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行
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「
れ
～
ら
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部

○れ

れ
う
け
ん
を
す
れ
ば
そ
の
み
の
と
く
な
る
ぞ

が
ま
ん
を
す
れ
ば
み
を
が
い
す
も
の
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す
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の
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の
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な
る
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我
慢
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す
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す
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の
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そ
ろ
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ん
の
け
た
に
は
ず
れ
し
た
わ
け
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の
、
わ
っ
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あ
は
せ
て
こ
こ
ろ
し
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べ
よ
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算
盤
の
桁
に
は
ず
れ
し
戯
け
者
、
割
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て
合
わ
せ
て
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調
べ
よ
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つ
と
め
が
た
よ
け
れ
ば
し
う
も
よ
ろ
こ
び
て
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ま
た
た
い
せ
つ
に
す
る
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こ
と
わ
り
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勤
め
方
良
け
れ
ば
主
も
喜
び
て
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ま
た
大
切
に
す
る
は
理
）

○ね

ね
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め
に
も
お
や
の
こ
こ
ろ
を
や
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め
か
し
、
か
な
ら
ず
お
や
に
く
ら
う
か
け
な
よ
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覚
め
に
も
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の
心
を
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に
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な
よ
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く
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み
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も
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に
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く
じ
ん
を
み
て
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け
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せ
い
だ
せ
よ
、
ま
た
ら
く
じ
ん
に
な
る
と
し
ら
ず
や

 
 
 

（
楽
人
を
見
て
働
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よ
精
出
せ
よ
、
ま
た
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人
に
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る
と
知
ら
ず
や
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【
豆
事
典
】『
絵
本
い
ろ
は
歌
孝
行
鑑
』（
表
紙
写
真
）

心
学
講
舎
で
は
児
童
教
育
に
力
を
入
れ
た
。
手
島
堵
庵
は
、

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
以
来
、
毎
月
三
日
、
七
歳
か
ら

十
五
歳
の
男
女
児
童
を
集
め
、
家
庭
に
お
け
る
日
常
の
行

儀
や
心
が
け
を
説
き
示
し
た
口
話
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
前

訓
と
い
う
。
口
話
筆
記
を
編
集
し
『
前
訓
』
と
い
う
書
名

で
発
刊
し
た
。
心
学
口
話
で
は
因
果
応
報
・
功
利
主
義
の

み
に
よ
ら
ず
、
良
心
や
人
間
性
の
本
然
に
求
め
て
、
自
覚

を
促
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
特
徴
。
表
紙
写
真
の
書
も
児

童
教
育
書
と
し
て
江
戸
後
期
、
大
坂
書
林
か
ら
発
刊
さ
れ

た
も
の
。
左
頁
挿
絵
に
明
誠
舎
の
看
板
が
見
え
る
。（

岩

波
書
店
『
石
門
心
学
』
解
説
か
ら
一
部
引
用

）

巻
頭
言 

 

（
一
社
）
心
学
明
誠
舎

理
事
長

堀
井
良
殷

最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
た
び
に
．
心
の
痛
む
事
件
が
国
内

で
も
海
外
で
も
相
次
い
で
い
ま
す
。
世
界
の
経
済
も
行
き
詰
ま

り
を
見
せ
る
中
で
、
新
し
い
出
口
を
求
め
て
模
索
が
続
い
て
い

ま
す
。
不
安
定
な
未
来
に
向
け
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
ど
こ
に

求
め
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
心
学
の
な
か
に
一
つ
の
答
え
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
最
近
、
公
益
資
本
主
義
や
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
或
い
は
ソ

ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
淵

源
を
石
田
梅
岩
の
心
学
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
の
た
め
に
尽
く
し
て
こ
そ
自
ら
も
正
当
な
利
益
を
得
る

こ
と
が
出
来
る
と
す
る
石
門
心
学
は
、
経
済
活
動
の
倫
理
を
説

い
た
社
会
教
育
活
動
と
し
て
関
西
か
ら
始
ま
り
全
国
に
ひ
ろ
が

り
、大
坂
商
家
の
社
訓
家
訓
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

心
学
明
誠
舎
は
一
七
八
五
年
大
坂
の
町
人
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
心
学
講
舎
で
、
以
来
連
綿
二
三
一
年
、
今
な
お
活
動
を

