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Be a gift to the world 

                   世界へのプレゼントになろう 

2015～2016年度 ＲＩ会長 K.R.ラビンドラン 
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第２１１０回 例 会 平成 27年 9月 1日 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

点     鐘 … 藤﨑 一成 会長 

国      歌 … 君 が 代 

ロータリーソング … 奉 仕 の 理 想 

来訪ロータリアン紹介 

… 親睦活動･家族委員会 

会 長 挨 拶 … 藤﨑 一成 会長 

御 祝 披 露 … 藤﨑 一成 会長 

誕 生 祝 … なし 

結婚記念日 … なし 

入会記念日 … なし 

 

幹 事 報 告 … 星野  隆 幹事 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ … 親睦活動･家族委員会 

 

卓  話 

  「マイナンバーについて」 

銚子税務署 副署長 関岡 嘉彦 氏 

 

出 席 報 告 … 出席･プログラム委員会 

 

来週のプログラム（平成 27年 9月 8日） 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

卓  話 

 「未定」  

ヤマサ醤油㈱ 総務部 課長 滑川 伸一 氏 

 

お食事「銚子プラザホテル」 

銚子・銚子東ＲＣスポーツ大会 
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第2109回例会(平成27年8月25日) 

会長挨拶               藤﨑 一成 

◆関東近県中学生選抜野球大会 

 去る 8月 22日、23日の両

日、当クラブが銚子クラブさ

んと共同で後援をしている関

東近県中学生選抜野球大会が

開催されました。 

 私自身、今回の大会に参加

して印象的だったのは、閉会

式における澤田会長のご挨拶

です。 

澤田会長は「試合開始前のグ

ランド整備を銚子市の中学生や

市の職員が行っていたところ、大会に参加した選手達も

一緒になってそれを手伝ってくれた」という事を述べて

おられました。昨今、目や耳を塞ぎたくなるような青少

年の犯罪や事件が多発しておりますが、野球に汗を流す

生徒達は、かくも立派に育っていくのだと感じ、若い頃

からスポーツに励むことが人格形成の上で、大きな意味

を持つことを知りました。 

このような意義ある大会を我がクラブとして協賛でき

ていることに「青少年奉仕の大いなる実践そのもの」と、

感慨がこみ上げて参りました。同時に、自分自身がその

場に足を運んで得られる感動と、資金面での援助のみに

終始するのとでは、天地雲泥の差があることも、改めて

実感いたしました。 

ロータリーの奉仕活動は、実際に参加してみなければ得

るものは少ないということであり、来年も多くの会員が

球場に足をお運び頂けることを切望するものであります。 

◆日本でいちばん大切にしたい会社 

 さて、本日の会長挨拶は以前「日本でいちばん大切に

したい会社」として取り上げられた長野県の伊那食品工

業についてお話します。 

 伊那食品工業は、有名な「かんてんぱぱ」を製造する

会社です。寒天メーカーという、どちらかと言えば斜陽

化した産業の中で、同社は48年間、増収増益を果たして

いるという驚異的な会社であります。 

 そして長年にわたり同社を率いて来られたのが、塚越

寛会長であります。独特の経営哲学によって伊那食品工

業を大きく飛躍させて来られました。 

 塚越さんの経営哲学は昨今の時流に乗った会社とは一

味違います。 

 主なものを挙げれば… 

・50年間、一度もリストラをしたことがない。 

・人事システムは年功序列となっている。 

・使用者と労働者という区別があってはならないと考え、

労働組合が存在しない 

・会社は急成長をしてはならないと考えている。（急激に

業容を拡大すると縮小する時に人員整理等をしなけれ

ばならないから。）  

