅ
う

し
た
。
女
が

演
ず
る
男
は
男
以
上
の
も
の
だ
と
し
て
、さ
ら
に
、

「
少
女
歌
劇
は
理
想
と
す
る
国
民
劇
へ
の
過
渡
期

の
産
物
で
あ
り
、
物
に
は
平
凡
の
非
凡
が
あ
る
ご

と
く
、
矛
盾
の
快
感
や
未
成
品
の
妙
味
と
、
刻
々

と
変
化
す
る
行
程
そ
の
も
の
に
、
捨
て
が
た
い
価

値
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
感
覚
が
正
し

か
っ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
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本
質
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

で
は
、
小
林
の
仕
事
ぶ
り
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

は
適
さ
な
い
浮
世
離
れ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
と

い
え
ば
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
き
め
細
か

く
、
行
き
届
い
た
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
箕

面
動
物
園
唱
歌
に
し
て
も
作
詞
し
た
だ
け
で
は
な

い
。
開
園
に
あ
た
っ
て
小
学
校
を
回
り
、
授
業
時

間
に
歌
を
練
習
し
て
も
ら
い
、
児
童
一
人
一
人
に

絵
ハ
ガ
キ
と
小
旗
を
与
え
た
。
絵
ハ
ガ
キ
を
渡
せ

ば
、
家
族
全
員
が
見
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う

深
い
読
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
の
込
ん
だ
仕
掛

け
を
自
分
の
足
で
し
て
い
た
の
だ
。

住
宅
開
発
も
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
新

線
予
定
地
を
二
往
復
も
歩
い
て
分
譲
の
可
能
性
を

確
信
し
て
い
た
し
、
住
宅
設
計
に
お
い
て
も
新
し

い
洋
式
住
宅
を
設
定
し
、
細
か
く
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

し
た
。

現
場
を
見
る
。
そ
し
て
、
成
る
事
業
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
。
実
行
す
る
と
な
っ
た
ら
細
か
く
ク
リ
エ

イ
ト
す
る
。
つ
ま
り
、
銀
行
員
と
し
て
は
セ
ン
ス

を
活
か
せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
林

の
本
質
は
今
で
い
う
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
仕
事
師

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
企
画
力
・
実
現
力
と
も

に
優
れ
て
い
る
器
用
な
小
林
は
、
作
詞
で
も
コ
ピ

ー
で
も
屈
託
な
く
何
で
も
や
っ
た
。
指
示
の
み
出

し
て
現
場
の
部
下
に
任
せ
る
経
営
者
と
は
、
根
っ

か
ら
タ
イ
プ
が
違
う
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
う

し
た
人
物
が
鉄
道
を
経
営
し
つ
つ
、
都
市
を
演
出

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
歌
劇

の
創
作
も
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

小
林
の
性
格
は
ク
ー
ル
だ
っ
た
と
い
う
。
慶
應

の
同
窓
で
あ
り
、
企
業
家
と
し
て
も
親
友
の
松
永

安
左
エ
門
は
、「
小
林
君
の
性
格
の
う
ち
に
『
不

関
心
』
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
」（「
半
世
紀

の
友
情
」『
小
林
一
三
翁
の
追
想
』
二
十
頁
）
と

証
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
〝
の
ぼ
せ
な
い
、
あ
せ

ら
な
い
、
我
関
せ
ず
〞
と
い
う
性
格
だ
と
い
う
。

「
不
関
心
」と
い
う
ク
ー
ル
な
性
格
が
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
の
根
源
に
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
教
育
と
観
劇

や
花
街
通
い
か
ら
、
興
行
感
覚
い
や
経
営
感
覚
を

身
に
つ
け
た
。
極
言
す
れ
ば
小
林
一
三
と
い
う
異

色
の
経
営
者
は
こ
う
し
て
誕
生
し
た
。

小
林
自
身
は
事
業
経
営
の
着
眼
点
を
後
年
こ
う

述
べ
て
い
る
。
た
っ
た
三
つ
、「
何
が
根
本
か
」「
経

費
を
落
と
す
こ
と
」「
無
理
は
禁
物
」（『
実
業
の

日
本
』
昭
和
二
年
四
月
一
日
号
）
だ
と
い
う
。
こ

こ
で
も
ク
ー
ル
で
素
っ
気
な
い
。
当
人
か
ら
す
れ

ば
、
簡
単
明
瞭
め
い
り
ょ
う

な
条
件
だ
ろ
う
が
、
そ
の
収
斂

し
ゅ
う
れ
ん

に

は
、
生
来
の
セ
ン
ス
と
経
験
の
融
合
が
背
景
に
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
手
法
を
マ
ネ
し
て
も
小
林
の
よ

う
に
う
ま
く
い
く
か
は
別
問
題
で
あ
ろ
う
。
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創
造
性
あ
ふ
れ
る
経
営
感
覚
の
生
成 

・芸術的センス 

・特異な境遇による生活感覚 

・「不関心」な性格 
パーソナリティ 

人生経験 

・エリート教育 

・遊興の中で覚えた興行感覚 

・勤め人時代の挫折 

・岩下清周からの訓戒 

・度重なる経営危機の克服 

図表3・小林一三の決断のバックボーン

名経営者 の背景 決 断 第九回　小林一三


