
岩﨑久彌と三菱社
　若き獅子、海を渡る

森
か
ら
農
場
へ

　

彌
之
助
は
、
当
初
か
ら
こ
の
土

地
で
農
牧
事
業
を
行
う
こ
と
を
考

え
て
お
り
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て

は
久
彌
に
一
任
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
土
地
が
痩
せ
て
い
て

地
力
が
弱
く
、
す
ぐ
に
は
事
業
が

興
せ
な
い
と
わ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

松
・
杉
・
檜
１
１
１
万
本
の
植
林

事
業
を
行
い
、
こ
こ
に
三
菱
社
の

「
下
総
植
林
事
業
所
」
を
設
け
ま

し
た
。当
初
は
地
名
を
用
い
て「
獅

子
穴
牧
場
」
と
称
し
、
ま
た
、
地

元
の
人
々
は
扇
形
に
開
く
独
自
の

地
形
に
ち
な
ん
で「
末
廣
の
野
原
」

な
ど
と
も
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

末
廣
農
場
誕
生

　

そ
の
後
20
年
間
、
植
林
事
業
と

し
て
存
在
し
た
「
末
廣
の
野
原
」

は
、
明
治
44
年
（
１
９
１
１
）
に

久
彌
の
実
弟
で
あ
る
正
彌
が
米
国

モ
ル
ガ
ン
大
学
の
留
学
か
ら
帰
国

し
た
こ
と
を
機
に
、
養
鶏
と
養
豚

を
主
要
事
業
と
し
た
農
場
に
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
と
な
り
、
大
正
元

年
（
１
９
１
２
）
11
月
１
日
、
つ

い
に
先
進
的
施
設
を
備
え
た
「
末

廣
農
場
」
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

　　連載特集

岩﨑久彌と末廣農場
　　　末廣別邸の寄附に至る経緯と
　　　　　　　　現在までの取り組み、そしてこれから

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
１

岩
﨑
久
彌
の
歴
史
と

　
　
久
彌
に
よ
る
農
業
経
営
の
成
果

　
今
号
で
は
、
岩
﨑
久
彌
と
別
邸
が
あ
っ
た
末
廣
農
場
の
歴
史
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
岩
﨑
久
彌
と
い
う
人
物
、
そ
し
て
久
彌
の

農
業
経
営
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
岩
﨑
久
彌
と

末
廣
農
場
の
今
後
を
考
え
て
い
く
た
め
に
も
、
是
非
知
識
を
深
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　平成25年 12月 24日に富里市初の国登録有形文化財に登録さ

れた「旧岩﨑家末廣別邸」。一般公開が待ち望まれるこの旧岩﨑

家末廣別邸について、今一度、皆さんの理解を深めていただくた

めに、別邸を建築した岩﨑久彌と岩﨑家、そして別邸の歴史につ

いて広報とみさと10月１日号、11月１日号、12月１日号に連載

で紹介します。

末
廣
農
場
の
誕
生

牧
か
ら
森
、
そ
し
て
農
場
へ

牧
の
開
墾
と
日
本
初
の
牧
羊
場

　岩﨑久彌は、慶應元年（１８６５）

８月25日、土佐国安芸郡井ノ

口村（現高知県安芸市井ノ口）

で、三菱の創設者である岩﨑彌

太郎とその妻喜勢の長男として

誕生しました。

　久彌は慶應義塾、三菱商業学

校に学んだ後、父彌太郎が病没

した翌明治19年（１８８６）に

米国ペンシルべニア大学に留学、

財政学などを学びます。同年、

彌太郎の志を継いだ実弟の彌之

助は海運業から撤退という英断

を下し、新たに「三菱社」を創設。

鉱業や造船など、海上から陸上

への事業に転身を果たします。

　また、明治26年（１８９３）

には、商法の施行に際して製糸

会社を設立するなど社業を拡充

し、鉱業、銀行、造船、商事、

地所などの諸事業でも大躍進を

果たしました。久彌が社長を務

めた期間は、国内で殖産興業、

産業革命、重工業形成が重なっ

た時期でもあり、時代の追い風

に乗って叔父彌之助によって築

かれた事業の近代化と新たな事

業を興して三菱の多角経営化に

努めました。

　三菱社をより強い会社とした

後の大正５年（１９１６）、久

彌は従兄弟である岩﨑小彌太に

社長の座を譲り、農牧事業へと

邁進して行くことになります。

岩﨑久彌と岩﨑家

久彌の父

彌太郎の弟

　

