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日
露
戦
争
旅
順
要
塞
攻
略
の
英
雄
乃
木
希
典

は
、
江
戸
の
長
府
毛
利
藩
邸
で
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
に
生
を
得
た
が
、
十
〜
十
六
歳

を
こ
の
家
で
暮
ら
し
た
。
幼
名
は
無
人
で
、

臆
病
で
よ
く
泣
く
こ
と
か
ら
「
泣
き
人
」
と

綽
名
さ
れ
て
い
た
。
学
問
と
武
芸
の
基
礎
を

学
び
、
元
服
し
た
の
も
此
処
だ
っ
た
。

　
そ
の
後
萩
に
移
っ
て
吉
田
松
陰
の
叔
父
で

あ
る
玉
木
文
之
進
に
師
事
し
、
や
が
て
長
州

藩
士
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
政
府
軍
の
連
隊
長
と
し
て
西
南
の
役

に
従
軍
し
て
連
隊
旗
を
奪
わ
れ
、
そ
の
屈
辱
感

を
生
涯
抱
き
続
け
た
。
ド
イ
ツ
へ
の
留
学
や
台

湾
総
督
な
ど
も
歴
任
し
た
後
で
三
年
弱
の
休
職

期
間
中
に
日
露
戦
争
が
始
ま
り
、
新
設
さ
れ
た

陸
軍
第
三
軍
の
司
令
官
と
し
て
従
軍
し
た
。
旅

順
要
塞
の
攻
囲
は
難
航
を
極
め
た
が
、
半
年
後

の
明
治
三
十
八
年
元
日
に
二
百
三
高
地
を
攻
略

し
て
ロ
シ
ア
軍
を
降
伏
さ
せ
た
。

　
敵
将
ス
テ
ッ
セ
ル
と
乃
木
の
会
見
の
様
は
、

後
に
唱
歌
「
水
師
営
の
会
見
」
と
な
り
日
本

中
の
子
供
た
ち
に
愛
唱
さ
れ
た
が
、
敗
将
を

名
誉
あ
る
武
人
と
し
て
遇
し
た
乃
木
の
武
功

と
人
格
は
世
界
で
高
く
称
賛
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。『
坂
の
上
の
雲
』
で
司
馬
遼
太
郎
が

徹
底
し
て
乃
木
を
無
能
な
愚
将
と
し
て
描
い

た
た
め
に
そ
の
実
像
が
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
が
、『
乃
木
希
典
と
日
露
戦
争
の
真
実
』 

（
P
H
P
新
書
）
や
『
ロ
シ
ア
敗
れ
た
り
』（
毎

日
ワ
ン
ズ
）
な
ど
功
績
を
再
評
価
す
る
著
作

も
現
れ
て
い
る
。

　
凱
旋
し
た
乃
木
は
明
治
天
皇
へ
の
復
命
で

「
将
兵
を
多
数
死
な
せ
た
罪
を
償
い
た
い
」
と

奏
上
し
た
が
、
天
皇
は
「
今
は
死
ぬ
べ
き
時

で
な
い
、
卿
も
し
死
を
願
う
な
ら
ば
朕
が
世

を
去
り
て
後
に
せ
よ
」
と
思
い
止
ま
ら
せ
ら

れ
た
。
そ
し
て
大
正
元
年
九
月
三
十
日
、
明

治
天
皇
ご
大
喪
の
夜
に
乃
木
は
自
刃
、
夫
人

の
静
子
も
こ
れ
に
従
っ
た
。

　
旧
邸
敷
地
内
で
乃
木
夫
妻
の
石
像
を
見
る

こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
二
百
三
高
地
か
ら
移

植
さ
れ
た
松
が
育
ち
、
乃
木
希
典
作
の
漢
詩

「
爾
霊
山
」
を
刻
ん
だ
石
碑
も
傍
ら
に
建
て
ら

れ
て
い
る
。 （
和
）

碑
の
こ
こ
ろ
（9）

　
人
気
連
載
「
教
育
雑
感
」
の
筆
者
、
白
濱

裕
先
生
が
、
対
談
の
た
め
に
福
岡
を
訪
れ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
初
め
て
お
会
い
す
る
実

際
の
先
生
は
文
章
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
、

あ
の
気
品
そ
の
ま
ま
に
、
朗
ら
か
な
笑
顔
が

印
象
的
な
紳
士
で
し
た
。

　
ま
た
同
時
に
、
優
し
い
瞳
の
奥
の
凛
と
し

た
光
に
、
畏
怖
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
長
い
時

間
を
か
け
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
強
靭
な
信
念

だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　
お
話
の
中
で
と
く
に
心
に
残
っ
た
の
は
、

