
渋沢栄一  －－－－－－－－－－－－－－
幕末、明治、大正、そして昭和という激動
の時代を駆け抜け、急速に進む近代化
の中、第一国立銀行をはじめ生涯で約
500にものぼる会社の設立や運営に携
わった、「近代日本経済の父」とも称され
る人物です。
2024年から新一万円札の顔となることが
決まり、ＮＨＫの大河ドラマ「青天を衝け」
でその生涯が描かれていることからも改
めて数々の功績に注目が集まる渋沢です
が、実は仙台の経済とも深いかかわりを
持っている、というのは知られざるところ。
そこで今月号では、商工会議所の成り立ち
にスポットを当て、渋沢栄一や彼にゆかり
のある人物と仙台との意外な関係を紹介
します。

仙台商工会議所の
礎を築いた
３人の先達
～ 渋沢栄一・尾高惇忠・遠藤敬止 ～

仙台商工会議所１３０周年記念特別企画

渋沢栄一肖像（写真提供：東京商工会議所）
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商
法
会
議
所
か
ら
商
業
会
議
所

そ
し
て
商
工
会
議
所
へ

　
商
工
会
議
所
の
母
体
は
、中
世
か
ら
近
世
に

か
け
、西
欧
諸
都
市
で
結
成
さ
れ
た「
ギ
ル
ド

（
同
業
者
組
合
）」だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。世

界
初
の
商
工
会
議
所
は
１
５
９
９
年
に
フ
ラ
ン

ス
で
組
織
さ
れ
た
マ
ル
セ
イ
ユ
商
業
会
議
所
。そ

れ
以
来
、ヨ
ー
ロッ
パ
諸
国
で
続
々
と
会
議
所
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
日
本
で
初
め
て
会
議
所
が
設
立
さ
れ
た
の
は

１
８
７
８
年（
明
治
11
年
）の
こ
と
。当
時
の
日

本
は
、幕
末
に
欧
米
列
強
と
締
結
し
た
不
平
等

条
約
を
撤
廃
す
る
と
い
う
大
き
な
命
題
を
抱
え

て
お
り
、そ
の
た
め
に
は「
世
論
」の
構
築
、つ
ま

り
国
内
に
お
い
て
商
工
業
者
の
意
見
を
取
り
ま

と
め
ら
れ
る
組
織
づ
く
り
が
急
務
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。そ
こ
で
、大
蔵
卿・大
隈
重
信
、内
務

卿・伊
藤
博
文
ら
政
府
首
脳
は
実
業
界
へ
の
協

力
を
求
め
ま
す
。こ
れ
を
受
け
て
商
法
会
議
所

の
設
立
に
尽
力
し
た
人
物
、そ
れ
が
渋
沢
栄
一

で
し
た
。

　
渋
沢
は
、英
国
に
範
を
と
って「
東
京
商
法
会

議
所
」を
設
立
。初
代
会
頭
に
就
任
し
ま
す
。

以
来
、商
法
会
議
所
は
、不
平
等
条
約
の
撤
廃

と
日
本
実
業
界
の
地
位
向
上
に
向
け
、商
工
業

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
、議
論
、調
査
、

さ
ら
に
は
国
際
交
流
な
ど
幅
広
い
活
動
を
行
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　
東
京
商
法
会
議
所
の
設
立
を
皮
切
り
に
、同

年
に
は
、大
阪（
８
月
）、神
戸（
10
月
）に
も
商

法
会
議
所
が
設
立
さ
れ
ま
す
。以
降
、１
８
８

５
年（
明
治
18
年
）ま
で
の
間
に
、全
国
で
32
の

商
法
会
議
所
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、東
京
商
法
会
議
所
が
東
京
商
工
会

に
改
編
さ
れ
る
な
ど
の
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ
、全

国
的
な
経
済
の
発
展
と
国
際
化
の
進
展
に
伴
っ

て
会
議
所
制
度
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、１
８
９
１
年（
明
治
24
年
）に「
商
業
会