明
治
３
年
（
１
８
７
０
）、
か
つ

て
徳
川
幕
府
の
直
轄
牧
で
あ
っ
た

富
里
の
地
は
、
明
治
政
府
に
よ
っ

て
開
墾
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
幕
府
の

終
焉
に
よ
っ
て
職
を
失
っ
た
武
士

や
商
人
な
ど
、「
窮
民
」
と
呼
ば

れ
る
人
々
を
救
済
す
る
目
的
と
し

て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
元
々
、
農
業
経
験
の

な
い
人
々
に
よ
っ
て
開
墾
が
行
わ

れ
た
こ
と
や
、
自
然
災
害
が
頻
発

し
た
こ
と
か
ら
計
画
は
思
う
よ
う

に
進
ま
ず
、
国
の
補
助
金
制
度
も

廃
止
と
な
り
、
多
く
の
開
墾
民
が

富
里
を
去
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

明
治
８
年
（
１
８
７
０
）
大
久

保
利
通
の
主
導
の
下
、「
下
総
牧

羊
場
（
後
の
下
総
御
料
牧
場
）」

が
開
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
開
墾

地
は
政
府
に
買
い
戻
さ
れ
、「
獅

子
穴
区
」
と
称
さ
れ
ま
す
が
、
経

営
の
合
理
化
か
ら
再
び
払
下
げ
の

対
象
地
と
な
り
、同
15
年（
１
８
８
２
）

に
は
藤
崎
友
十
郎
（
富
里
初
代
村

長
）
が
購
入
を
試
み
ま
す
。

　

し
か
し
、
代
金
の
納
入
に
苦
慮

し
た
こ
と
か
ら
同
20
年（
１
８
８
７
）

に
は
払
下
げ
の
願
い
を
取
下
げ
、

そ
の
後
す
ぐ
さ
ま
、
河
村
信
吾
が

同
地
の
購
入
を
進
め
ま
す
が
、
同

じ
く
代
金
の
納
入
に
苦
慮
を
し
た

こ
と
か
ら
、
岩
﨑
彌
之
助
に
依
頼

し
て
こ
れ
を
買
い
替
え
て
も
ら
う

こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

３
４
３
町
歩
と
い
う
広
大
な
土
地

は
、
牧
畜
を
目
的
と
し
て
岩
﨑
家

の
所
有
と
な
り
ま
し
た
。

　

次
ペ
ー
ジ
で
は
、
末
廣
農
場
で
久
彌
が
行
っ
た
農
場
経
営
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

お
も
な
内
容

富里市の賑わい拠点として活用

末廣農場跡地の紹介……３
出店者募集

産業まつり・リサイクルフェア…４
競走馬のふるさと富里

馬とのふれあいデー……４
平成 29年度幼稚園・認定こども園

園児募集…………………５
平和学習リーダー派遣事業　ほか
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広報とみさと

８００号‼

昭和 29年に創刊して
62年、『広報とみさと』
は８００号を迎えました。

岩﨑久彌（三菱財閥第３代総帥）
（１８６５～１９５５）
　三菱社長引退後、本格的に農牧事

業に携わる。若かりし頃から蓄えた

豊富な知識は末廣・小岩井農場の経

営にいかんなく発揮された。

▲藤崎友十郎

▲末廣農場誕生を祝い、行われた第１回記念祭

岩﨑彌之助（三菱財閥第２代総帥）

（１８５１～１９０８）
　三菱総帥を久彌に譲った後、第４代

日本銀行総裁となる。小野義眞・井上

勝と共に小岩井農場を興したことでも

知られ、美術収集家としての顔を持つ。

岩﨑彌太郎（三菱財閥初代総帥）

（１８３５～１８８５）
　三菱財閥創業者で初代総帥。土佐

藩家老吉田東洋に仕え、才覚を表す。

坂本竜馬の海援隊を財政的に支援し

ていたことで有名。



　
久
彌
の
実
弟
で
あ
る
正
彌
に
よ

る
末
廣
農
場
の
経
営
で
は
、
洋
式

の
養
鶏
法
が
導
入
さ
れ
、
箸
で
ち

ぎ
れ
る
く
ら
い
の
柔
ら
か
で
上
質

な
肉
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
肉
は
、
宮
内
省
、
大
使

館
、
帝
国
ホ
テ
ル
、
料
亭
末
廣
の

み
に
卸
さ
れ
、
一
般
市
場
に
は
出

回
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
料
亭
末
廣

で
は
、
鳥
肉
の
刺
身
を
出
し
、
食

通
に
好
評
を
博
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
生
産
コ
ス
ト
が
高
か
っ