常
に
「
先
生
や
先
輩
に
顔
向
け
で
き
る
か
」

と
自
問
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に

そ
う
し
た
「
薫
陶
を
受
け
て
き
た
恩
人
へ
の

思
い
」
は
、
古
か
ら
日
本
を
守
り
、
日
本
人

と
し
て
大
切
に
す
べ
き
も
の
を
伝
え
て
き
た

先
人
へ
の
感
謝
に
ま
で
つ
な
が
り
ま
す
。
時

空
を
超
え
て
、
胸
に
宿
る
も
の
こ
そ
が
、
白

濱
先
生
に
と
っ
て
の
日
本
で
あ
り
、
守
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
判
断
基
準
な
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
自
分
の
中
に
そ
れ
に

匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
自

問
し
て
み
る
。
自
信
を
持
っ
て
語
れ
る
何
か

は
あ
り
ま
せ
ん
。
判
断
基
準
が
な
い
と
し
た

ら
、そ
の
時
の
自
身
の
「
損
得
」
や
、「
快
不
快
」

で
物
事
を
決
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
と
て
も
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま

し
た
。
ま
た
、
た
と
え
ば
国
防
の
必
要
性
を

問
う
て
み
た
と
て
、
そ
も
そ
も
守
る
べ
き
対

象
を
具
体
的
に
胸
に
描
け
て
い
な
い
。
そ
ん

な
こ
と
で
国
の
守
り
に
つ
い
て
語
れ
る
は
ず

が
な
い
の
で
す
。

「
去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の
」

　
年
末
年
始
は
、
こ
の
高
浜
虚
子
の
有
名
な

句
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
人
生
に
遅
い
と
い
う
こ
と
は
な

い
、
と
信
じ
て
、
ひ
弱
な
が
ら
自
ら
の
中
に

も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
棒
の
如
き
も
の
を
、

命
あ
る
限
り
少
し
で
も
長
く
、
太
く
し
よ
う

―
令
和
六
年
、
年
頭
の
誓
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
元
木
哲
三
）

編
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8.母の物語（１P）
9.鳥飼八幡宮（１P）
10.ふぉとレポート（１P）
11.スケジュール（１P）
12.裏表紙（１P）

山
口
　
秀
範

巻
頭
言 『
謹
賀
新
年
』

2

八
尋
　
太
郎

志
明
館
開
校
の
年
を
迎
え
て

3

水
崎
　
之
子

Ｉ
Ｇ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ 

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｒ

Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｉ
Ｕ
Ｓ（
君
の
才
能
に
火
を
点
け
ろ
！
）

8〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋 〝

の
ご
案
内

11
碑
の
こ
こ
ろ
（9）
　
編
集
余
録

12
T
E
R
A
K
O
Y
A
ふ
ぉ
と
れ
ぽ
ー
と

10

白
濱
　
裕

山
口
　
秀
範

新
春
対
談
〜
教
育
の
未
来
を
語
る
〜

4

占
部
　
賢
志

橋
を
架
け
る
⑤

6

な
き
と

と

あ
だ
な

乃木夫妻像

乃木旧邸



謹
賀
新
年

巻頭言

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

　
令
和
六
年
四
月
、
小
中
一貫
校
「
志
明
館
」

は
開
校
い
た
し
ま
す
。
寺
子
屋
モ
デ
ル
の
山
口

秀
範
代
表
取
締
役
と
出
会
い
、
日
本
一の
小

学
校
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
て
か
ら
開
校
ま

で
に
十
六
年
か
か
り
ま
し
た
。
今
振
り
返
っ

て
み
る
と
こ
の
年
月
は
必
要
な
期
間
だ
っ
た
と

感
じ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
こ
と
は
、
大
き

く
五
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

① 

志
明
館
の
教
育
理
念
、
教
育
方
針
等
の
検
討

② 

教
育
内
容
の
検
討

③ 

開
校
地
の
確
保

④ 

寄
附
金
募
集

⑤ 

教
員
採
用
・
生
徒
募
集
、
の
五
つ
で
す
。

③
④
⑤
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
あ

り
、
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
こ
と
か
ら
書
き
た
い

こ
と
は
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
回
は
寺

子
屋
モ
デ
ル
へ
の
投
稿
と
い
う
こ
と
で
、
教
育

そ
の
も
の
に
関
係
す
る
①
と
②
に
つ
い
て
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
十
六
年
の
間
、
一
番
大
き
な
テ
ー
マ
は