議
所
条
例
」が
施
行
。東
京
商
工
会
ほ
か
任
意

団
体
で
あ
っ
た
各
地
の
商
法
会
議
所
は
、法
に
よ

る
根
拠
を
得
て「
商
業
会
議
所
」と
し
て
新
た

な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
す
。さ
ら
に
１
９
２
８
年

（
昭
和
３
年
）に
は
、「
商
」と
と
も
に「
工
」の
比

重
も
高
ま
って
き
た
こ
と
な
ど
を
背
景
と
し
て
、

「
商
工
会
議
所
法
」が
施
行
さ
れ
、全
国
の
商
業

会
議
所
は「
商
工
会
議
所
」へ
移
行
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、１
９
５
３
年（
昭
和
28
年
）に
現
行
の

商
工
会
議
所
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

商
工
会
議
所
は
今
の
体
制
と
な
り
、現
在
で
は

全
国
５
１
５
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、地
域
に
根
ざ

し
た
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
初
期
の
東
北
は
、殖
産
興
業
な
ど
の
政

策
で
国
力
増
強
が
進
め
ら
れ
る
全
国
の
他
地

域
に
比
べ
て
開
発
の
遅
れ
が
目
立
っ
て
い
ま
し

た
。宮
城
に
お
い
て
も
、日
本
初
の
近
代
港
湾
と

し
て
明
治
政
府
に
よ
る
東
北
開
発
の
中
心
的

事
業
と
位
置
付
け
ら
れ
た
野
蒜
築
港
が
わ
ず

か
数
年
で
台
風
被
害
に
よ
り
損
壊
す
る
と
い
う

不
運
も
重
な
り（
そ
の
後
修
復
も
断
念
）、地
域

経
済
を
な
か
な
か
上
向
か
せ
ら
れ
ず
に
い
た
の

で
す
。

　
渋
沢
が
東
北
振
興
に
強
い
関
心
を
抱
く
よ

う
に
な
っ
た
の
は
こ
う
し
た
時
分
の
こ
と
。理
由

は
諸
説
あ
り
、第
一
国
立
銀
行
の
大
株
主
だ
っ
た

小
野
組
が
倒
産
し
、そ
の
傘
下
に
あ
っ
た
福
島

県
二
本
松
の
製
糸
場
が
整
理
対
象
に
な
っ
た
こ

と
で
そ
の
影
響
を
懸
念
し
た
か
ら
と
も
、自
身

の
民
部
省
入
省
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
宇
和
島

藩
主・伊
達
宗
城
と
の
縁
で
、も
と
も
と
戊
辰
戦

争
後
の
仙
台・東
北
を
気
に
か
け
て
い
た
か
ら

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
渋
沢

は
、こ
の
こ
ろ
か
ら「
産
業
の
停
滞
し
て
い
る
東

北
の
開
発
こ
そ
急
務
」と
、さ
ま
ざ
ま
な
支
援
に

乗
り
出
す
よ
う
に
な
って
い
き
ま
し
た
。

　
仙
台
に
お
け
る
商
法
会
議
所
の
設
立
は
、ま

さ
に
こ
の
時
期
と
重
な
り
ま
す
。国
内
で
商
法

会
議
所
の
設
立
が
相
次
ぎ
、仙
台
で
も
そ
の
機

運
が
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
中
で
、既
に
東
京

商
法
会
議
所
会
頭
に
就
い
て
い
た
渋
沢
は
、義

兄
で
あ
る
尾
高
惇
忠
を
通
し
て
仙
台
で
の
会
議

所
設
立
を
呼
び
掛
け
ま
す
。そ
し
て
、尾
高
の
要

請
に
応
じ
た
地
元
実
業
家
ら
に
よ
っ
て
発
会
の

議
が
決
せ
ら
れ
、会
頭
に
遠
藤
敬
止
を
推
し
て
、

仙
台
商
工
会
議
所
の
前
身
で
あ
る「
宮
城
商
法

会
議
所
」が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
商
法
会
議
所
の
設
立
か
ら
遅
れ
る
こ
と
２

年
、１
８
８
０
年（
明
治
13
年
）の
こ
と
で
す
。

　
渋
沢
が
宮
城
商
法
会
議
所
の
設
立
推
進
を

依
頼
し
た
尾
高
惇
忠
、そ
し
て
初
代
会
頭
と

な
っ
た
遠
藤
敬
止
。仙
台
商
工
会
議
所
の
歴
史

を
語
る
上
で
と
て
も
重
要
な
二
人
の
人
物
で
す

が
、初
め
て
そ
の
名
を
聞
く
と
い
う
読
者
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