・社員の採用に関しては、会社側が欲しい人材かどうか

ではなく、その人がこの会社で働いて幸せになれるか

どうかを基準に考える。 

などなど…。 

 このような経営方針の結果はどうかと言えば、テレビ

東京のカンブリア宮殿という番組にて、伊那食品工業が

取り上げられた時、ある社員は「28年間、一度も給料が

下がったことがない。それだから娘を 3人大学に通わせ

ることができた」としみじみと喜びを語っており、社員

の持ち家比率は 8割に達するとのことでした。 

 会社の業績が良いだけでなく、社員の満足度もここま

で高い同社はお手本となる会社と言えましょう。 

 そのような同社を率いている塚越会長ですが、実は我

らと同じロータリアンであります。 

 塚越会長はロータリー活動がいかに有益であるかを、

“ロータリー”という名称こそ出さないものの、それを

滲ませるようなことを著書「いい会社をつくりましょう」

でかくの如く述べております。 

 いわく「よき師匠や良き友に恵まれることは大変重要

である。特に身近にそういう人間関係を築くことにより、

人間としてどれほどの恩恵に浴することが出来るか計り

知れない。私は一代で高収益企業を築いた池上房雄さん

という方に出会った」といい、この方との交流の中で経

営上の様々なヒントを得て、それが塚越さんの経営哲学

の根幹となっていったことが綴られております。 

 そしてこの池上房雄さんという方も同じロータリーク

ラブの会員だったのであります。 

 ということは、ここからは推察になりますが、塚越会

長は RC にて池上さんと交流を重ねていく中に様々な経

営上のヒントを得て、それがやがて塚越会長の経営哲学

へと変わっていった…。その経営哲学によって、日本中

から尊敬される今日の伊那食品工業を生み出すに至った

…。ということが言えるのではないでしょうか。 

 つまり、このようなお二人の交流の陰には、ロータリ

ーの存在があったわけであり、ロータリーの存在意義の

大きさを実感する事例と思わずにはいられません。 

 これぞ本当の意味での親睦であり、かくの如く人生の

学びが得られる道場、生きた学問を学べる道場がロータ

リークラブなのであります。 

 それでは今週も、ロータリー哲学の実践により、皆様

方のご事業が益々の発展を遂げられることを切に願いつ

つ、8月第4例会の会長挨拶とさせて頂きます。 

※参考文献※ 

（いい会社をつくりましょう 塚越寛著 文屋刊） 

幹事報告 

１・ガバナー事務所より 

・2015-16年度会長賞 補足説明ウェビナー 

・2015-16年度越我の奉仕賞の推薦について 

・地区大会 県知事への依頼状について     受領 

２・銚子市交通安全都市推進協議会より 

被表彰候補者の推薦について（依頼）     受領 

☆当クラブの名前が

刻まれたメダル☆ 
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卓 話 

「日本ロータリーの黎明期」 

Ｒ情報委員会 宮内 博 副委員長 

本日はロータリー情

報委員会として卓話を

させて頂きます。５月

の創立例会に「日本の

ロータリーの始まり」

と題して卓話させて頂

きましたが、本日はそ

の続きを話してみたい

と思います。先輩ロータリアンには釈迦に説法かと思い

ますが再確認の意味でお聞き頂ければ幸いです。 

RI直轄地区から70地区へ 

1920年10月に東京ロータリークラブそして1922年11

月に大阪ロータリークラブが設立された翌年 9/1、関東

大震災で首都圏は甚大な被害を受けましたが、大震災直

後から、RIや海外のロータリークラブから沢山の支援を

受け、改めてロータリークラブの素晴らしさが際立った

形と成り、当時の六大都市に次々と設立されました。日

本のロータリアン達は、国際ロータリーについて勉強し

た結果、ロータリーについて大きな関心を抱くようにな

りました。その現われが日本に「地区」を設けたいとい

う国際ロータリー（以後 R.Ⅰと記載）への要請となりま

した。 

当時の日本はR.Ⅰの直轄地区で、スペシャル・コミッ

ショナーがクラブの指導と管理をすることになっていま

した。初代コミッショナーは米山梅吉、2代目が井阪孝、

3代目は平生釟三郎という顔ぶれで、昭和 2年、3年の平

生の時代には内地に 6クラブと、朝鮮に京城ロータリー 