ど
の
よ
う
な
教
育
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

し
た
。「
現
在
の
小
学
校
教
育
の
何
が
問
題

な
の
か
」「
日
本
一の
小
学
校
と
は
そ
も
そ
も

ど
ん
な
小
学
校
な
の
か
」
等
々
、
色
々
な
こ
と

を
議
論
し
ま
し
た
。

　
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
子
供
達
が
日

本
の
歴
史
、
伝
統
、
文
化
を
学
ん
で
い
な
い
、

小
中
学
校
で
教
え
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
に
日
本
に
対
し
て
誇
り
を
持
て
ず
、
自

分
自
身
に
誇
り
が
持
て
な
い
こ
と
が
日
本
の

子
供
の
自
尊
感
情
の
低
さ
に
現
れ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
自
分
に
自
信
が
な
い

た
め
に
人
に
優
し
く
で
き
ず
、
人
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
って
い
る
の
で
す
。

　
現
在
の
子
供
達
は
行
き
た
い
大
学
や
な
り

た
い
職
業
は
あ
り
ま
す
。「
何
の
た
め
に
大
学

に
行
く
の
か
」「
何
の
た
め
に
そ
の
職
業
に
つ

く
の
か
」
と
いっ
た
「
目
標
」
は
あ
る
の
で
す
。

一方
で
「
人
の
た
め
に
役
に
た
つ
」「
社
会
の
た

め
に
役
に
立
つ
」と
い
う「
志
」が
な
い
。
い
や
、

な
い
と
い
う
よ
り
も
教
え
て
も
ら
っ
て
な
い
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
議
論
し
教
育
理

念
と
校
訓
を
決
め
ま
し
た
。
教
育
理
念
「
誇

り
と
志
を
培
い
、
日
本
で
、
世
界
で
羽
ば
た

く
人
財
を
輩
出
す
る
」、
校
訓
「
和
・
誠
・
礼
・

勇
」
で
す
。

　
次
に
教
育
内
容
で
す
。
活
動
当
初
は
人
間

教
育
と
歴
史
、
伝
統
や
文
化
を
教
え
る
こ
と

を
中
心
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
Ａ
Ｉ
や
Ｉｏ
Ｔ

が
世
の
中
に
出
て
き
た
り
、
戦
争
が
始
ま
っ

た
り
、
世
の
中
は
混
沌
と
し
て
ど
う
な
っ
て
い

く
の
か
誰
も
想
像
で
き
な
い
状
況
に
。
こ
れ

か
ら
の
日
本
や
世
界
で
活
躍
す
る
た
め
に
は
、

人
間
力
と
知
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
先
が
見
え
な
い
中
で
も
力
強
く
生
き
て
い

く
た
め
に
は
、
自
ら
考
え
、
自
ら
行
動
し
、

強
い
精
神
力
と
勇
気
を
持
ち
、
人
と
協
力
し

て
い
け
る
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

志
明
館
で
は
、「
人
間
力
教
育
」「
発
憤
教
育
」

を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
人

間
教
育
」
は
、
偉
人
伝
、
素
読
暗
誦
、
伝

統
文
化
・
礼
儀
作
法
の
三
冊
の
副
読
本
を
中

心
に
、
教
科
指
導
、
学
校
行
事
、
学
校
生

活
の
中
で
実
施
し
ま
す
。

　「
発
憤
教
育
」（
発
憤
は
論
語
か
ら
取
っ
た

言
葉
で
す
）
は
、
自
然
や
様
々
な
人
と
の
関

わ
り
を
通
し
て
、
自
ら
課
題
を
見
つ
け
、
自

ら
考
え
、
自
ら
探
究
す
る
教
育
で
す
。
こ
れ

を
通
し
て
特
に
、「
感
性
・
国
際
性
・
科
学

的
創
造
性
」
を
伸
ば
し
て
も
ら
い
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　「
人
間
力
教
育
」「
発
憤
教
育
」
を
中
心

に
据
え
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
従
来
の
教

科
指
導
で
あ
る
「
土
台
教
育
」
で
す
。
こ
れ

を
効
果
的
に
、
効
率
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
、

「
人
間
力
教
育
」「
発
憤
教
育
」
の
時
間
が

確
保
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
小
中
学
校
の

教
科
内
の
重
複
部
分
を
極
力
な
く
し
、Ａ
Ｉ

搭
載
の
ア
プ
リ
に
よ
る
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
個

別
の
定
着
度
管
理
を
可
能
に
す
る
な
ど
で
効

率
化
を
実
現
し
ま
す
。

　
令
和
六
年
四
月
、
開
校
の
日
が
や
っ
て
き

ま
す
。
不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
期
待
の
ほ
う

が
優
っ
て
い
ま
す
。
開
校
後
も
、
多
く
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
、
ご
助
言
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
最
後
に
、
志
明
館
を
卒
業
し
た
生
徒
が
日