［写真上］1899年（明治32年）の東京商業会議所
ビル（写真提供：東京商工会議所）
［写真中］現在の東京商工会議所ビル１階に立つ
渋沢栄一の銅像（写真提供：東京商工会議所）
［写真下］宮城商法会議所の設立に尽力し、仙台
商業会議所副会頭も務めた尾高惇忠（写真提
供：渋沢栄一記念館）
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晩
年
ま
で
続
く

渋
沢
と
仙
台
と
の
縁

　
尾
高
惇
忠（
１
８
３
０
〜
１
９
０
１
年
）は
、

渋
沢
が
生
ま
れ
た
武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
村

（
現・埼
玉
県
深
谷
市
）の
隣
、下
手
計
村
に
生

ま
れ
、幼
少
期
か
ら
優
秀
の
誉
れ
高
く
、自
宅
に

私
塾
を
開
く
な
ど
し
な
が
ら
近
隣
の
子
弟
に
学

問
を
教
え
て
い
ま
し
た
。渋
沢
も
彼
か
ら
教
え

を
受
け
た
一
人
で
す
。幕
末
の
志
士
と
し
て
活

動
を
と
も
に
し
た
時
期
も
あ
る
二
人
は
、も
と

も
と
い
と
こ
同
士
で
あ
る
上
、渋
沢
が
尾
高
の

妹・千
代
を
妻
に
迎
え
た
こ
と
で
義
兄
弟
に
も

な
っ
た
と
い
う
間
柄
。幕
末
の
動
乱
期
を
経
て
、

新
時
代・明
治
を
迎
え
る
と
、尾
高
は
、こ
う
し

た
渋
沢
と
の
縁
も
あ
り
、現
在
は
世
界
遺
産
に

も
登
録
さ
れ
て
い
る「
富
岡
製
糸
場
」（
群
馬

県
）で
初
代
場
長
を
務
め
ま
す
。そ
の
後
、１
８

７
７
年（
明
治
10
年
）に
は
第一国
立
銀
行
盛
岡

出
張
所（
翌
年
盛
岡
支
店
に
昇
格
）支
配
人
に

就
任
。１
８
８
７
年（
明
治
20
年
）か
ら
は
渋
沢

の
要
請
で
同
行
仙
台
支
店
の
支
配
人
を
務
め
る

な
ど
、東
北
経
済
の
発
展
に
も
力
を
尽
く
し
ま

し
た
。墓
碑
は
郷
里
で
あ
る
埼
玉
県
深
谷
市
に

あ
り
、そ
こ
に
は
渋
沢
の
手
で「
学
あ
り
行
い
あ

り
。君
子
の
器
。わ
れ
ま
た
誰
を
か
頼
ら
ん
。何

ぞ
わ
れ
を
捨
て
て
逝
け
る
や
。」と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、尾
高
を
生
涯
の
師
と
し
て
頼
り

に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
一
方
、遠
藤
敬
止（
１
８
４
９
〜
１
９
０
４
年
）

は
、会
津
藩
士
の
子
と
し
て
江
戸
で
生
ま
れ
ま

す
。遠
藤
も
幼
い
こ
ろ
か
ら
才
に
恵
ま
れ
、江
戸

幕
府
が
設
立
し
た
洋
学
の
研
究
教
育
機
関
で

あ
る
開
成
所
で
英
語
を
学
び
ま
す
。戊
辰
戦
争

の
敗
戦
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
ま
す
が
、釈
放

後
は
九
州
で
の
英
語
教
師
を
経
て
慶
應
義
塾
で

経
済
学
な
ど
を
学
び
、そ
の
後
大
蔵
省
に
出

仕
。銀
行
事
務
講
師
と
な
り
ま
す
。そ
の
と
き
の

働
き
が
渋
沢
の
目
に
と
ま
り
、そ
れ
か
ら
彼
の

手
足
と
な
って
能
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
って

い
き
ま
し
た
。１
８
７
８
年（
明
治
11
年
）、仙
台

に
第
七
十
七
国
立
銀
行（
現・七
十
七
銀
行
）が

設
立
さ
れ
る
際
に
は
、渋
沢
の
求
め
に
応
じ
て

同
行
に
赴
く
と
、銀
行
業
務
を
軌
道
に
乗
せ
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、第
２
代
、４
代
頭
取
も
務
め
る

