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●
お
金
も
家
も
信
用
も
無
い
、
無
い
無
い
尽
く
し
で
商
売
始
め
て

　

最
初
に
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
ま
す
と
、
代
々
、
京
都
で
商
い
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
私
は
ベ
タ
ベ
タ
の
京

都
弁
で
話
し
ま
す
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

本
日
の
タ
イ
ト
ル
は
な
ぜ
「
な
す
び
の
花
」
と
な
っ
た
か
、
述
べ
て
お
き
ま
す
。「
親
の
意
見
（
忠
告
）
と
、

な
す
び
の
花
は
、
千
に
一
つ
も
無
駄
が
な
い
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
な
す
び
は
、
花
が
咲
く
と
必
ず
実み

を
付

け
ま
す
。
親
の
意
見
と
一
緒
や
な
、
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
実
際
、
若
い
時
に
は
、
親
の
意
見
を
「
う
る

さ
い
な
ぁ
」
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
が
、
こ
の
歳
（
86
歳
）
に
な
り
ま
す
と
、「
一
つ
も
無
駄
の
な
い

教
え
や
っ
た
な
ぁ
」
と
痛
感
し
、
表
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

　

玉
置
家
の
先
祖
は
、
熊
野
三
山
か
ら
神
武
天
皇
が
東
征
の
際
、
八や

咫た

烏が
ら
す

に
導
か
れ
た
玉
置
山
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
天
か
ら
玉
（
隕い

ん

石せ
き

）
が
砂
地
に
落
ち
た
さ
ま
が
𥻘す
は
まに

似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
玉
置
神
社
の
紋
が
𥻘
紋

に
な
り
ま
し
た
。
私
の
家
の
菩
提
寺
の
古
い
お
墓
に
彫
ら
れ
て
い
る
「
玉
置
氏
・
𥻘
紋
」
が
同
じ
で
、
神
代
か

ら
玉
置
一
族
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
玉
置
家
系
図
に
よ
り
ま
す
と
、
鶴
城
や
手
取
城
の
城
主
で
、

代
々
が
大
膳
職
を
務
め
、
帝み

か
どの
警
護
も
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

半
兵
衛
麸
は
、
今
か
ら
３
３
０
年
ほ
ど
前
の
江
戸
時
代
、
元
禄
２
（
１
６
８
９
）
年
に
は
商
売
を
始
め
ま
す
。

た
だ
、
初
代
半
兵
衛
の
こ
ろ
は
、
た
い
へ
ん
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。
お
金
は
無
い
し
、
家
は
無
い
わ
、
信
用
も

無
い
し
、
の
無
い
無
い
尽
く
し
で
、
唯
一
あ
る
の
は
「
や
る
気
」
だ
け
。
こ
の
「
や
る
気
」
だ
け
で
始
め
た
商

い
で
し
た
。
京
都
御
所
で
習
っ
た
麸ふ

つ
く
り
を
家
業
と
し
て
立
ち
上
げ
た
わ
け
で
し
た
。

　

し
か
し
２
代
目
は
創
業
者
の
苦
労
を
み
て
、
麸
の
家
業
は
嫁
に
任
せ
、
自
分
は
三
味
線
の
師
匠
で
生
計
を
立

講演

昨
年
10
月
10
日
の
「
お
て
つ
ぎ
文
化
講
座
」
の
要
旨
に
加
筆
し
て
採
録
し
ま
し
た
。

麩商　半兵衛麸
11代目当主 玉置半兵衛
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玉置半兵衛（たまおき　はんべえ）
1934（昭和 9 ）年京都市生まれ。本名は玉置辰次。1953年、麩商第11代目当主、

玉置半兵衛を継承。家業の麩製造販売を時代の変化に合わせ、株式会社化する一方、

伝統と家訓を大切にし、江戸時代に広まった石田梅岩の商人哲学（石門心学）を

日常生活の中で代々伝え、実践する。協同組合全国製麩工業会理事長、京都経済

同友会幹事など歴任し、文部教育賞、京都市教育功労賞受賞。著書に「あんなぁ 

よおぅききや」（京都新聞出版センター）。