続
け
て
お
り
ま
す
。

一
九
〇
五
年
文
部
省
よ
り
社
団
法
人
の
認
可
を
受
け
、
現
在

は
一
般
社
団
法
人
の
認
定
を
受
け
、
会
員
総
数
一
六
七
名
で
、

す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

年
間
を
通
じ
て
講
演
会
や
セ
ミ
ナ
ー
、
勉
強
会
を
開
催
す
る

ほ
か
、『
こ
こ
ろ
を
み
が
く
』
と
題
し
た
講
演
集
を
発
刊
し
て
い

ま
す
。

各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
さ
ら
に
こ
の
絆
を
広
め
る
た
め
、

心
学
明
誠
舎
の
活
動
に
今
後
と
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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「
近
江
商
人
と
石
門
心
学
」
～
矢
尾
喜
兵
衛
家
～

 
 
 

同
志
社
大
学
名
誉
教
授

近
江
商
人
郷
土
館
館
長

近
江
商
人
と
石
門
心
学
と
の
関
係
を
直
接
示
す
も
の
と
し

て
矢
尾
喜
兵
衛
と
い
う
家
が
あ
る
。
初
代
は
矢
野
新
右
衛
門
と

い
う
同
郷
の
近
江
商
人
の
家
に
奉
公
に
出
て
、
一
七
四
九
年
に

暖
簾
分
け
で
酒
造
業
と
よ
ろ
ず
卸
小
売
商
を
秩
父
で
開
始
す
る
。

矢
尾
家
は
、
初
代
の
衣
類
を
今
で
も
保
存
し
て
い
る
。
木
綿

な
の
で
普
通
な
ら
傷
ん
で
い
る
は
ず
だ
が
、
手
入
れ
し
て
保
存

し
て
い
る
の
は
、
先
祖
の
辛
苦
を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

矢
尾
百
貨
店
は
秩
父
で
唯
一
の
百
貨
店
と
し
て
現
在
も
存

続
し
、
二
七
〇
年
の
歴
史
が
あ
る
。
天
保
四
年
の
飢
饉
の
と
き

に
秩
父
の
貧
民
を
救
済
し
た
と
い
う
記
録
が
残
る
。

地
元
に
配
慮
し
た
経
営
を
し
て
い
た
の
で
、
四
代
目
喜
兵
衛

の
代
に
な
り
、
明
治
十
七
年
に
秩
父
事
件
が
起
き
た
と
き
も
、

秩
父
の
店
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、「
松
方
デ
フ
レ
」
政

策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
板
垣
退
助
ら
が
結
成
し
た
自
由
党
の
急

進
派
が
、
困
窮
し
た
農
民
と
一
緒
に
な
っ
て
「
秩
父
困
民
党
」

を
つ
く
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。

十
一
月
二
日
、
秩
父
の
中
心
部
の
大
宮
に
反
乱
軍
が
乱
入
す

る
。
大
宮
で
一
番
大
き
な
店
を
構
え
て
い
た
の
が
矢
尾
喜
兵
衛

家
だ
っ
た
。
反
乱
軍
は
他
国
者
（
よ
そ
も
の
）
で
あ
る
矢
尾
家

を
襲
う
こ
と
は
な
く
、
た
だ
炊
き
出
し
を
頼
み
に
来
た
。
打
ち

壊
し
を
受
け
た
の
は
地
元
の
高
利
貸
し
業
者
だ
っ
た
。

四
代
目
の
と
き
、
矢
尾
家
が
秩
父
に
出
店
し
て
か
ら
百
年
以

上
経
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
自
分
た
ち
は
「
他
国
者
」
で
あ
る

と
い
う
意
識
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
絶
え
ず
従
業
員
に
話
し

て
聞
か
せ
、地
元
に
対
し
て
非
常
に
手
厚
い
対
応
を
し
て
い
る
。

四
代
目
は
筆
ま
め
で
、『
心
学
見
分
草
』、『
商
主
心
法

道
中

独
問
答
寝
言
』、『
見
聞
随
筆
』、『
古
今
教
諭
歌
』、『
岩
城
枡
屋

店
掟
写
』
な
ど
多
く
の
原
稿
を
残
し
て
い
る
。
細
か
い
字
で
、

自
分
の
思
い
や
出
来
事
を
写
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
た
だ
け
で

も
心
学
に
対
し
て
非
常
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
代
目
が
四
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
、
息
子
は
八
歳
だ

っ
た
。
四
代
目
は
亡
く
な
る
前
に
息
子
の
養
育
を
弟
の
矢
尾
治

兵
衛
忠
直
に
託
し
、
弟
は
一
生
懸
命
、
五
代
目
喜
兵
衛
を
育
て

る
が
、
明
治
初
期
に
自
ら
の
衰
え
を
感
じ
て
遺
言
を
書
く
。
四

代
目
が
心
学
本
を
好
ん
で
毎
日
読
ん
だ
こ
と
を
挙
げ
、
心
学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
本
は
精
を
出
し
て
毎
日
読
む
こ
と
が
大
事
だ
と
し
、
さ
ら
に

