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「報
徳
思
想
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

「今
こ
そ
住
民
が
行
政
に
頼
ら
な
い
仕
組
み
を
築
き
上
げ
る
と
き
。
そ
れ
に
は
二
宮
尊
徳
の
報
徳
思
想
を
学
ぶ
べ
き
だ
」
―
―
。
「」

う
訴
え
る
の
は
元
通
産
省
生
活
産
業
局
長
で
一
般
社
団
法
人
世
界
の
た
め
の
日
本
の
こ
こ
ろ
セ
ン
タ
ー
代
表
理
事
の
土
居
征
夫

氏
。
学
生
時
代
か
ら
坐
禅
に
勤
し
み
、
現
在
は
五
感
を
大
事
に
す
る
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
土
居
氏
は
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」
が
失

わ
れ
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

答える人

世界のための
日本のこころセンター代表理事

土居 征夫

求
め
ら
れ
る

希
望
の
ビ
ジ
ョ
ン

ー
ー
　
ま
ず
は
通
産
省
出
身
の
土

居
さ
ん
が

「世
界
の
た
め
の
日
本
の

こ
こ
ろ
セ
ン
タ
ー
」
を
つ
く

つ
た
目

的
か
ら
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

土
居
　
ま
ず
は
日
本
が
長

い
歴

史
の
中
で
培

っ
て
き
た

「
こ
こ
ろ
の

文
化
」
を
取
り
戻
す
と
い
う
目
的
が

あ
り
ま
す
。

日
本
の
こ
こ
ろ
と
は
、
「
つ
な
が

り
Ｌ
自
然
と
の
共
生
」
「個
と
全
体

の
調
和
」
「お
か
げ
さ
ま
の
こ
こ
ろ
」

と
い
っ
た
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
や
世

界
を
構
築
し
て
い
く
希
望
の
ビ
ジ
ョ

ン
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
は
そ
れ
ら
が
見
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
は

我
々
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
中
に
あ
り

ま
し
た
。
日
本
の
こ
こ
ろ
を
育
て
た

も
の
の
１
つ
が

「坐
禅
」
で
す
。

武
道
や
日
本
美
術
、
能
、
茶
道
と

い
っ
た
目
に
見
え
る
文
化
財
の
裏
に

あ
る
の
が
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
と
し
て
の

「日
本
の
こ
こ
ろ
」
で
す
。
こ
れ
は
日

で
話
し
て
も
な
か
な
か
本
当
の
と
こ

ろ
が
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
体
験
を
通
じ

て
生
活
の
中
か
ら
得
る
し
か
な
い
の

で
す
。

―
―
　
日
本
人
が
失
い
つ
つ
あ
る

日
本
の
こ
こ
ろ
を
も
う

一
度
、
取
り

一戻
そ
う
と
い
う
趣
旨
で
す
ね
。

土
居
　

４ゝ
え
。
実
は
、
こ
の
日
本

の
こ
こ
ろ
の
奥
深
さ
を
海
外
の
人
が

気
付
き
始
め
て
お
り
、
我
々
の
と
こ

ろ
に
も
坐
禅
を
体
験
し
に
来
て
い
る

の
で
す
。
戦
後
教
育
ま
で
は
日
本
の

こ
こ
ろ
は
家
族
の
中
か
ら
そ
れ
と
な

く
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

戦
後
教
育
で
育

っ
た
世
代
に
な
る

と
、古
く
さ
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
で
断
絶
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。

で
す
か
ら
、
我
々
は
特
に
若
い
世

代
と

一
緒
に
な
つ
て
日
本
の
こ
こ
ろ

を
学
ぶ
機
会
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
、
こ
の
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

北
朝
鮮
問
題
、
中
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
の
民
族
対
立
の
拡
大
、
米
国
で