な
ど
大
い
に
そ
の
任
を
果
た
し
、仙
台
経
済
の

発
展
に
努
め
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
、渋
沢
栄
一
と
い
う
日
本
経
済
史

に
お
け
る
大
人
物
と
、彼
が
そ
の
才
覚
を
認
め

た
二
人
に
よ
って
、仙
台
経
済
界
の
礎
は
築
か
れ

て
いっ
た
の
で
す
。

　
１
８
９
１
年（
明
治
24
年
）、「
商
業
会
議
所

条
例
」が
施
行
さ
れ
、任
意
団
体
で
あ
っ
た
宮
城

商
法
会
議
所
が
下
地
と
な
り「
仙
台
商
業
会
議

所
」が
発
足
し
ま
す
。商
業
会
議
所
と
し
て
の

初
代
会
頭
に
就
任
し
た
の
は
、野
蒜
築
港
の
工

事
主
任
と
し
て
大
蔵
省
か
ら
宮
城
県
に
派
遣

さ
れ
、土
木
課
長
を
務
め
る
な
ど
県
土
木
事
業

の
基
盤
を
築
い
た
早
川
智
寛
。早
川
を
支
え
副

会
頭
に
就
任
し
た
の
は
、尾
高
惇
忠
と
遠
藤
敬

止
で
し
た
。

　
尾
高
は
、翌
年
の
１
８
９
２
年（
明
治
25

年
）、そ
の
功
績
と
人
柄
を
惜
し
ま
れ
つ
つ
仙
台

を
離
れ
ま
す
。

　
遠
藤
は
早
川
の
後
任
と
し
て
第
二
代
会
頭
に

就
任
。亡
く
な
る
ま
で
、商
業
会
議
所
会
頭
と

七
十
七
銀
行
頭
取
と
い
う
二
足
の
わ
ら
じ
を
履

い
て
仙
台
経
済
界
の
発
展
に
尽
力
し
ま
し
た
。

ま
た
、遠
藤
は
、文
化
面
で
も
東
北
の
歴
史
に

そ
の
名
を
残
し
て
い
ま
す
。１
８
９
０
年（
明
治

23
年
）、政
府
が
会
津
若
松
城
の
払
い
下
げ
を

決
定
す
る
と
、彼
は
集
め
た
募
金
に
私
財
を
加

え
て
旧
主
の
松
平
家
に
寄
贈
。会
津
若
松
城

は
、今
も
そ
の
姿
を
悠
然
と
残
し
、東
北
の
歴

史
を
学
ぶ
重
要
な
史
跡
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
尾
高
と
遠
藤
に
仙
台
経
済
を
託
し
た
渋
沢