「
相
応
の
主
人
た
る
も
の
、
是
非
と
も
心
学
は
知
り
申
さ
ず
て

は
家
業
長
久
覚
束
な
く
候
」。
つ
ま
り
、
心
学
を
知
ら
な
か
っ
た

ら
家
が
永
く
続
く
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
、
は
っ
き
り
語
っ

て
い
る
。

（
本
原
稿
は
二
〇
一
六
年
六
月
一
〇
日
開
催
の
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ

ー
「
近
江
商
人
と
三
方
よ
し
」
よ
り
抜
粋
し
ま
し
た
。
全
文
は

後
日
発
刊
の
『
こ
こ
ろ
を
み
が
く
』
に
掲
載
予
定
で
す
）。

末
永
国
紀
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「
半
兵
衛
麩
」
第
十
一
代
当
主

玉
置
半
兵
衛
さ
ん
を

訪
ね
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪
口
昭
広

京
都
の
「
半
兵
衛
麩
」
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
創
業

の
お
麩
屋
さ
ん
で
す
。
創
業
以
来
、
水
と
素
材
に
こ
だ
わ
り
、

伝
統
の
味
を
守
り
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
経
営
に
「
石
門

心
学
」
の
教
え
を
活
か
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
有
名
で
す
。
心

学
明
誠
舎
で
も
ご
当
主
・
玉
置
半
兵
衛
さ
ん
に
ご
講
演
を
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
お
店
を
訪
問
し
、
商
い
の
現
場
で
お

話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

秋
の
深
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
穏
や
か
な
午
後
、
取
材
に
向
か

い
ま
し
た
。
京
都
川
端
五
条
交
差
点
の
喧
騒
を
東
へ
一
筋
、
古

都
の
風
情
を
色
濃
く
感
じ
さ
せ
る
通
り
の
一
角
に
、
元
禄
二
年

か
ら
続
く
お
店
が
あ
り
ま
す
。
京
都
町
屋
と
昭
和
の
レ
ト
ロ
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
が
融
合
し
、
趣
あ
る
風
情
で
す
。
店
内
は
お
客
さ

ん
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
奥
の
重
厚
な
応
接
室
で
第
十
一

代
当
主
・
玉
置
半
兵
衛
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

当
日
は
テ
レ
ビ
取
材
や
重
要
会
議
で
多
忙
を
極
め
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
我
々
の
取
材
を
快

く
お
受
け
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
始
め
ま
し
た
。

記
者

心
学
と
の
出
会
い
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す

か
。

玉
置「
当
家
で
は『
家
の
教
え
』

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
教

え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
と

し
て
生
き
る
上
で
の
気
構
え
で

あ
り
商
い
の
道
で
も
あ
り
ま
す
。

代
々
親
か
ら
子
へ
学
問
で
は
な

く
教
え
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
だ
い
ぶ
後
に
な
り
石

門
心
学
に
触
れ
た
折
、
教
え
と
心
学
の
深
い
結
び
つ
き
に
初
め

て
気
づ
い
た
次
第
で
す
。
そ
し
て
心
学
を
学
ぶ
ほ
ど
に
家
の
教

え
の
大
切
さ
奥
深
さ
を
改
め
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
」

記
者

ご
当
主
の
お
幾
つ
ぐ
ら
い
の
時
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
教

え
を
受
け
ら
れ
た
の
で
す
か
。

玉
置
「
幼
少
期
か
ら
で
す
。
独
特
の
伝
承
法
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、言
葉
だ
け
で
な
く
、『
眼
で
覚
え
る
』と
い
う
も
の
で
し
た
。

た
と
え
ば
掌
に
指
で
書
か
れ
、
魚
釣
り
に
行
け
ば
水
面
に
釣
り

竿
で
、
冬
に
な
れ
ば
火
鉢
の
灰
の
上
に
、
火
箸
で
書
い
て
教
え

ら
れ
ま
し
た
。
時
に
は
背
中
に
指
で
書
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
触
覚
で
覚
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
」
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記
者