の
社
会
や
政
治
の
分
断
な
ど
、
世
界

中
で
格
差
の
拡
大
が
広
が

っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
人
類
社

会
に
は
、
こ
の
よ
う
な
不
安
を
乗
り

越
え
る
希
望
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
日
本
の

こ
こ
ろ
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

―
―
　
日
本
の
こ
こ
ろ
と
は
何
か

を
考
え
、
世
界
に
発
信
し
て
い
く
と
。

土
居
　
は
い
。
要
す
る
に
、
持
続

的
発
展
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ

（環
境

。
社
会

・

ガ
バ
ナ
ン
ス
）
を
頭
の
中
で
唱
え
て

い
ろ
つ
で
ま
な
―
、
む

ンち

´
‐
、
ひ

チ
ュ
ー
プ
を
使

っ
て
発
信
し
た
り
、

さ
ら
に
は
Ｖ
Ｒ

（仮
想
現
実
）
も
使

いっ
「ヽ　
〓́嗜
、．刊
コ
（
ヽ
す
・

て
は
ど
ん
な
人
を
挙
げ
ま
す
か
。

土
居
　
例
え
ば
二
宮
尊
徳
で
す
。

●
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あ
―，
ま
す

日
本

の
こ
こ
ろ
と
は
、
一
つ
な
が

り
Ｌ
自
然
と
の
共
生
」
「個
と
全
体

の
調
和
」
「
お
か
げ
さ
ま
の
こ
こ
ろ
」

と

い
つ
た
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
や
世

一
日
不
こ

，
ｔ
ｒ
ン́
一
て
考
　
「
τ
ア
　
‐‥
一
・

で
話
し
て
も
な
か
な
か
本
当
の
と
こ

ろ
が
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
体
験
を
通
じ

て
生
活
の
中
か
ら
得
る
し
か
な
い
の

で
す
。

と
、古
′
な

ふ

話
に
な

イン
´
―
ンま

い
、

そ
れ
で
断
絶
が
起
き
て
し
ま

っ
た
ｃ

で
す
か
ら
、
我
々
は
特
に
若

い
世

代
と

一
緒
に
な

っ
て
日
本
の
こ
こ
ろ

‐
イ
ニ
つヽ
かヽ
‥

―
―
　

日
本
の
こ
こ
ろ
と
は
何
か

を
考
え
、
世
界
に
発
信
し
て
い
く
と
。

土
居
　
は

い
。
要
す
る
に
、
持
続

的
発
展
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ

（環
境

。
社
会

・

ガ
バ
ナ
ン
ス
）
を
頭
の
中
で
唱
え
て

い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
人
ひ

と
り
が
自
分
を
振
り
返
り
、
自
信
を

持
ち
、
主
体
性
を
確
立
し
て
い
こ
う

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
も
そ
も
日
本
は
過
去
１
０
０
０

年

の
間
、
厳
し

い
天
災
や
戦
乱
の
世

の
中
を
経
な
が
ら
、
人
々
が
何
と
か

主
体
的
な
生
き
方
を
追
求
し
て
き
た

国
な
の
で
す

末
世
と
言
わ
れ
な
が

ら
も
、
日
本
人
は
自
分
た
ち
の
こ
こ

ろ
を
鍛
え
て
、
明
る
く
生
き
て
き
た

と

い
う
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
明
治
以
降
、
そ
れ
が
お

か
し
く
な

っ
て
き
た
。
知
識
と
論
理

（
ロ
ジ

ッ
ク
）
だ
け
で
考
え
る
世
界

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
そ
こ

で
、
日
本
の
こ
こ
ろ
を
も
う

一
度
学

ぼ
う
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
上

か
ら
目
線
で
誰
か
が
講
義
す
る
と
い

う
形
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
世
代
を
超

一え
て
学
び
合
う
方
法
と
し
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
と
リ
ア
ル
の
両
方