も
ま
た
、晩
年
ま
で
仙
台・東
北
の
発
展
に
心
を

砕
き
ま
し
た
。第
一
次
世
界
大
戦
や
関
東
大
震

災
等
の
影
響
で
国
内
経
済
が
不
況
に
あ
え
い
で

い
た
１
９
２
８
年（
昭
和
３
年
）、景
気
回
復
と

い
う
大
命
題
を
背
負
い
な
が
ら
、仙
台
商
工
会

議
所
の
主
催
に
よ
り
東
北
産
業
博
覧
会
と
い
う

催
し
が
開
催
さ
れ
ま
す
。総
観
覧
者
数
約
45
万

人
、好
評
に
つ
き
会
期
が
延
長
さ
れ
る
ほ
ど
の

盛
況
ぶ
り
を
見
せ
た
昭
和
初
期
の
仙
台
に
お
け

る
大
イ
ベ
ン
ト
。こ
の
博
覧
会
開
催
に
あ
た
り
、

総
裁
に
就
任
し
た
の
は
、誰
あ
ろ
う
渋
沢
栄
一で

し
た
。

　「
商
工
会
議
所
法
」の
施
行
に
よ
り
仙
台
商

業
会
議
所
か
ら「
仙
台
商
工
会
議
所
」へ
移
行

し
て
初
め
て
と
な
る
大
き
な
催
し
を
何
と
し
て

も
成
功
さ
せ
る
べ
く
、第
６
代
会
頭・伊
澤
平
左

衛
門（
後
に
第
８
代
会
頭
に
も
就
任
）ら
の
求
め

に
よ
り
総
裁
と
な
っ
た
渋
沢
は
、こ
の
と
き
88

歳
。高
齢
の
身
で
あ
り
な
が
ら
開
催
に
際
し
て

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
な
ど
、博
覧
会
成
功
の
大

き
な
後
ろ
盾
と
な
り
ま
し
た
。

　
渋
沢
が
91
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
の
は
、

博
覧
会
の
開
催
か
ら
３
年
後
の
１
９
３
１
年

（
昭
和
６
年
）。最
期
を
迎
え
る
直
前
ま
で
、東

北
の
未
来
を
案
じ
、そ
の
潜
在
能
力
を
信
じ
て
、

発
展
に
向
け
力
を
注
い
だ
の
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
渋
沢
が
東
北
振
興
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ

た
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
北
振
興
策
の
根
本
は
、東
北
人
の
奮
起
努
力

に
在
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。東
北
人
に
し
て

現
状
に
満
足
せ
ず
、奮
然
蹶
起
、不
撓
不
屈
の

精
神
を
以
て
有
ら
ゆ
る
方
面
に
活
動
せ
ぬ
と
、

中
央
の
有
力
者
が
如
何
に
助
力
す
る
も
、到
底

満
足
な
る
効
果
は
挙
げ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
顧
み
る
と
、仙
台
経
済
の
発
展
に
は
、本
特
集

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、渋
沢
栄
一
、尾
高
惇
忠
、

遠
藤
敬
止
と
いっ
た
、も
と
も
と
は
仙
台
に
ゆ
か

り
の
な
か
っ
た
人
々
も
大
変
深
く
か
か
わ
って
き

ま
し
た
。し
か
し
、例
え
ば
宮
城
商
法
会
議
所

の
設
立
に
際
し
て
は
、度
量
衡
業
を
営
み
、後
に

会
議
所
の
移
設
先
も
世
話
し
た
加
藤
彦
七
郎
、

醬
油
醸
造
業
で
あ
る
一
方
で
秋
保
電
鉄
創
立
者

の
顔
も
持
つ
小
林
八
郎
右
衛
門
、芭
蕉
辻
勧
工

場（
勧
工
場
は
シ
ョッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
前
身
）

を
つ
く
っ
た
高
橋
藤
七
な
ど
、在
仙
実
業
家
た

ち
の
存
在
が
大
き
な
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、仙
台
経
済
発
展
の
裏
に
は
、日
本
銀
行

の
初
代
副
総
裁・二
代
目
総
裁
を
務
め
た
富
田

鉄
之
助（
後
に
貴
族
院
議
員
や
東
京
府
知
事
も

歴
任
）ら
仙
台
出
身
で
有
力
な
地
位
に
あ
っ
た

人
物
た
ち
の
支
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。渋
沢
の
言
う「
東
北
人
の
奮
起

努
力
」が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、今
日
の
仙
台
が
形

づ
く
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
歴
史
の
上
に
立
ち
、今
年
、仙
台

商
工
会
議
所
は
１
３
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。こ

れ
は
、任
意
団
体
で
あ
る「
宮
城
商
法
会
議
所
」

が
法
に
基
づ
く
組
織
と
し
て「
仙
台
商
業
会
議

所
」と
な
っ
た
１
８
９
１
年（
明
治
24
年
）か
ら

数
え
て
の
こ
と
で
す
。１
８
９
９
年（
明
治
32

年
）に
は
会
議
所
運
営
を
支
え
る
こ
と
な
ど
を

目
的
と
し
て
市
内
商
工
業
者
に
よ
り
仙
台
商

工
経
済
会
が
組
織
さ
れ
る
な
ど（
戦
前
に
で
き

た
商
工
経
済
法
に
基
づ
く
も
の
と
は
別
組
織
）、

こ
れ
ま
で
会
議
所
は
多
く
の
支
援
を
得
な
が
ら

取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。今
も
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
、地