お
許
し
い
た
だ

け
る
範
囲
で
半
兵
衛
家

の
教
え
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

玉
置
「
・
お
客
様
の
喜

ぶ
も
の
を
作
る
。

・
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、

大
き
く
儲
け
て
も
長
続

き
は
し
な
い
（
地
道
に

正
道
を
歩
む
）

・
儲
け
る
こ
と
を
目
的
に
し
な
い
（
三
方
よ
し
の
精
神
で
や
れ

ば
、
お
金
は
あ
と
か
ら
つ
い
て
く
る
）

・
人
の
為
と
言
わ
ざ
る
な
り
、
自
分
の
為
と
思
う
べ
し
（
ご
縁

を
大
事
に
し
、相
手
の
為
に
す
れ
ば
、結
局
自
分
の
為
に
な
る
）」

ど
ん
ど
ん
言
葉
が
熱
を
帯
び
て
き
ま
す
。

玉
置
「
・
自
分
で
自
分
を
律
す
る
。

・
人
に
勝
と
う
と
思
う
な
。
ま
ず
は
自
分
に
勝
て
。
自
分
に
負

け
る
人
間
は
他
人
に
勝
て
な
い
。

・
知
識
だ
け
で
よ
し
と
せ
ず
、
実
践
を
と
も
な
う
べ
し
。

・
機
械
で
は
伝
わ
ら
な
い
手
作
り
の
尊
さ
を
大
切
に
。

・
あ
か
ん
か
っ
た
ら
死
ん
だ
ら
よ
い
や
ん
。
死
ん
だ
つ
も
り
で

頑
張
れ
ば
成
就
す
る
」

そ
の
一
つ
一
つ
の
教
え
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
丁
寧
に
ご

解
説
い
た
だ
き
、
心
学
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。

記
者

そ
の
教
え
を
、
ど
う
商
い
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

玉
置
「
自
分
に
と
っ
て
損
得
、
儲
か
る
か
？
儲
か
ら
な
い
か
？

で
は
な
く
、
人
と
し
て
の
善
悪
で
判
断
し
ま
す
」

記
者

大
切
に
さ
れ
て
い
る
言
葉
な
ど
ご
ざ
い
ま
す
か
。

玉
置
「
半
兵
衛
麩
に
は
ふ
た
つ
の
家
訓
が
あ
り
ま
す
。

・
先
義
後
利
（
せ
ん
ぎ
こ
う
り
）
＝
義
を
先
に
し
て
利
を
後
と

す
る
者
は
栄
え
る
。
商
い
で
言
え
ば
、
人
様
の
お
役
に
立
つ
商

売
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
世
の
中
に
使
う
と
い
う

こ
と
で
す
。

・
不
易
流
行
（
ふ
え
き
り
ゅ
う
こ
う
）
＝
不
易
と
は
変
わ
ら
な

い
も
の
。
流
行
と
は
移
り
変
わ
る
も
の
の
こ
と
。
我
々
の
商
い

で
言
え
ば
、
ご
先
祖
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
切
な
教

え
や
考
え
方
は
決
し
て
変
え
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
、
一
方
、

新
し
い
技
術
の
研
究
や
、
現
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
商
品
開

発
に
励
み
、
常
に
お
客
様
に
役
立
つ
存
在
で
あ
る
よ
う
革
新
を

続
け
て
い
く
こ
と
で
す
。

こ
の
家
訓
を
半
兵
衛
麩
の
本
道
と
し
て
継
承
し
て
い
き
た
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い
と
考
え
ま
す
」

お
話
は
幼
少
期
か
ら
激
動
の
昭
和
の
時
代
、
さ
ら
に
現
在
ま

で
と
続
き
ま
し
た
。
戦
時
中
、
先
々
の
商
い
を
も
顧
み
ず
、
大

切
な
製
造
道
具
の
大
鍋
を
、
率
先
し
て
国
に
物
資
提
供
さ
れ
た

こ
と
に
強
烈
な
感
銘
を
覚
え
ま
し
た
。こ

の
限
ら
れ
た
紙
面
で
は

お
伝
え
し
き
れ
な
い
素
晴
ら

し
い
お
話
を
、
ご
著
書
『
京

の
言
の
葉

し
に
せ
の
遺
心

伝
心

あ
ん
な
ぁ
よ
お
う
き

き
や
』（
京
都
新
聞
出
版
セ
ン

タ
ー
）
で
触
れ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

本
店
併
設
の
資
料
室
で
は
、
所
蔵
の
重
要
物
も
拝
見
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

素
敵
な
時
間
は
流
れ
も
速
く
、
取
材
を
終
え
、
気
が
付
く
と

夕
暮
れ
間
近
。
半
兵
衛
麩
は
ま
だ
変
わ
り
な
い
賑
わ
い
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。
お
店
を
辞
す
際
、
半
兵
衛
さ
ん
は
店
先
に
立
っ