で

や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を

つ
く

っ
た
り
、
ツ
イ

ッ

タ
ー
や

フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク
、
ユ
ー

チ
ュ
ー
プ
を
使

っ
て
発
信
し
た
り
、

さ
ら
に
は
Ｖ
Ｒ

（仮
想
現
実
）
も
使

お
う
と
検
討
中
で
す
。

一
方
、
リ
ア
ル
で
は
講
義
を
聴
く

場
所
や
坐
禅
が
で
き
る
畳
の
ス
ペ
ー

ス
な
ど
を
確
保
し
、
ま
た
、
街
中
で

学
び
合
い
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
）

国
内
外
で
見
直
さ
れ
る

二
宮
尊
徳

土
居
さ
ん
が
考
え
る
日
本

の
こ
こ
ろ
を
体
現
し
て
い
る
人
と
し

て
は
ど
ん
な
人
を
挙
げ
ま
す
か
。

土
居
　
例
え
ば
二
宮
尊
徳
で
す
。

尊
徳

の
別
名
、
一
一宮
金
次
郎
は
幕
末

の
三
十
数
年
間
、
江
戸
幕
府
か
ら
も

取
り
立
て
ら
れ
て
、
関
東

一
円
の
農

村
を
根

っ
こ
か
ら
復
活
さ
せ
た
人
物

で
も
あ
り
ま
す

）

日
本
全
体
に
蔓
延
し
て
い
た
行
政

の
補
助
金
依
存
型
の
政
策
を
改
め
、

住
民
が
行
政
に
頼
ら
な
い
仕
組
み
を

築
き
上
げ
て
い
っ
た
の
で
す

尊
徳
の
主
張
は

一至
誠

頁
誠
を
尽

く
し

て
）
、
一勤
労
安

真
面
目
に
働

き
）
、
「分
度
災

身

の
文

に
応
じ
た

収
支
計
画
を
立

て
て
）
、
「推
譲

」

（譲

っ
て
損
な
く
、
奪

っ
て
益
な
し
）

の
４
原
則
を
含
む

「報
徳
思
想
」
で

し
た
。

こ
れ
は
尊
徳
の
故
郷
で
も
あ
る
神

奈
川
県
小
田
原
市
近
辺
か
ら
発
し
ま

‐
二
ヽ
栃
本
県
日
光
市
や
静
岡
県
掛

明
市
、
福
島
県
相
馬
市
な
ど
全
国
に

産
■
か
っ
´
ヽ
い
七
ユヽニ
‐
ンム
ヽ

他
の
自
）に
体
に
，も
尊
徳
の

教
え
が
広
ま

っ
て

い
っ
た

の
で
す

か
ｃ

どい。ゆきお

1941年 東京都出身。65年東京大学法学部卒業後、通商産業省

(現経済産業省)入省。90年資源エネルギー庁石炭部長、92年中

小企業庁次長、93年生活産業局長を経て、94年 に退官。商工中金

理事、NEC常務を経て、2004年以降、企業活力研究所理事長、城

西大学イノベーションセンター所長、特任教授などを歴任。現在は日

本信号顧間、武蔵野大学客員教授、世界のための日本のこころセン

ター代表理事を務める。
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土
居
　

をゝ
え
。
尊
徳
は
開
発
に
は

確
実
に
実
施
で
き
る
と
確
信
で
き
る

内
容
の
長
期
計
画
が
必
要
で
、
そ
の

計
画
に
基
づ
き
、
着
実
に
実
績
を
上

げ
て
い
く
こ
と
が
究
極
の
日
標
を
達

成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
考

え
方
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。

実
際
、
尊
徳
の
分
度
の
思
想
を
元

に
、
福
島
県

の
旧
相
馬
藩

で
は
∞
年
計
画
が
立
て
ら

れ
、

１０
年
ご
と
の
目
標
を

着
実
に
達
成
し
て
き
ま
し

た
。
明
治
政
府
に
は
継
承

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

最
初
の
幕
末

の
“
年
間
は

日
を
見
張
る
よ
う
な
復
興

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

戦
後

の
例
で
は
、
神
奈

川
県
開
成
町
で
、
露
木
町

長
父
子
が
親
子
二
代
で
■

年

間

の
都
市
計
画
を
進

め
、
今
で
は
若

い
世
代
に

人
気
が
あ
り
、
県
西
部
地

域
で
唯

一
人
口
が
増
え
て

い
る
都
市
を

つ
く
り
上
げ

ま
し
た
。
手
法
と
し
て
は

「澤
将
為、、だ