た
こ
と
か
ら
営
利
事
業
と
し
て
は

失
敗
に
終
わ
り
ま
す
。

　
大
正
４
年
（
１
９
１
５
）、
正

彌
が
東
京
の
工
場
会
社
に
異
動
と

な
っ
た
の
を
機
に
、
末
廣
農
場
の

活
動
は
休
止
状
態
と
な
り
ま
す
が
、

か
ね
て
か
ら
農
牧
事
業
を
行
う
こ

と
が
夢
で
あ
っ
た
久
彌
が
農
場
を

検
分
し
、
同
８
年
（
１
９
１
９
）

か
ら
久
彌
自
身
が
農
場
経
営
に
携

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

久
彌
に
よ
る
農
業
経
営

　
大
正
８
年
（
１
９
１
９
）
か
ら

農
場
経
営
に
携
わ
っ
た
久
彌
の
農

場
経
営
ス
タ
イ
ル
は
、
久
彌
個
人

が
出
資
し
て
興
し
た
東
山
農
事
㈱

に
事
業
を
委
託
し
、
自
ら
は
経
営

と
技
術
面
に
つ
い
て
月
に
２
、３

度
東
京
の
本
邸
か
ら
通
い
、
指
導

を
と
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
自

己
利
益
的
な
農
場
と
畜
産
を
実
施

す
る
の
み
で
は
な
く
、
畜
産
と
農

業
の
改
良
に
関
す
る
多
く
の
資
料

を
作
り
、
逐
次
各
方
面
の
研
究
会

な
ど
で
発
表
し
、
提
供
し
て
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、
農
場
長
で
あ
っ
た
橘
常

喜
に
対
し
て
「
我
が
国
畜
産
界
の

改
良
進
歩
に
資
し
得
る
模
範
的
実

験
農
場
を
作
っ
て
貰
い
た
い
」
と

い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、

人
の
為
に
役
立
つ
農
場
を
作
り
上

げ
る
こ
と
こ
そ
が
久
彌
の
夢
だ
っ

た
の
で
す
。

　
こ
の
言
葉
の
と
お
り
、
末
廣
農

場
で
は
養
鶏
・
養
豚
は
言
う
に
及

ば
ず
、
最
新
の
設
備
と
機
械
を
導

入
し
た
先
進
的
農
法
が
実
践
さ
れ

る
と
共
に
多
く
の
研
究
が
実
践
さ

れ
、
日
本
の
農
業
牧
畜
研
究
に
多

く
の
功
績
を
残
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ハ
ム
、
ソ
ー

セ
ー
ジ
、
ベ
ー
コ
ン
な
ど
、
加
工

食
品
の
自
家
生
産
も
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
農
場
経
営

の
一
つ
の
理
想
形
が
完
成
し
て
い

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ら
の
実
績
を
認
め
た
千
葉

県
農
業
試
験
場
で
は
、
末
廣
農
場

に
対
し
て
白
菜
や
西
瓜
の
原
々
種

栽
培
を
委
託
し
て
お
り
、
こ
こ
か

ら
も
末
廣
農
場
の
「
技
術
力
」
と

「
信
頼
性
」
の
高
さ
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
大
正
15
年
（
１
９
２
６
）、