ができて 7クラブとなっていました。そこで、この 7ク

ラブに加えて日本の統治下にありました朝鮮、台湾そし

て満州にロータリークラブが創立されることを予定して、

日本に「地区」を設定したいという要望となったのです。 

昭和 2年10月22日、23日、東京で都市連合会（イン

ターシティ・ミーティング）（地区年次大会に準ずる会

合〉というのが開催されて、「会員の選考を一層厳格に

すること」と「会員は歯車のロータリー徽章を必ずつけ

ること」の二つの申合せがあり、それとは別に日本に「地

区設定」を希望する旨の R.Ⅰ要請が決議されました。 

この決議は直ちに R.Ⅰに申入れられましたが、R.Ⅰ理

事会は時期尚早ということで、これを断ってきました。

ところが次の年のインターシティ・ミーティングで再び

この間題がとりあげられて、地区設定の要望が益々強く

なりましたので、平生釟三郎コミッショナーも R.Iに抗

議文を出しました。RⅠも折れて、1928年7月から日本、

朝鮮、満州を合せて第 70地区としてR.Iより正式承認を

受けることになりました。 

70地区初代ガバナーには米山梅吉が選ばれ、昭和 6年 

まで4年間を勤めましたが、その間大連、奉天についで

ハルピン、台北にそれぞれロータリークラブが創立され

て、11クラブとなり、会員数も 540名となりました。 

第1回の地区年次大会は、昭和 4年4月27日、28日

京都で開催されました。1928年頃から1930年の初頭に

かけて、世界は史上最悪といわれる経済大恐慌に見舞わ

れた時期に当ります。R.Iでは日本の強引な要請に負け

て、わずか7クラブしか存在しない地域に第 70地区とい

う1地区を設定したものの、日本におけるロータリーク

ラブの実情がどのようになっているか知りたいと考えら

れていたようであります。1928.10.1～4第2回太平洋地

域ロータリー大会が東京で開催されることになったのも、

日本ロータリーの実体を知るためであったといわれてい

ます。 

第1回太平洋地域ロータリー大会は、その 2 年前にハ

ワイで開かれ、8ヶ国から433名のロータリアンが参加

しました。東京大会は、太平洋に接する264クラブに招

待状を発し、海外9ヶ国から 109名、R・I会長サットン

夫妻も2人の令嬢を伴って参加し、総人員は 568名とな

りました。 

日満ロータリー連合会設立 

1922年にイギリスとアイルランドがRIBIを結成して、

ヨーロッパで最大のロータリークラブ群を作ったことか

ら、世界各地で、RIの管理から離れて、地域分権を求め

る気運が高まってきました。日本も、これに倣って、日

本、満州、朝鮮でRIJM Rotary International Japan & 

Manchuria を結成しようとするロータリーの日本化が真

剣に論議されるようになりました。 

1931年の満州事変を契機として日米間の雲行きは怪し

くなり、1933年の国際連盟脱退によって、それは決定的

なものになります。その経過の中で、ロータリーの本部

がアメリカにあるという理由で、陰に陽に、軍部や官憲

からの圧力を受けることになります。 

その頃、京都ＲＣに右翼の壮士の一団が押しかけまし

た。時の会長は、京都電灯の社長でありました石川芳次

郎氏。石川会長は「ロータリークラブというのは世界的

な組織であって、私たちは皆、良質な職業人です。職業

を通じて世のため人のために働いているので、決して国

の利益に反することではありません」と言ったのですが、

納得してもらえず「証を立てろ」と迫られました。  

そこで石川会長は、証を立てるために二つの条件を提

案しました。それが、例会で「君が代」を斉唱すること

と、例会場に「日の丸」を掲揚することでした。その後、

ロータリークラブの例会では「日の丸」を掲げ、「君が

代」を歌う慣例ができました。 

そのような批判を避けるために、1935年に京都で開催

された地区大会でRI会長代理として出席したサットン元

RI会長にRIの中央集権の組織から離れて、国家単位で管

理するRIJMにしたいと申し入れましたが、色よい返事は

貰えませんでした。 
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その他にこの地区大会では、生き残りを賭けたロータ