て
手
を
振
り
、
私
た
ち
が
通
り
の
角
で
見
え
な
く
な
る
ま
で
、

お
見
送
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
お
わ
り
に
】

実
は
こ
の
取
材
は
、
本
号
に
掲
載
す
べ
く
、
随
分
以
前
に
行

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
発
行
が
遅
れ
、

今
回
や
っ
と
掲
載
出
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

玉
置
半
兵
衛
さ
ん
に
は
、
心
か
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

記
事
を
書
き
終
わ
っ
て
、
改
め
て
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

石
門
心
学
に
基
づ
い
た
「
半
兵
衛
麩
」
の
家
訓
は
、
世
界
に

通
じ
る
経
営
の
指
針
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
本
や
世
界
を

動
か
し
て
い
る
企
業
人
た
ち
が
半
兵
衛
麩
の
家
訓
を
見
習
っ
て

く
れ
た
ら
、世
界
は
ど
ん
な
に
住
み
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
か
。

半
兵
衛
麩
で
は
、
代
々
石
門
心
学
が
伝
承
さ
れ
、
今
も
生
き

て
い
る
の
が
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
巨
大
企
業
の
創
業
者

た
ち
の
伝
記
な
ど
を
読
む
と
、
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
い
哲
学
を

持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
伝
承
さ
れ
ず
に
変
容
し
、

い
つ
の
間
に
か
利
益
至
上
主
義
に
な
っ
て
い
ま
す
。
創
業
の
精

神
を
引
き
継
い
で
い
く
努
力
を
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

半
兵
衛
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
父
上
の
薫
陶
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
三
つ
子
の
魂
は
百
ま
で
。
幼
い
頃
か
ら
の
教
育
は

大
切
で
す
。
江
戸
時
代
、
心
学
明
誠
舎
も
前
訓
と
い
う
児
童
教

育
に
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
本
号
表
紙
の
写
真
は
、
子
ど
も

が
親
し
み
や
す
い
よ
う
、い
ろ
は
歌
で
教
え
る
絵
本
で
す
。我
々

平
成
の
心
学
講
舎
も
、
い
ず
れ
は
子
ど
も
や
若
者
対
象
の
活
動

が
必
要
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
半
兵
衛
麩
の
取
材
を
通
じ

て
、
そ
ん
な
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。
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明
誠
舎
で
何
を
学
ぶ
か
～
解
は
自
ら
の
掌
に
あ
り
～

（
一
社
）
心
学
明
誠
舎
専
務
理
事
・
事
務
局
長

清
水
正
博

明
誠
舎
は
江
戸
時
代
の
開
講
か
ら
梅
岩
哲
理
を
発
信
し
続

け
て
き
た
心
学
舎
で
あ
る
。何
故
こ
こ
ま
で
現
存
で
き
た
の
か
。

木
南
卓
一
先
生
は
、
梅
岩
が
著
名
で
彼
の
伝
記
や
研
究
論
文

が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、「
梅
岩
の
求
道
的
な
生
活
、

哲
人
の
境
涯
、
教
化
へ
の
熱
意
が
、
時
・
処
・
意
を
超
え
て
多

く
の
人
々
に
感
銘
を
与
え
る
故
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
ん
な
「
熱
意
」
や
「
感
銘
」
の
波
動
に
よ
り
平
成
の
今
、

梅
岩
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
大
き
な
時
代
の
転

換
期
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
百
年
前
の
封
建
時
代
に
梅
岩
の
よ
う
な
偉
大
な
人
物
が

い
た
こ
と
は
、
時
代
の
趨
勢
に
洞
察
力
の
あ
る
者
に
と
っ
て
、

驚
異
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ピ
ー
タ
ー
・
ド

ラ
ッ
カ
ー
な
ど
海
外
の
哲
人
に
比
す
研
究
者
も
い
る
。

士
農
工
商
の
階
級
社
会
、
商
人
が
最
下
層
に
お
か
れ
た
身
分

制
度
の
時
代
に
お
い
て
、
梅
岩
は
商
人
の
地
位
を
高
め
た
。
商

人
が
行
う
流
通
行
為
の
社
会
的
役
割
を
内
外
に
認
知
さ
せ
、
正

道
実
践
の
動
機
付
け
を
為
し
た
。商
い
の
成
否
は
天
地
の
法
則
、

天
命
に
合
（
か
な
）
う
か
ど
う
か
で
決
ま
る
と
知
ら
し
め
た
。 

 