」、
つ
ま
り
ヽ

着
実
に
、
勤
勉
に
、
小
さ

い
こ
と
か
ら
始
め
、
急
が
ず
我
慢
強

く
目
的
を
達
成
す
る
。
急
げ
ば
大
事

は
乱
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
政
府
が
発
足
す

る
と
、
そ
れ
ま
で
幕
府
が
進
め
て
い

た
取
り
組
み
は
全
て
認
め
な
い
と
い

う
姿
勢
で
し
た
の
で
、
こ
の
二
宮
方

式
も
否
定
さ
れ
た
の
で
す
。

た
だ
、
尊
徳
の
手
法
は
今
ど
き
の

官
民
に
よ
る
中
期
計
画
が
絵
に
描

い

た
餅

で
終

わ

る
も

の
と

は
違

い
、

様
々
な
と
こ
ろ
で
引
き
継
が
れ
て
い

き
ま
し
た
。
実
は
、
そ
ん
な
尊
徳

の

手
法
に
最
近
内
閣
府
も
着
目
し
始
め

て
い
る
の
で
す
。

神
奈
川
県
で
ス
ー
バ
ー
を

展
開
す
る
経
営
者
の
取
り
組
み

―
―
　
そ
の
報
徳
思
想
の
ポ
イ
ン

ト
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
か
。

土
居
　
尊
徳

の
報
徳
思
想
に
お

い
て
何

の
徳

に
報

い
る
か
と

い
う

と
、
祖
先
や
親
、
兄
弟
、
先
輩
、
大
人

な
ど
、
子
ど
も
が
育

つ
過
程
で
恩
を

受
け
た
人
々
に
な
り
ま
す
。
そ
の
受

け
た
恩
を
次

の
世
代
に
返
し
て

い

く
。
そ
う

い
う
思
想
で
す
。

こ
の
報
徳
思
想
を
汲
ん
だ
活
動
を

地
域

で
実
践
し
て

い
る
方
が

い
ま

す
。
例
え
ば
神
奈
川
県
を
営
業
基
盤

と
す
る
食
品
ス
ー
パ
ー
「
ヤ
オ
マ
サ
」

を
経
営
す
る
名
誉
会
長
の
田
嶋
享
さ

ん
で
す
。

―
―
　
田
嶋
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

土

居
　
田
嶋
さ
ん
は
現
在

の
日

本
社
会
が
抱
え
て
い
る
諸
問
題
に
対

し
、
行
政
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
住

民
の
立
場
で
自
ら
発
起
し
て
取
り
組

み
の
輪
を
広
げ
、
そ
れ
が
結
果
的
に

産
業
界
や
行
政
を
巻
き
込
む
力
に

な

っ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
認

知
症
予
防
や
食
品
ロ
ス
と
い
っ
た
問

題
で
す
。

通
常
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問

題
は
全
て
行
政
に
任
せ
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
田
嶋
さ
ん
は
認
知
症
予
防
の

た
め
の
カ
フ
ェ
を
つ
く
っ
た
り
、
フ
ー

ド
バ
ン
ク
を
設
立
し
て
製
造
工
程
で

発
生
す
る
規
格
外
品
な
ど
の
食
材
を

子
ど
も
た
ち
に
提
供
す
る
子
ど
も
食

堂
を
つ
く
っ
て
食
品
ロ
ス
の
解
消
を

図
る
な
ど
、
行
政
の
対
応
を
待
つ
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
た
ち
で
行

政
に
働
き
か
け
て
社
会
問
題
の
解
決

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

―
―
　
こ
れ
は
本
来
、
日
本
に
は

あ
つ
た
は
ず
の
思
想
だ
と
。

土
居
　
そ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
日

本
の
中
小
企
業
政
策
の
原
点
は
こ
れ

で
し
た
。
中
小
企
業
支
援
の
根
幹
は

金
融
対
策
で
、
中
小
企
業
は
返
す
お

金
だ
と

い
う
前
提
で
、
自
立
心
を

持

っ
て
経
営
し
返
済
し
て
い
ま
し

・
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「世界のための日本のこころセンターJでは日本橋r「
オ~プン坐禅会」を開催。15分 の坐禅を2回、間に

