
　
義
、
即
ち
正
し
き
道
理
は
宜
︵
宜
し
き
︶

に
通
じ
て
、
道
義
は
義
の
本
を
な
す
。
世

事
に
対
応
す
る
義
も
あ
れ
ば
、
時
に
対
す

る
義
も
あ
り
、
常
々
生
き
る
上
で
守
る
べ

き
義
も
あ
る
。
変
化
に
対
処
す
る
義
も
あ

る
が
、
そ
の
本
を
統
括
し
て
い
る
の
は
道

義
で
あ
る
と
。

　
仁
と
義
は
ど
ん
な
時
代
に
も
変
わ
る
こ

と
な
き
不
易
︵
真
理
︶
で
あ
る
。

　
今
の
世
は
こ
の
不
易
の
原
理
、
原
則
が

大
変
に
希
薄
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
天
地
人
の
直
江
兼
続
の

精
神
の
本
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
﹁
仁

と
義
﹂
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仁
愛
と

正
義
、
天
地
の
真
理
は
厳
し
く
も
あ
り
優

し
く
も
あ
る
。
天
地
自
然
の
恵
み
の
中
に

生
か
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
大
き
な
変
革

の
時
代
に
あ
っ
て
全
て
の
人
び
と
が
原
点

に
立
ち
戻
り
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
増
省
允

︵
言
志
耋
録
九
七
条
︶

釈
　
意
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義
は
宜
な
り
。
道
義
を
以
っ
て
本

と
為
す
。
物
に
接
す
る
の
義
有
り
。

時
に
臨
む
の
義
有
り
。
常
を
守
る

の
義
有
り
。
変
に
応
ず
る
の
義
有

り
。
之
を
統
ぶ
る
者
は
道
義
な
り
。 

も
と 

す 

ぎ 

直
観
は
神
心 

徳
　
増
　
省
　
允 

も
と

　
﹁
直
観
は
神
心
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え

　
る
の
は
人
心
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
﹁
機
を
み
て
敏
、
機
を
知
る
、
そ
れ

　
神
か
﹂
︵
易
経
︶
と
も
言
う
。

　
真
理
を
素
直
に
﹁
心
＝
魂
﹂
で
う
け

と
め
る
。
こ
れ
が
﹁
良
知
﹂
即
ち
﹁
良

心
﹂
で
あ
る
。

　
人
は
皆
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平

等
に
﹁
良
知
﹂
﹁
良
能
﹂
を
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
真
の
己
れ
︱
真
己
で
あ
り
﹁
今

一
人
の
わ
た
し
﹂
に
目
覚
る
べ
き
と
思

う
。

　
神
心
で
と
ら
え
た
事
々
が
物
事
を
為

す
た
め
の
機
で
あ
り
、
そ
の
機
に
敏
感

に
対
処
す
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
と
言

え
よ
う
。
﹁
人
心
﹂
で
判
断
し
た
り
行

動
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
に
誤
り

を
お
か
す
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
佐
藤
一
斎
翁
の
言
志
四
録
、
近
江
聖