本
や
世
界
を
良
い
も
の
に
変
え
て
く
れ
る
こ

と
を
夢
見
て
、
ま
た
、
志
明
館
教
育
を
日
本

中
に
広
げ
て
い
く
こ
と
を
皆
さ
ん
に
お
誓
い
し

て
筆
を
置
き
ま
す
。

執
筆
者
紹
介
　
■
八
尋
　
太
郎（
や
ひ
ろ
　
た
ろ
う
）

昭
和
三
十
九
年
　
福
岡
市
生
ま
れ
。九
州
大
学
大
学
院
工
学
府

卒
業
、川
崎
製
鉄
株
式
会
社（
現
J
E
F
）入
社
。平
成
十
九
年

同
社
を
依
願
退
職
し
、学
校
法
人
博
多
学
園
博
多
高
等
学
校 

校

長
就
任
。平
成
二
十
年
以
降
　
同
学
園 

理
事
長
。令
和
六
年
開

校
の「
志
明
館
」初
代
校
長
を
務
め
る
。

あ
め
つ
ち

　ま
た「
古
の
学
者
は
己
れ
の
為
に
し
、
今
の

学
者
は
人
の
為
に
す
」
に
つ
い
て
、
初
め
か
ら

目
的
を
し
っ
か
り
持
っ
て
学
問
す
る
の
が「
己
の

為
」
で
、
人
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
動
機
で

は
成
果
は
覚
束
な
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
実
務

能
力
を
磨
く
以
前
に
身
を
修
め
る
学
び
の
重
要
性
を
説
い
て
い

ま
す
。

古
代
日
本
に
求
め
ら
れ
た
人
財

　『日
本
書
紀
』
の
通
読
は
四
年
前
か
ら
、
や
は
り
毎
月
一回
朝

早
く
に
集
ま
る
人
々
と
続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
最
近「
大
化
の

改
新
」
の
件
で
、
孝
徳
天
皇
の
詔
の
中
に
大
変
興
味
深
い
箇
所

を
発
見
し
ま
し
た
。
こ
の
改
新
は
豪
族
た
ち
の
私
有
地
・
私
有

民
を
廃
し
て
国
有
と
し
た
上
で
、
地
方
の
行
政
制
度
を
確
立
す

る
と
い
う
画
期
的
な
取
り
組
み
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
地
方
行

政
官
の
選
定
基
準
と
し
て
、
例
え
ば
地
方
長
官
で
あ
る
郡
司
に

は「
性
識
清
廉
く
し
て
時
の
務
に
堪
ふ
る
者
を
」（
人
と
な
り
が

正
し
く
、
実
務
に
堪
能
な
人
物
を
）
そ
の
補
佐
に
は「
強
く
い
さ

を
し
く
聡
敏
く
し
て
、
書
算
に
工
な
る
者
を
」（
し
っ
か
り
し
て

聡
明
鋭
敏
な
う
え
に
、
国
語
数
学
が
得
意
な
人
を
）
充
て
よ
と

あ
り
ま
す
。
役
職
に
応
じ
た
知
識
・
能
力
以
前
に
人
間
性
・
心

構
え
を
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。

　古
代
の
官
吏
の
求
人
要
件
が
、
実
務
能
力
の
み
な
ら
ず
渋
沢

栄
一の
言
う
精
神
の
修
養
に
も
及
ん
で
、
両
面
を
求
め
て
い
た
の

は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

志
明
館
教
師
の
資
質

　孔
子
に
亜
ぐ
聖
人
―
亞
聖
―
と
呼
ば
れ
た
孟
子
は「
君
子
に

三
つ
の
楽
あ
り
。
父
母
倶
に
存
し
、
兄
弟
故
な
き
は一の
楽
な
り
。

仰
い
で
天
に
愧
じ
ず
、
俯
し
て
人
に
怍
じ
ざ
る
は
二
の
楽
な
り
。

天
下
の
英
才
を
得
て
之
を
教
育
す
る
は
三
の
楽
な
り
」
と
語
り
、

次
代
の
リ
ー
ダ
ー
教
育
を
最
高
の
任
務
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
次
元
の
楽
し
み
と
し
て
、
家
族
の
息
災
と
天
地
に
恥
じ

な
い
生
き
方
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　三
ケ
月
後
の
開
校
に
向
け
て
、
志
明
館
教
師
た
ち
の
諸
準
備