リーの日本化として今まで英語ばかりであったロータリ

ーソングに日本語の新作ソングとして、「奉仕の理想」

と「我らの生業」が発表されました。当時はロータリー

の君が代と揶揄されたそうです。 

以上のような事情から日本と満州だけの独自の組織を

結成し、国際ロータリーからは独立した運営を図ること

で、外部の誤解と批判をやわらげ、動揺する会員の気持

ちを抑えようとしたのであります。 

1939年6月、地区専任幹事の芝染太郎がクリーブラン

ド国際大会に合わせて渡米し特派代表としてＲＩと交渉

に当ることになりました。 

 かくして 1939年7月、国際ロータリーと交渉紆余曲折

はありましたが、国際ロータリーの了承も得て、日満ロ

ータリー連合会が設置されることになりました。それま

での第 70区を3地区に分割。新しい第 70区には東日本・

樺太の 20クラブが、第71区には西日本及び台湾の19

クラブが、そして第 72区には朝鮮・満州の7クラブが所

属しました。尚､連合会会長には米山梅吉が就任しました。 

 連合会の第1回年次大会は、1940年5月、横浜で開か

れ、ロータリー綱領の改訳、皇軍に対する感謝、傷病兵

慰問などが決議されました。 

ロータリークラブの解散（ＲＩ脱退） 

外部の誤解と批判をやわらげ、動揺する会員の気持ち

を抑えようと日満ロータリー連合会を結成しましたが、

大陸での戦火拡大と対米関係の悪化に伴い、日本のロー

タリーに対する攻撃は一段と激しくなりました。クラブ

の例会に憲兵や特高がしばしば臨席し、また、そこでの

スピーチもあらかじめ警察に届け出なければならなくな

りました。新聞紙上でも、一部では「米国のスパイ」呼

ばわりされたうえ、「解散すべし」といわれる始末であ

りました。世情の圧力は、ロータリアンの力ではすでに

支えきれないところまできていました。 

遂に日満連合会会長の米山梅吉が軍当局に呼び出され、

ロータリーの存在は「大日本帝国に対する反逆である」

とまで極言されるに至りました。1940年8月8日、まず、

静岡ＲＣが解散。8月19日の岡山、8月21日の京都、9

月5日の神戸、今治、帯広と相次いで解散を決定。東京

ＲＣも遂に 9月11日の例会で解散を決議しました。この

時、創立者の米山梅吉は重い足を引きずるようにして壇

上に立ち、「奉仕の理想はあくまでも堅持したい」と最

後の挨拶をしました。東京ＲＣが誕生して、ちょうど 20

年がたっていました。 

七曜倶楽部連合会そして復帰 

解散したロータリークラブの 90パーセントを占めた

ヨーロッパでは、すべて国家権力による強制解散でした。

日本のロータリーは、解散を余儀なくされたとはいえ、

自主解散です。このことが、歴史的にみると大きな意味

をもつことになります。 

解散当初、37あったロータリークラブのうち、名称を 

変えてクラブを継続する旨を連絡してきたクラブが 29

クラブありました。これも、更なる弾圧に堪えかねて途

中からいくつか脱落していきましたが、17クラブが空白

の9年間の最後まで、例会を一度も休むことなく運営し

きったのです。 

1940年9月11日、日満連合会は最初の会合を開いて、既

に大阪で作られていた定款を基に協議して新定款を起草

し、9月25日の会合でこれを採択し、この会の名称を「七

曜倶楽部連合会」としました。 

東京水曜会は1940年11月15日に190名が入会して、12

月4日に帝国ホテルで創立総会を開き、大阪金曜会は99

名が入会して11月15日に創立総会を開きました。その他

の各クラブもロータリークラブの名前こそ外したものの、

各曜会と名を変えて、従来のロータリークラブ時代と同

じように、毎週一回の例会を開いていました。 

戦争が始まって、物資の欠乏と共に、弁当持参や、誕

生祝いのケーキの代わりに水飴を贈った(東京クラブ)と

いうエピソードが残っています。その後例会場の軍接収、

空襲による破壊などによって、集まる場所を転々と変え、

例会が休会となることもたびたびありました。 

物資統制のため、週報の発行が困難となり、年に数回し

か発行されなかったという記録も残っていますし、大阪

金曜会では、月初めの例会では宣戦の詔勅(しょうちょ

く)が朗読され、卓話も統制経済、戦債、兵器、食料問題、