人
と
い
わ
れ
た
中
江
藤
樹
先
生
の
教
学

を
説
か
れ
た
故
安
岡
正
篤
先
生
︵
平
成

の
年
号
を
託
し
て
昭
和
五
十
八
年
十
二

月
永
眠
︶
が
﹃
憂
楽
志
﹄
の
中
で
﹁
機

を
活
せ
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま

さ
に
今
日
の
日
本
国
の
あ
り
方
、
将
来

に
か
ゝ
わ
る
政
治
・
経
済
界
の
指
導
層

に
対
す
る
強
い
警
告
と
い
え
る
。

　
﹁
君
子
は
幾
を
見
て
作
す
。
日
を
終

ふ
る
を
俟
た
ず
﹂
︵
易
経
︶
、
こ
の
日
本

の
危
局
を
救
う
大
機
は
、
こ
の
際
に
あ

る
﹂
と
。

　
又
﹁
政
府
︵
政
治
家
︶
は
、
祖
国
を
守

る
思
想
信
念
の
統
一
を
達
成
し
、
政
治

を
清
潔
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
進
ん
で

世
論
の
正
し
い
指
導
に
努
力
す
る
。

　
外
国
に
対
し
て
正
義
と
独
立
の
権
威

を
守
り
、
不
当
な
交
渉
に
対
し
て
は
強

靱
な
態
度
で
善
処
す
る
。
外
国
の
政
治

的
謀
略
に
影
響
さ
れ
ぬ
よ
う
マ
ス
・
コ

ミ
に
留
意
し
、
特
に
青
年
や
婦
人
を
守

る
こ
と
。
道
義
心
、
愛
国
心
を
養
う
教

育
、
学
問
、
宗
教
、
芸
術
を
奨
励
す
る
。

　
民
間
各
界
の
実
力
者
及
び
有
力
団
体

は
、
積
極
的
に
祖
国
の
独
立
と
自
由
を

守
り
、
正
論
を
国
民
に
普
及
徹
底
す
る

為
に
協
力
す
る
﹂
等
々
と
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
し
て
、
今
の

混
迷
し
混
乱
す
る
世
相
に
あ
っ
て
政
治
・

経
済
・
教
育
の
指
導
層
は
、
党
利
党
略

は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
自
ら
の
地
位
と

収
入
の
確
保
の
た
め
に
﹁
偽
﹂
︵
い
つ

わ
り
︶
を
な
し
﹁
良
心
の
呵
責
﹂
も
な

く
、
誠
の
な
い
言
葉
を
発
し
続
け
て
い

る
、
ま
さ
に
不
正
な
姿
勢
の
連
続
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
世
の
為
人
の
為
に
誠
実
な
行
為
行
動

を
為
し
え
ず
、
国
の
指
導
層
の
精
神
的

堕
落
は
極
限
に
致
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
物
事
の
成
敗
に
は
﹁
機
﹂
が
大
切
で

あ
る
。
﹁
機
つ
か
む
直
観
力
﹂
は
事
の

成
敗
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
﹁
機
を
み
る
直
観
力
﹂
は
真
の

己
れ
を
磨
き
上
げ
、
そ
の
大
切
さ
を
強

く
認
識
す
る
こ
と
に
あ
り
、
﹁
良
知
﹂

に
致
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
私
利
私
欲
に
よ
っ
て
濁
っ
た
己
れ
に

正
し
い
直
観
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

　
責
任
あ
る
立
場
、
指
導
的
リ
ー
ダ
ー

層
ほ
ど
﹁
機
を
知
る
﹂
に
敏
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

　
全
国
的
に
人
氣
を
よ
び
、
若
い
人
た

ち
か
ら
関
心
が
高
く
話
題
と
な
っ
た
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
﹁
篤
姫
﹂
の
生
涯

の
あ
り
方
も
、
天
命
︵
使
命
・
役
割
︶
を

悟
り
覚
悟
し
た
信
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た

直
観
力
、
ゆ
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
覚
悟
の

行
動
が
、
人
々
の
心
に
深
く
訴
え
、
感

動
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
若
者
た
ち

の
中
に
も
充
分
に
熱
き
思
い
を
い
だ
く

本
は
存
在
し
て
い
る
と
信
ず
る
。

　
現
、
世
相
で
続
発
す
る
不
祥
事
の
全

て
は
精
神
の
修
養
を
軽
視
し
、
心
の
充

実
感
を
忘
れ
て
、
形
あ
る
も
の
ゝ
価
値

を
追
い
求
め
て
き
た
結
果
で
あ
る
。

　
人
と
し
て
最
も
根
底
︵
中
核
︶
に
あ
る

も
の
﹁
心
﹂
の
あ
り
方
を
改
善
し
、
真

の
己
に
目
覚
め
る
し
か
な
い
。

か
み
ご
こ
ろ

ひ
と
ご
こ
ろ

き

び
ん

し
ん

き

な

お

ま

ぎ

び
ん

も
と

し
ん



（2）第６号いわむら一斎塾報 平成21年４月10日発行

自
分
の
信
じ
た
道
を
真
直
に

自
分
の
信
じ
た
道
を
真
直
に 

自
分
の
信
じ
た
道
を
真
直
に 

心
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
責
任
者 

市
　
川
　
雅
　
子

そ
れ
は
人
が
生
れ
な
が
ら
天
よ
り
与
え

ら
れ
た
﹁
良
知
﹂
と
﹁
良
能
﹂
の
復
活

し
か
な
い
こ
と
を
一
人
び
と
り
が
知
る

べ
き
で
あ
る
。
今
、
そ
の
時
に
あ
る
。

ま
さ
に
﹁
機
を
み
て
敏
﹂
と
悟
る
べ
き

で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
従
来
の
よ
う
な

対
症
療
法
的
小
手
先
の
対
応
で
は
改
善

の
為
の
意
味
を
な
さ
な
い
。

　
将
来
に
向
か
い
、
不
善
な
る
も
の
を

切
り
落
と
す
覚
悟
と
実
践
す
る
勇
氣
が

求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
国
に
社
会
に
地
域
に
現
状
を
憂
い
、