経行を挟み、茶礼を行っている。忙しい日常の中、自分を見つめ直す場所となっている

た
。
そ
こ
で
返
済
さ
れ
た
資
金
を
中

小
企
業
庁
が
再
投
資
す
る
と
い
う
サ

一
円

へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

―
‐　
ま
さ
に
地
方
創
世
の
モ
デ

徳
の
考
え
方
を
学
ぶ
に
は
？

土
居
　
例
え
ば
、
ヽ
）れ
ま
で

，
葉
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計
画
に
基
づ
き
、
着
実
に
実
績
を
上

げ
て
い
く
こ
と
が
究
極
の
目
標
を
達

成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と

い
う
考

え
方
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。

実
際
、
尊
徳
の
分
度
の
思
想
を
元

た
。
そ
こ
で
返
済
さ
れ
た
資
金
を
中

小
企
業
庁
が
再
投
資
す
る
と
い
う
サ

イ
ク
ル
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
い
つ

し
か
補
助
金
行
政
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
尊
徳
は
違
い
ま
す
。
尊

徳
は
過
去
に
遡

っ
て
農
村
の
財
政
を

調
べ
さ
せ
ま
し
た
。
そ
こ
で
例
え

ば
、
１
０
０
石
の
年
貢
を
納
め
て
い

た
農
村
が
２０
石
し
か
納
め
ら
れ
て
い

な
か
つ
た
ら
、
武
士
の
取
り
分
の
年

貢
を
、
ま
ず
は
中
間
値
を
と

つ
て
４０

石
に
抑
え
、
農
民
に
開
発
資
金
を
回

し
て
生
産
を
１０
年
か
け
て
増
石
に
増

や
す
計
画
を
定
め
ま
す
。

１０
年
か
け
て
収
支
が
と
ん
と
ん
に

な
る
よ
う
に
、
荒
れ
地
を
開
墾
し
た

り
、
水
路
を
引

い
た
り
再
開
発
し

て
、
逃
げ
た
農
民
に
帰

っ
て
き
て
も

ら

つ
た
の
で
す
。

，二
こ
ろ
が
、
一Ｌ
）覆
一域
咋
氏
一準
一三
十

る
と
、
そ
れ
ま
で
幕
府
が
進
め
て
い

た
取
り
組
み
は
全
て
認
め
な
い
と
い

う
姿
勢
で
し
た
の
で
、
こ
の
二
宮
方

式
も
否
定
さ
れ
た
の
で
す
。

・を
モ

Ｆ
ｆ
〓
夕
碁
一二
一長

，
巨
一鳴
享
き

，几
こ
、一・
．́

田
嶋
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

土

居
　
田
嶋
さ
ん
は
現
在

の
日

τ一　・　・二一　ド「〓、二讐一本
一」
〓一
　^｝一三い〓一一」
０
　ヽ一一７一

イ
■
二

，
中
小
企
業
支
援
の
根
幹
は

金
融
対
策
で
、
中
小
企
業
は
返
す
お

金
だ
と

い
う
前
提
で
、
自
立
心
を

持

っ
て
経
営
し
返
済
し
て
い
ま
し

が
来
ま
す
。
五
感
を
総
動
員
し
て
原

点
に
戻
る
と
、
こ
こ
ろ
の
状
態
は
赤

ん
坊
の
よ
う
な
状
態
に
戻

っ
て
い
く

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
の
中
に
は
無
意
識
の
層
が
あ

り
、
そ
の

一
番
浅

い
と
こ
ろ
に
は
自

己
防
衛

の
意
識
が
あ

る
。
こ
れ
は

「末
那
識
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
無

意
識
は
生
存
本
能
で
す
。
で
す
か
ら
、

人
間
は
い
ざ
と
な

っ
た
ら
戦
争
を
や

る
わ
け
で
す
。

や
異
こ
ろ
が
、
そ
の

・奥
に
は

「阿ぁ
頼ら

耶
識
」
と
呼
ば
れ
る
層
が
あ
り
、
助

け
合
い
や
慈
悲
の
こ
こ
ろ
が
出
て
く

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
こ

の
両
方
を
持

っ
て
い
る
。
両
方
を

悟

っ
た
ら
、
戻

っ
て
く
る
場
所
は
直

感
に
な
り
ま
す
。
こ
の
赤
ん
坊
の
状

態
に
お
け
る
究
極
の
直
感
が
素
晴
ら

し
い