大政翼賛会の話題が多かったそうです。 

ロータリーの組織が壊滅したにもかかわらず、その活

動が継続されたことは驚異に価する事実です。戦前の日

本のロータリアンの心にロータリーの理念が理解されて

いたが故、組織がなくなっても、運動自体は何ら変るこ

となく継続されていました。ただしこのような状況下で

は、ポール・ハリスやシェルドンの奉仕理念を語ること

は不可能であり、儒教や二宮尊徳の報徳講あるいは「三

方よし」とする近江商人の経営理論などの東洋的思考か

らロータリーを語るしか出来ませんでした。その名残が

現在にも引き継がれているように思われます。 

その後RI副事務総長で後の事務総長をされていたジョ

ージ・ミーンズらの尽力により1949年Ｒ・Iに復帰しまし

た。 

しかし終戦直後の1946年、日本ロータリーの創始者で

ある米山梅吉と福島喜三次が相次いでこの世を去り、翌

1947年1月にはポール・ハリスも78才の天寿を全うします。 

ロータリーの偉人たちは国際ロータリーへの復帰を見

届けることは出来ませんでした。 

以上が日本ロータリーの最大の苦難の時代を乗り越え

た黎明期の話であります。先人たちが危険を顧みずなぜ

ロータリーを守ったのか？ロータリーにそこまでの魅力

があったのか、今、別の意味でロータリーが危機に瀕し

ている時代であると思いますので、この時代を検証する

ことにより再度ロータリーの魅力を探る機会になれば幸

いです。



http://www.tcs-net.ne.jp/~rc 
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クラブ名 創立年月日
七曜倶楽部連合

会
復帰ま
で継続

スポンサー
クラブ

1 東京 1920.10.20 水曜会 ○ 1920.11.15国際連盟第１回総会
2 大阪 1922.11.17 金曜会 ○ 1923.9.1 関東大震災
3 神戸 1924.8.13 木曜会 ○ 大阪 1924.7

4 名古屋 1924.12.17 同心会→火曜会 ○ 東京 1926.7
5 京都 1925.9.28 水曜会 ○ 東京 1927.7
6 横浜 1927.6.1 同心会　 ○ 東京 1928.7 RI　70地区承認
7 広島 1932.2.6 火曜会 大阪 1931.9.18 満州事変
8 札幌 1932.12.3 職能会 ○ 東京 1932.3.1 満州国建国
9 福岡 1933.3.5 清和会 ○ 大阪
10 小樽 1933.12.12 火曜会 ○ 札幌 1933.3.27 国際連盟脱退
11 岡山 1934.3.3 水曜会 ○ 京都
12 門司 1934.9 金曜会 福岡
13 今治 1934.10.17 木曜会 ○ 大阪・岡山
14 函館 1934.10.25 職能協会 小樽
15 旭川 1934.10.26 金曜会 小樽 1935.2 ポールハリス来日
16 帯広 1935.3.15 木曜会 ○ 札幌
17 岐阜 1935.415 月曜会 名古屋
18 金沢 1935.4.17 水曜クラブ 大阪
19 徳島 1935.4.18 木曜会 大阪
20 静岡 1935.6.24 木曜会 横浜
21 四日市 1935.12.14 木曜会 名古屋
22 浜松 1936.2.4 火曜会 大阪 1936.2.26　二．二六事件
23 郡山 1936.3.20 金曜会 東京
24 室蘭 1936.10.26 経済懇談会 札幌
25 長崎 1936.11 木曜会 福岡
26 釧路 1936.11.23 職域懇談会 札幌
27 仙台 1937.2.20 火曜会 ○ 東京
28 和歌山 1937.4.27 火曜会 神戸
29 西宮 1937.5.20 火曜会 ○ 大阪
30 松山 1937.7.7 今治 1937.7.7　 盧溝橋事件
31 高松 1937.7.24 職能奉仕会 ○ 今治
32 北見（野付牛） 1937.9 帯広 1937.8.13　日中戦争
33 高知 1937.10.2 火曜会 今治 1937.12.13　南京事件
34 盛岡 1939.2.23 木曜会 ○ 仙台 1939.7 RI　70地区を3分割
35 熊本 1939.3.25 福岡 1939.9 第２次世界大戦始まる
36 新潟 1940.9.23 火曜クラブ ○ 東京
37 宇和島 1940.6.21 今治 1940.8 静岡R解散