久
彌
は
農
場
内
の
別
荘
と
し
て

「
末
廣
別
邸
」を
建
築
す
る
の
で
す
。

末
廣
農
場
の
成
果

其
の
一

　
特
に
養
鶏
に
は
力
が
注
が
れ
、

最
高
時
８
，
０
０
０
羽
を
飼
育
。

産
卵
年
間
４
１
５
万
個
、
年
間

３
０
０
個
以
上
の
卵
を
産
む
鶏
が

50
羽
以
上
い
る
と
い
う
好
成
績
。

　
養
豚
は
年
間
１
，
０
０
０
頭
を

生
産
し
、
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
、

ベ
ー
コ
ン
の
自
家
製
造
を
行
い
、

立
川
養
豚
場
を
通
じ
て
販
売
。

末
廣
農
場
の
成
果

其
の
二

　
農
作
物
は
試
験
農
場
を
設
置
し
、

主
に
大
豆
、
小
麦
な
ど
を
生
産
。

特
に
下
総
地
方
で
は
収
穫
が
難
し

か
っ
た
大
豆
の
多
収
穫
方
法
を
確

立
。
こ
れ
ら
の
実
績
が
千
葉
県
に

認
め
ら
れ
、
白
菜
、
西
瓜
の
原
種

及
び
原
々
種
の
採
取
を
委
託
さ
れ
る
。

 　
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最

新
機
械
を
導
入
し
、
組
織
的
運
営

を
実
施
。
大
正
12
（
１
９
２
３
）

年
に
は
小
岩
井
農
場
の
鈴
木
・
縣

両
技
師
と
共
に
橘
常
喜
に
８
か
月

に
及
ぶ
海
外
視
察
を
命
じ
、
先
進

的
な
農
場
経
営
を
学
ば
せ
る
。

　
三
菱
社
長
の
任
に
あ
る
間
、
久

彌
は
自
己
の
趣
味
に
は
幾
分
遠
慮

が
ち
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
社

長
の
任
を
離
れ
る
と
一
気
に
農

牧
事
業
へ
と
傾
倒
し
て
い
き
ま
す
。

久
彌
は
政
治
と
い
う
も
の
に
全
く

と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
関
心
が
な
く
、

ま
た
、
大
企
業
を
率
い
た
こ
と
が

あ
る
と
は
い
え
、
他
と
争
う
と
い

う
こ
と
を
好
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
然
に
接
し
、
台
地
を
愛
し
む
と

い
う
姿
勢
が
久
彌
の
性
格
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
晩
年
、
農
場
の
見
回
り
を
行
う

際
に
は
、
ス
テ
ッ
キ
の
先
に
小
さ

な
鎌
を
取
り
付
け
た
も
の
を
携
え
、

畑
の
中
の
雑
草
を
見
か
け
る
と
そ

れ
で
刈
り
取
っ
て
い
た
と
言
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
風
姿
は
一
介
の
農

夫
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
道

端
に
古
い
わ
ら
じ
な
ど
が
捨
て
て

あ
る
の
を
見
か
け
る
と
「
物
に
は

そ
れ
ぞ
れ
使
命
が
あ
る
も
の
だ
か

ら
、
最
後
ま
で
そ
の
使
命
を
ま
っ

と
う
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
古
い
わ
ら
じ
は
堆
肥
に

す
れ
ば
、
ま
だ
十
分
役
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
農
場
従
業
員
に

告
げ
た
と
い
う
よ
う
な
逸
話
も
残

さ
れ
て
お
り
、
久
彌
が
い
か
に
農

牧
事
業
に
打
ち
込
み
、
物
を
大
切

に
扱
う
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
き

た
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
手
塩
に
か
け
た
末
廣

農
場
の
運
命
は
、
昭
和
20
年

（
１
９
５
２
）
の
第
二
次
世
界
大

戦
の
終
結
か
ら
、
昭
和
27
年
に
か

け
て
G
H
Q
に
よ
っ
て
実
施
さ

れ
た
、
財
閥
解
体
と
農
地
改
革
に

よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

　

広
大
な
農
場
の
敷
地
の
う
ち

１
１
９
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
当
時
の
富

里
村
に
譲
渡
さ
れ
、
１
９
８
ヘ
ク

タ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
農
場
従
業

員
の
帰
農
者
に
払
下
げ
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
養
鶏
と
養
豚
の
施
設
部