は
佳
境
に
入
って
い
ま
す
。
昨
年
四
月
か
ら
毎
週
継
続
し
て
き
た

研
修
の
成
果
発
表
で
、
自
国
の
歴
史
・
伝
統
への
誇
り
に
目
覚
め
、

美
し
い
母
国
語
を
見
直
し
、
大
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
を

見
つ
め
な
お
し
た
と
異
口
同
音
に
語
り
ま
し
た
。「
学
び
続
け
る

教
師
」
た
ち
が
天
下
の
英
才
の
卵
を
迎
え
る
日
は
愈
々
間
近
に

迫
って
来
ま
し
た
。

（
お
願
い
と
お
知
ら
せ
）

＊
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
方
々
か
ら
志
明
館
へ
ご
支
援
を
賜
って
参
り

ま
し
た
が
、
開
校
へ
最
後
の
お
願
い
を
同
封
し
て
い
ま
す
。
何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
橘
曙
覧
の
歌
に「
春
に
明
け
て
ま
づ
み
る
書
も
天
地
の
は
じ
め
の

時
と
読
み
出
づ
る
か
な
」
が
あ
り
ま
す
。
正
月
に『
古
事
記
』
冒

頭
の一節「
天
地
の
は
じ
め
の
時
」
を
読
み
悠
久
の
歴
史
を
偲
ん
で

い
た
よ
う
で
す
。
神
武
天
皇
の
建
国
への
旅
を
テ
ー
マ
に
し
た
交
声

曲「
海
道
東
征
」
を
聴
き
な
が
ら
、
建
国
記
念
日
の
時
期
を
過

ご
し
ま
せ
ん
か
。
福
岡
で
の
ラ
イ
ブ
録
音
C
D（
三
千
円
）
ご
希

望
の
方
は
当
社
ま
で
ご一
報
を
。

　皆
様
お
揃
い
で
清
々
し
い
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
平
素
寺
子
屋
モ
デ
ル
の
事
業
に
ご
理
解
ご
支
援
を
賜

り
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
新
し
い
年
も一層
活
動
の
輪
を

広
げ
て
参
り
ま
す
の
で
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

『
論
語
』
に
見
る
人
づ
く
り

　二
年
前
か
ら
福
岡
中
小
企
業
経
営
者
協
会（
中
経
協
）
の
早

朝
勉
強
会
で
、
渋
沢
栄
一の『
論
語
と
算
盤
』
を
毎
月
読
ん
で
い

ま
す
。
新
一万
円
札
の
顔
と
な
る
渋
沢
は
日
本
資
本
主
義
の
父
と

称
さ
れ
、
生
涯
に
五
百
社
の
設
立
に
関
わ
り
、
同
時
に
六
百
を

超
え
る
教
育
・
社
会
福
祉
活
動
を
応
援
し
ま
し
た
。
企
業
目
的

の
利
益
追
求
を
肯
定
し
つつ
、
公
益
・
道
義
を
両
立
さ
せ
る
と
い

う「
道
徳
経
済
合
一
説
」
に
基
づ
い
て
、
渋
沢
が
当
時
の
若
手
経

済
人
や
学
生
に
語
っ
た
集
大
成
が
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
経
営
者
自
身
の
心
構
え
、
勉
強
・
修
養
の
す
す
め
が
中

心
で
す
が
、
ど
ん
な
人
材
が
世
に
求
め
ら
れ
る
か
に
も
話
題
が
及

び
ま
す
。
そ
こ
で
渋
沢
は
論
語
冒
頭
の
学
而
篇
二「
君
子
は
本
を

務
む
。
本
立
ち
て
道
生
ず
。
孝
悌
な
る
も
の
は
其
れ
仁
の
本
た

る
か
」（
君
子
は
物
事
の
根
本
に
力
を
尽
く
す
。
そ
う
し
て
こ
そ

進
む
べ
き
道
は
明
ら
か
に
な
る
。
親
思
い
で
目
上
の
人
を
敬
う
こ

と
が
最
高
の
徳「
仁
」
を
得
る
根
本
で
あ
ろ
う
）
を
引
用
し
つつ
、

「
本
を
務
む
」
と
は
知
識
修
得
の
前
に
心
の
学
問
を
積
む
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
根
本
を
確
立
し
て
初
め
て
、
将
来
進
む
べ
き
専
門

分
野
が
見
え
て
く
る
と
言
い
ま
す
。

く
だ
り

み
こ
と
の
り

ひ
と
と
な
り
た
ま
し
い
い
さ
ぎ
よ

ま
つ
り
ご
と

さ

　と

て
か
き
か
ず
と
る

た
く
み

つ

た

志
明
館
開
校
の
年
を
迎
え
て

八
尋 

太
郎

学
校
法
人
博
多
学
園
理
事
長
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