17クラブ 1941.12.9　対英米戦線布告

1 京城 1927.8 水曜会
2 釜山 1935.2
3 平壌 1937.5
4 大邸 1938.5 千葉 1951.5.18

銚子 1957.3.23
1 大連 1928.11 木曜会 銚子東 1972.5.16
2 奉天 1929.3 水曜会
3 ハルピン 1930.4 木曜会
4 新京 1934.11 火曜会

1 台北 1931.9 火曜会
2 高雄 1934.2
3 基隆 1937.3

朝鮮

満州

台湾

年　表

クラブ創立リスト

スペシャルコミッショナー就任

初代米山梅吉

2代井坂孝

3代平生鉢三郎



http://www.tcs-net.ne.jp/~rc 

銚子東ロータリークラブ 銚子市三軒町19番地の4 銚子商工会館内 TEL0479(23)0750 FAX0479(25)8789 

メール c-higashirc@tcs-net.ne.jp  URL http://www.tcs-net.ne.jp/~rc 

例会日時及会場 毎週火曜日  12時30分点鐘  銚子商工会館5階大会議室 

  会長 藤﨑 一成  副会長 釜谷 藤男  幹事 星野  隆 

 Ｒ．Ｉ 第2790地区 クラブ広報・会報委員会 飯田貴之・幸保正東・宮川雅夫・宮内勝利・宮内宗一・杉浦  武 

  表紙題字 網中喜一郎初代会長 
 

ほととぎす 銚子は国の とっぱずれ        古 帳 庵 

江戸小網町の豪商鈴木金兵衛夫婦（古帳庵 古帳女）が銚子に遊んだときに 

詠んだもので、この碑は圓福（円福）寺に現存する。 

 

© 2015-2016 The Rotary Club of Choshi-East. All rights reserved. 
 

 

―――ニコニコ――― 

澤田武男君 

 先日の「関東近県中学生選抜野球大会」は 2日間

とも晴天の中で行われ、神奈川県代表の松蔭学園

中学が優勝しました。皆様のご声援ありがとうご

ざいました。 

新入会員紹介 

平成 27年 8月 18日入会 

斉藤 昭憲 会員 

事業所名：京葉銀行銚子支店 

役  職：支店長 

職業分類：普通銀行 

所属委員会： 

親睦活動･家族委員会 

カウンセラー：網中吉郎会員・石井哲也会員 

銚子・銚子東ＲＣ合同スポーツ大会 

日時：平成 27年 8月 26日（水） 

 

 

ボーリング大会 

「銚子エースレーン」 

 

 

 

 

 

優勝：宮川会員  

 

 

 

 

 

 

 

懇親会「甚作」 

千葉科学大学ＲＡＣ助成金交付 

 

 

 

 

 

 

 

来月の例会は 9 月 25 日(金)点鐘 18：00、マリーナ

キャンパス 2103講義室にて行います。是非ご参加く

ださい。 

 

9月のロータリーレート 

１＄＝１２４円 

 

  前 回 の 例 会 （８／２５） 報 告 

 

点   鐘  藤﨑 一成 会長 

 

出席報告 

会員総数 ３９ 名  出席規定除外数 ６ 名 

出席者   ２８ 名  出席率     ７５．６８ ％ 

８月４日         確定出席率  ７５．７６ ％ 

 

来訪ロータリアン   

福留哉太君           （千葉科学大学ＲＡＣ） 

欠席者  １６名 

メークアップ   

藤﨑君 長谷川君 星野君 石井君 泉川君 

黒田君 宮川君 宮内(勝)君 森君 中川君 

杉浦君            （8/26両Ｃスポーツ大会） 

 

スモールコイン BOX      小 計 ￥  ２，２６０－ 

累 計 ￥ １１．５６０－ 

ニコニコBOX          小 計 ￥  ６，０００－ 

累 計 ￥ ７５，０００－ 

福留哉太会長 

 