天
地
自
然
と
一
体
化
し
た
商
道
に
則
る
こ
と
が
永
続
的
に

繁
栄
し
、
子
孫
長
久
の
王
道
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。

聖
人
に
学
び
、
倹
約
、
正
直
、
勤
勉
と
い
っ
た
徳
目
の
実
践

は
も
と
よ
り
、
自
ら
修
養
す
る
こ
と
で
自
性
を
知
り
、
如
何
な

る
状
況
下
で
も
「
先
を
立
て
る
」
不
動
心
を
養
う
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。

梅
岩
自
身
が
農
家
で
育
ち
商
家
に
勤
め
た
四
十
有
余
年
の

体
認
よ
り
、
誰
で
も
が
志
せ
ば
天
命
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

商
の
道
を
言
え
ば
士
農
工
に
も
通
じ
る
と
、
万
民
に
「
も
し
聞

く
人
な
く
ば
た
と
え
辻
立
ち
し
て
成
り
と
も
我
が
志
を
述
べ
ん
」

の
決
意
を
持
っ
て
、
晩
年
十
五
年
の
教
導
の
道
を
歩
ん
だ
。

「
富
の
主
は
天
下
の
人
々
で
あ
る
」
。
個
人
の
資
産
は
天
下

万
民
の
蓄
え
だ
と
私
欲
を
超
越
し
た
崇
高
精
神
を
説
い
た
。
ま

た
「
神
儒
仏
は
心
の
磨
ぎ
草
」
で
あ
る
と
宗
教
本
来
の
役
割
、

利
他
の
心
を
喚
起
し
た
。
真
に
「
性
は
善
な
り
」
で
あ
る
。

梅
岩
に
よ
る
女
性
へ
の
教
育
を
揶
揄
す
る
儒
者
に
「
紫
式
部

や
清
少
納
言
は
男
か
」
と
反
駁
し
た
。
教
育
の
機
会
の
与
え
ら

れ
な
い
貧
し
い
人
や
女
性
に
も
光
被
を
照
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

明
誠
舎
社
中
は
、
実
践
哲
学
者
で
知
の
巨
人
で
あ
る
梅
岩
が

心
魂
よ
り
語
っ
た
訓
戒
を
現
実
世
界
に
活
か
し
て
き
た
。
先
人

に
倣
い
、「
師
の
求
め
た
る
と
こ
ろ
は
何
か
」
を
希
求
し
て
い
き

た
い
。
そ
の
解
は
自
ら
の
掌
に
あ
る
は
ず
だ
。

先
師
及
び
そ
の
道
統
を
繋
い
で
き
た
全
国
の
高
弟
達
の
刻
苦

の
跡
を
受
け
継
ぎ
、
未
来
を
切
り
開
く
べ
く
、
同
志
同
友
と
共

に
、
心
学
の
松
明
を
掲
げ
続
け
て
ま
い
り
た
い
。
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行
事
の
記
録
（
平
成
二
六
・
二
七
年
度
）

平
成
二
六
年
度

【
ひ
ら
の
ま
ち
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
サ
ロ
ン
】

●
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
（
金
）

講
師
：
中
井
正
嗣
氏
（
千

房
株
式
会
社
代
表
取
締
役
）

演
題
：
経
世
済
民

【
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
】

●
平
成
二
六
年
六
月
二
三
日
（
金
）

講
師
：
中
村
春
作
氏
（
弊

舎
理
事
・
広
島
大
学
院
教
授
）

演
題
：
近
世
日
本
に
お
け
る
〈
教

諭
〉
の
思
想
に
つ
い
て

●
平
成
二
六
年
七
月
四
日
（
金
） 

 

講
師
：
和
田
充
弘
氏
（
同

志
社
大
学
嘱
託
講
師
）

演
題
：
近
世
往
来
物
に
み
る
心
の
教
育

【
心
学
普
及
講
座
】

●
平
成
二
六
年
五
月
三
十
日
（
金
）

演
者
：
林
家
染
雀
師 

 

講
師
：
下
野
讓
氏
（
弊
舎
専
務
理
事
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
マ
ー
ト
（
株
）