の
で
す
。

当
セ
ン
タ
ー
は
そ
ん
な
自
分
の
こ

こ
ろ
の
再
発
見
が
ミ
ッ
シ
ヨ
ン
で

す
。
何
か
新
し
く
付
け
加
え
る
と
い

う
よ
り
も
、
原
点
に
戻

っ
て
日
本
の

こ
こ
ろ
を
見
つ
め
直
す
。
日
本
人
が

苦
労
を
重
ね
て
積
み
上
げ
て
き
た
ア

イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
も
う

一
度
見
直

す
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

|“決める日本"ヘー 日本の「選択」

一
円
へ
と
広
が
っ
て
い
つ
た
の
で
す
。

―
―
　
ま
さ
に
地
方
創
世
の
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
と
も
言
え
ま
す
ね
。

土
居
　
は
い
。
尊
徳
の
素
晴
ら
し

さ
は
、
そ

の
こ
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

尊
徳
は
自
分
の
教
え
を
薬
効
に
例
え

て
「祉
儡
健
が
っ味みい「郡
り対
」と
呼

び
、
自
ら
の
手
法
で
不
利
を
被
る
武

士
階
級
を
味
方
に
つ
け
る
の
で
す
。

尊
徳
は
こ
の

「敵
を
味
方
に
す
る

こ
こ
ろ
」
で
武
士
の
抵
抗
を
乗
り

切

っ
た
。
尊
徳
は
齢
田た
峨
況
直
り̈寺じ

で
断
食
修
行

（阿
宇
観
の
坐
禅
）
が

明
け
て
、
物
事
の
両
面
を
見
る

一
円

観
で
全
て
の
人
を
味
方
に
す
る
境
地

を
得
ま
し
た
。

い
ま
、
こ
の
尊
徳
の
存
在
を
知

っ

た
中
国
人
の
留
学
生
が
続
々
と
尊
徳

の
故
郷

・
小
田
原
に
来
て
い
ま
す
。

中
国
が
儒
教
で
復
権
し
よ
う
と
し
て

い
る
中
で
、
本
物
の
儒
教
が
小
田
原

に
あ
る
と
聞
き
つ
け
て
学
生
た
ち
が

足
を
運
ん
で
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、
日
本
人
は
尊
徳
の
こ
と
を
あ

ま
り
に
も
知
り
ま
せ
ん
。

五
感
を
磨
く
意
味

―
―
　
で
は
、
日
本
の
企
業
が
尊

徳
の
考
え
方
を
学
ぶ
に
は
？

土
居
　
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
企
業

や
地
域
活
動
の
中
に

「五
感
塾
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ｏ
五
感
と

は
論
理
を
使
い
ま
せ
ん
。
頭
の
中
の

脳
を
使

っ
て
考
え
る
こ
と
を
意
識
と

言
う
の
に
対
し
、
日
で
見
て
日
で
分

か
る
。
耳
で
聞
い
て
耳
で
分
か
る
と

い
っ
た
五
感
の
フ
ル
活
用
が
大
事
な

の
で
す
。

論
理
だ
け
で
は
絶
対
に
分
か
ら
な

い
世
界
が
あ
り
、
五
感
を
使
う
と
、

よ
り
世
界
が
分
か
り
、
人
間
が
分
か

り
、
自
然
が
分
か
る
。
し
た
が
つ
て
、

幼
児
の
と
き
か
ら
座
学
だ
け
で
は
な

く
、
五
感
を
鍛
え
る
ア
ウ
ト
ド
ア
教

育
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
８
月
に
サ
マ
ー

キ
ャ
ン
プ
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
ア
ウ
ト

ド
ア
教
育
を
専
門
と
す
る
西
浦
和
樹

先
生
に
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
を
務
め
て
い

た
だ
き
、
１
泊
２
日
で
宮
城
県
の
白

石
蔵
王
で
キ
ャ
ン
プ
を
行
い
ま
す
。

―
―
　
ア
ウ
ト
ド
ア
教
育
が
五
感

を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す

か
。土

居
　
は
い
。
そ
も
そ
も
心
理
の

世
界
で
は
、
五
感
の
次
に
は
無
意
識
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