分
約
40
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い
て
は

千
葉
県
に
譲
渡
さ
れ
、
千
葉
県

畜
産
試
験
場
と
し
て
新
た
な
一

歩
を
踏
み
出
す
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
昭
和
30
年
代
後
半

に
至
っ
て
計
画
さ
れ
た
成
田
空
港

建
設
の
た
め
と
し
て
、
千
葉
県
は

空
港
用
地
買
い
上
げ
農
家
の
代
替

地
と
し
て
試
験
場
を
提
供
す
る
こ

と
と
な
り
、
末
廣
農
場
関
係
の
施

設
は
別
邸
と
そ
の
周
辺
の
土
地
の

み
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
久
彌
が
愛
情
を
注
い

だ
末
廣
農
場
は
歴
史
の
表
舞
台
か

ら
姿
を
消
し
、
そ
の
業
績
は
跡
形

も
な
く
消
え
去
っ
た
の
で
す
。
久

彌
は
本
邸
を
物
納
し
、
昭
和
24
年

（
１
９
４
９
）
６
月
21
日
に
別
邸

へ
と
移
り
住
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。

久
彌
の
最
期

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に
よ
っ

て
東
京
の
本
邸
を
物
納
す
る
こ

と
に
な
っ
た
久
彌
は
、
昭
和
24

年
（
１
９
４
９
）
６
月
21
日
、
末

廣
農
場
内
に
建
て
ら
れ
た
「
末
廣

別
邸
（
現
七
栄
６
５
２
番
地
24
）」

へ
と
越
し
て
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
同
年
９
月
24
日
、
大

好
き
な
鶏
に
囲
ま
れ
な
が
ら
起

居
す
る
静
か
な
余
生
を
送
ろ
う
と

す
る
久
彌
に
ア
ダ
ム
ス
ト
ー
ク
ス

症
候
群
（
心
臓
病
の
一
種
）
と
い

う
病
魔
が
襲
い
か
か
り
、
長
い

闘
病
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

す
。
亡
く
な
る
前
年
の
昭
和
29

年
（
１
９
５
４
）
に
は
「
も
う
２

年
、
生
か
し
て
お
い
て
く
れ
ぬ
か
。

今
、
計
画
し
て
い
る
事
が
あ
る
の

で
、そ
れ
を
ぜ
ひ
や
っ
て
み
た
い
」

と
主
治
医
に
伝
え
た
と
い
う
よ
う

に
、
闘
病
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も

農
牧
に
関
す
る
研
究
へ
の
情
熱
を

失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）、
久

彌
は
90
歳
と
い
う
高
齢
を
迎
え
ま

し
た
。
決
し
て
お
ご
る
と
こ
な
く
、

す
べ
て
の
も
の
に
感
謝
し
な
が
ら

「
カ
ン
ト
リ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」

と
し
て
農
牧
の
改
良
に
捧
げ
た
人

生
で
し
た
が
、
高
血
圧
と
老
衰
の

進
行
は
医
師
も
絶
望
視
す
る
ほ
ど

と
な
り
、
同
年
12
月
１
日
に
は
更

に
病
状
が
悪
化
し
、
近
親
者
一
同

が
枕
元
に
集
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
庭
先
の
木
の
葉
の

落
ち
る
音
さ
え
聞
き
取
れ
そ
う
な

静
寂
の
息
詰
ま
る
数
時
間
が
過
ぎ

た
夜
半
の
１
時
15
分
、
つ
い
に
久

彌
激
動
の
人
生
に
幕
が
下
ろ
さ
れ

ま
し
た
。

　
「
苦
痛
は
な
く
、
眠
る
よ
う
な

大
住
生
で
あ
っ
た
」
と
岩
﨑
久
彌

傳
は
伝
え
て
い
ま
す
。

末
廣
農
場
の
隆
盛

久
彌
の
夢
、

　
　
　
模
範
的
実
験
農
場

末
廣
農
場
の
終
焉

戦
渦
に
砕
け
た

　
　
　
　
　
久
彌
の
夢

幻
の
末
廣
農
場

久
彌
の
想
い
遥
か
に

▲最晩年、末廣別邸で近親者に囲まれる
　久彌（岩﨑久彌傳より）

　
次
回
11
月
１
日
号
で
は
、
久
彌
亡
き
後
の
末
廣
別
邸
が
ど
の
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
別
邸
の
価
値
は
何
か
、
そ
し
て
別
邸
が
寄
附
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

▲鶏の放飼いと孵卵舎

▲管理用番号の付いた鶏

▲原々種西瓜の栽培

▲トマトの栽培

▲ Farmall Regular
　 F-20 型トラクター

▲大正12 年の海外視察

2
■農場名の由来
　地元の人々は扇形に開く独特の地形にちなんで「末廣野」
または「末廣の野原」と呼んでいました。この呼び名を採
用して「末廣農場」と名付けられたのです。

▲豚の放飼い

▲種豚（中ヨークシャー種）

旧岩﨑家末廣別邸