代
表
取
締
役
）

【
都
鄙
問
答
研
修
会
】

●
平
成
二
六
年
八
月
二
三
日
（
土
）

第
四
回
研
修
会

講
師
：

高
野
秀
晴
氏
（
仁
愛
大
学
専
任
講
師
）

【
公
開
講
座
フ
ェ
ス
タ
】

●
平
成
二
六
年
十
一
月
十
四
日
（
金
）

講
師
：
吉
川
宗
男
氏

（
ハ
ワ
イ
大
学
名
誉
教
授
、
国
際
メ
ン
タ
ー
シ
ッ
プ
グ
ラ
ジ
ュ
エ

ー
ト
ス
ク
ー
ル
学
長
）

演
題
：
石
田
梅
岩
の
心
学
と
メ
ン
タ
リ

ン
グ
・
メ
ビ
ウ
ス
の
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
！

【
石
門
心
学
講
演
会
】

●
平
成
二
六
年
十
一
月
二
一
日
（
金
）

第
七
回

講
師
：
藻
谷

浩
介
氏
（（
株
）
日
本
総
合
研
究
所
調
査
部
主
席
研
究
員
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
Ｃ
ｏ
ｍ
Ｐ
ｕ
ｓ
地
域
経
営
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事
長
）

演
題
：
里
山
主
義
と
日
本
の
復
活

【
早
春
セ
ミ
ナ
ー
】

●
平
成
二
七
年
二
月
一
三
日
（
金
）

講
師
：
大
塚
融
氏
（
弊
舎

理
事
）

演
題
：
金
子
直
吉
の
旺
盛
な
起
業
家
精
神
の
挫
折
が
遺

し
た
も
の
～
平
成
バ
ブ
ル
経
済
の
破
綻
に
み
る
企
業
倫
理
の
崩
壊

～●
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
（
金
）

講
師
：
前
川
洋
一
郎
氏
（
老

舗
学
研
究
会
共
同
代
表
・
大
阪
商
業
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師
）

演
題
：
老
舗
学
か
ら
見
た
日
本
型
理
念
経
営
の
流
れ

【
勉
強
会
】

●
平
成
二
七
年
一
月
十
五
日
（
金
）   

第
十
四
回

日
本
今
様
舞

楽
会
に
お
け
る
「
伝
統
文
化
鑑
賞
会
」
と
懇
親
会

●
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
（
金
）   

第
十
五
回

講
師
：
西
田

孝
司
氏
（
文
化
財
保
存
全
国
協
議
会
常
任
全
国
委
員
、
松
原
市
教

育
委
員
会
社
会
教
育
委
員
長
）

演
題
：
泊
園
書
院
と
大
坂
の
学

問
・
文
化
～
藤
澤
南
岳
・
黄
鵠
・
黄
坡
の
金
石
文

平
成
二
七
年
度

【
ひ
ら
の
ま
ち
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
サ
ロ
ン
】

●
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
（
金
）

講
師
：
山
岡
正
義
氏
（
パ

ー
ト
ナ
ー
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
代
表
）

演
題
：
魂
の
商
人
～
石
田
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梅
岩
の
語
っ
た
こ
と
～

【
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
】

●
平
成
二
七
年
六
月
五
日
（
金
）

講
師
：
高
野
秀
晴
氏
（
仁

愛
大
学
准
教
授
）

演
題
：
石
門
心
学
に
見
る
「
学
問
」
と
「
教

化
」

●
平
成
二
七
年
六
月
二
六
日
（
金
）

講
師
：
ア
ン
デ
ィ
・
バ
ン

キ
ッ
ト
・
セ
テ
ィ
ヤ
ワ
ン
氏
（
名
古
屋
大
学
准
教
授
）

演
題
：

イ
ス
ラ
ム
と
商
売
と
商
人

【
都
鄙
問
答
研
修
会
】

●
平
成
二
七
年
八
月
一
日
（
土
）

  

第
五
回
研
修
会

講
師
：

高
野
秀
晴
氏
（
仁
愛
大
学
准
教
授
）

【
公
開
講
座
フ
ェ
ス
タ
】

●
平
成
二
七
年
十
一
月
六
日
（
金
）

講
師
：
宇
澤
俊
記
氏
（
弊

舎
理
事
・
朝
日
新
聞
社
社
友
）

演
題
：
事
件
記
者
が
読
み
解
く

石
田
梅
岩

【
石
門
心
学
講
演
会
】

●
平
成
二
七
年
十
一
月
二
一
日
（
金
）
第
八
回

講
師
：
玉
岡
か

お
る
氏
（
作
家
）

演
題
：
商
人
た
ち
の
近
代
維
新
～
鈴
木
商
店

に
み
る
不
朽
の
精
神
と
激
動
の
波
～

【
勉
強
会
】

●
平
成
二
八
年
一
月
十
七
日
（
日
）
心
学
明
誠
舎
新
春
の
「
見
学

と
懇
親
の
つ
ど
い
」
池
田
市
逸
翁
美
術
館
・
小
林
一
三
記
念
館
・

池
田
市
歴
史
民
俗
資
料
館
見
学
と
懇
親
会

【
早
春
セ
ミ
ナ
ー
】

●
平
成
二
八
年
二
月
二
六
日
（
金
）

講
師
：
長
野
享
司
氏
（
衣

笠
三
省
塾
主
宰
）

演
題
：
石
田
梅
岩
と
論
語

●
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
（
金
）

講
師
：
長
谷
川
恵
一
氏
（
弊

舎
副
理
事
長
）

演
題
：
留
学
生
を
活
か
し
て
、
大
阪
を
グ
ロ
ー

バ
ル
に
活
性
化
し
よ
う

編
集
後
記 

 
 