域
商
工
業
者
の
皆
さ
ま
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と

ご
協
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
仙
台
商
工
会
議
所
は
、こ
れ
か
ら
も
、東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
完
遂
、コ
ロ
ナ
禍
か
ら

の
経
済
再
生
を
目
指
し
て
、地
域
商
工
業
者
の

皆
さ
ま
と
と
も
に
、仙
台・東
北
が
自
ら
未
来
を

切
り
開
き
、大
き
く
飛
翔
し
て
い
け
る
よ
う
活

動
を
続
け
て
い
き
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら

も
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

［写真右］宮城商法会議所初代会頭、仙台商業会議所第２代会頭となった遠藤敬止
［写真左］1911年（明治44年）に新伝馬町へ移転した頃の仙台商業会議所

［写真右］東北産業博覧会のポスター
［写真左］東北産業博覧会の主会場東正門
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１３０年の歩み

SINCE 1891

仙台商工会議所

大
き
く
飛
翔
す
る
未
来
へ

地
域
発
展
の
根
本
は

地
元
民
の
努
力
に
こ
そ
あ
り

ふ
ん
ぜ
ん
け
っ
き

ふ
と
う

ふ
く
つ

130周年記念史
「仙台商工会議所130年の歩み SINCE1891」

2021年10月下旬に130周年記
念史を発行します。
仙台商工会議所ホームページに
掲載しますのでぜひご覧ください。
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仙
台
商
工
会
議
所
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明
治
実
業
家
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伝
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敬
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』
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議
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会
議
所
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巻
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渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
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会
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盛
岡
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
編
集
協
力
】

○ 

公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
渋
沢
史
料
館

○ 

渋
沢
栄
一
記
念
館

○ 

東
京
商
工
会
議
所

ば

ば
し
ょ
う
の
つ
じ
か
ん
こ
う

し
ょ
う
ゆ

し
も
て
ば
か

む
さ
し
の
く
に
は
ん
ざ
わ
ぐ
ん
ち
あ
ら
い
じ
ま

本
稿
に
関
連
す
る
主
な
動
き

１
８
３
０
年

１
８
４
０
年

１
８
４
９
年

１
８
７
８
年

１
８
８
０
年

１
８
８
２
年

１
８
８
４
年

１
８
８
５
年

１
８
８
９
年

１
８
９
０
年

１
８
９
１
年

１
８
９
５
年

１
９
０
１
年

１
９
０
４
年

１
９
２
８
年

１
９
３
１
年

１
９
５
３
年

文
政
13
年

天
保
11
年

嘉
永
2
年

明
治
11
年

明
治
13
年

明
治
15
年

明
治
17
年

明
治
18
年

明
治
22
年

明
治
23
年

明
治
24
年

明
治
28
年

明
治
34
年

明
治
37
年

昭
和
3
年

昭
和
6
年

昭
和
28
年

尾
高
惇
忠
誕
生

渋
沢
栄
一
誕
生

遠
藤
敬
止
誕
生

東
京
商
法
会
議
所
設
立
。初
代
会
頭
に
渋
沢
栄
一
就
任

第
七
十
七
国
立
銀
行
創
立

宮
城
商
法
会
議
所
設
立
。初
代
会
頭
に
遠
藤
敬
止
就
任

野
蒜
築
港
第
一
期
工
事
完
成

台
風
で
野
蒜
築
港
に
大
き
な
被
害（
翌
年
修
復
断
念
）

内
閣
制
度
発
足
。初
代
総
理
大
臣
に
伊
藤
博
文
就
任

仙
台
市
誕
生

大
日
本
帝
国
憲
法
公
布

商
業
会
議
所
条
例
公
布

仙
台
商
業
会
議
所
設
立
。初
代
会
頭
に
早
川
智
寛
、副
会
頭
に
尾
高
惇
忠
と
遠
藤
敬
止
就
任

第
二
代
会
頭
に
遠
藤
敬
止
就
任

尾
高
惇
忠
死
去

遠
藤
敬
止
死
去

商
工
会
議
所
法
施
行
。仙
台
商
業
会
議
所
か
ら
仙
台
商
工
会
議
所
へ

東
北
産
業
博
覧
会
開
催

渋
沢
栄
一
死
去

現
行
の
商
工
会
議
所
法
施
行
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