事
務
局

山
田
節
子

肌
を
刺
す
よ
う
な
日
差
し
が
よ
う
や
く
柔
ら
か
く
な
っ
た

頃
、
数
年
ぶ
り
に
舎
報
が
復
活
し
ま
し
た
。

近
年
、
企
業
の
規
律
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
石
田
梅
岩

先
生
の
教
え
は
生
き
る
上
で
の
す
べ
て
へ
の
教
え
と
感
じ
て
い

ま
す
。
心
学
明
誠
舎
の
会
員
で
あ
る
こ
と
が
、
毎
日
の
生
活
に

勤
勉
・
正
直
・
倹
約
を
実
践
さ
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
え
に
出
会
っ
た
時
、
両
親
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
と
同
じ
、
と
感
じ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
こ
の
教
え
が
日
本

人
の
根
底
に
根
付
い
て
い
て
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

皆
様
と
改
め
て
学
び
実
践
す
る
こ
と
で
、
日
本
だ
け
で
な
く

世
界
に
、
よ
り
深
く
根
付
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。



心学明誠舎発行物案内  石門心学文集『こころをみがく』

（若干、在庫がありますので、お求め下さい。各巻600円、送料92 円）

第五集 2015 年刊･････○里山資本主義と日本の復活（藻谷浩介） ○金子直吉の旺盛

な起業家精神の挫折が遺したもの～平成バブル経済の破綻にみる企業倫理の崩壊～（大

塚融） ○老舗学から見た日本型理念経営の流れ（前川洋一郎） ○泊園書院と大阪の

学問・文化～藤澤南岳・黄鵠・黄坡の碑文～ （西田孝司） ○魂の商人～石田梅岩が語

ったこと（山岡正義 ） ○石門心学に見る「学問」と「教化」（高野秀晴 ）

第四集 2014 年刊･････○二十一世紀の国富論（原丈人） ○商人としての学び～人は

なぜ働き、なぜ生きるのか～（藤尾政弘） ○事業家の夢と志（小林宏至） ○グロー

バル人材の育成（長谷川恵一） ○経世済民（中井政嗣） ○近世日本における＜教諭

＞の思想－「小学」本の普及と庶民教育（中村春作） ○近世往来物に見る心の教育（和

田充弘）

第三集 2013 年刊･････○市場化の時代に見直す江戸期商人道（松尾匡） ○民の学び

と社会貢献～日本を支えるもう一つの力～（堀田昇吾） ○平生釟三郎～日本人の商道

徳と教育～（藤本建夫） ○現代に生きる渋沢栄一（井上潤） ○大坂心学を源流とす

る阿波半田の心学－文化と経済の交流－（篠原俊次） ○金を貸す・時を貸す～人を育

てる・企業を育てる～（勝田泰久 ）

第二集 2011 年刊･････○石田梅岩の学問と思想に学ぶ（上田正昭） ○商業界精神と

梅岩の思想 （倉本初夫） ○食の商いを通じて学んだこと（小嶋淳司） ○なすびの花

（玉置半兵衛） ○「都鄙問答」を読む－梅岩の学問観－（辻本雅史） ○絵入りの「学

問」－手島堵庵の「施印」を読む－（高野秀晴） ○二宮金次郎のいきざま～何が「豊

かさ」なのか～（中桐万里子） ○国難を乗り越えるために－なにわ大阪の教訓－（堀

井良殷）

第一集 2009 年刊･････○見直そう、石田梅岩の思想（平田雅彦） ○梅岩の思想と運

動（辻本雅史） ○隠居と教育－生涯学習に向けて－、隠居による教化運動－手島堵庵

について－（高野秀晴） ○隠居と教育－生涯学習に向けて－、「臍隠居」の話－隠居と

は何者なのか－（高野秀晴）○明誠舎をつくった人と書物（山中浩之） ○現代に生き

る石門心学（清水正博） ○歴史に学ぶ大阪の人間力（堀井良殷） ○大阪に現存する

市民塾「心学明誠舎」の通史と関わった人たち（中尾敦子）
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