日
本
、
否
、
世
界
の
危
機
を
強
く
認
識

し
て
、
﹁
機
﹂
を
逃
さ
ず
、
一
人
び
と

り
が
分
に
応
じ
て
行
動
し
、
勇
氣
を
も

っ
て
奮
起
す
る
時
で
あ
る
。

　
勇
な
る
か
な
、
勇
な
る
か
な

　
勇
に
あ
ら
ず
ん
ば

　
何
を
も
っ
て
行
わ
ん
や
　
細
井
平
洲

　
為
せ
ば
成
る
　
為
さ
ね
ば
成
ら
ぬ

　
何
ご
と
も
、
成
ら
ぬ
は

　
人
の
為
さ
ぬ
な
り
け
り
　
上
杉
鷹
山

こ
の
二
つ
の
教
え
は
上
杉
家
藩
主
、
鷹

山
公
と
生
涯
の
恩
師
で
あ
る
江
戸
嚶
鳴

館
主
、
平
洲
翁
の
名
言
で
あ
る
。

﹁
機
を
捕
え
る
﹂
た
め
に
は
、
﹁
機
﹂

を
活
か
し
展
開
す
る
こ
と
、
諸
事
に
対

し
、
ね
ば
り
強
く
、
迫
力
を
も
っ
て
実

践
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
﹁
気
概
﹂
で

あ
る
﹁
氣
﹂
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
先
の
見
え
な
い
道
を
一
歩
一
歩
確
か

な
足
取
り
で
生
き
て
い
く
に
は
目
を
こ

ら
し
て
道
し
る
べ
と
な
る
も
の
に
気
付

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
よ
う

と
も
根
底
に
は
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
流
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
常
に
意
識
し
て
い
る

こ
と
が
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
く
こ
と

に
繋
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
﹁
人
生
に
は
何
ひ
と
つ
無
駄
な
も
の

は
な
い
﹂
。
こ
れ
が
、
私
の
根
底
に
流

れ
る
想
い
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
﹃
心

花
︵
し
ん
か
︶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄
と
い

う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

心
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、
経
験
を
活

か
し
、
ま
た
経
験
を
重
ね
成
長
︵
進
化
︶

し
、
真
の
価
値
︵
真
価
︶
を
輝
か
せ
、

心
に
強
く
優
し
い
花
︵
心
花
︶
を
咲
か

せ
る
た
め
の
機
会
を
創
り
出
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
特

に
若
い
方
々
に
そ
の
よ
う
な
場
を
、
と

考
え
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
歩
み
の
中
、
佐
藤
一
斎
の

言
志
四
録
に
出
逢
い
ま
し
た
。
ず
し
ん

と
自
分
の
中
に
確
か
な
背
骨
が
通
っ
た

震
え
、
こ
の
感
覚
を
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　
目
の
前
に
差
し
出
さ
れ
た
言
葉
が
い

わ
ん
と
す
る
本
当
の
想
い
を
深
い
納
得

と
共
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
言
葉

の
受
け
手
の
側
に
共
鳴
す
る
経
験
が
あ

っ
て
初
め
て
で
き
る
こ
と
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人
生

に
お
い
て
様
々
な
経
験
を
し
成
長
し
て

い
く
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
静
か

に
言
志
四
録
と
向
き
合
っ
た
と
き
、
気

付
く
こ
と
は
よ
り
多
く
、
感
じ
入
る
深

さ
は
よ
り
深
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
﹃
今
の
﹄
私
が
素
直
な
心
で

一
斎
の
言
葉
に
向
き
合
っ
た
時
、
二
つ

の
条
文
の
前
で
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に

足
を
止
め
ま
し
た
。

　
﹁
一
燈
を
提
げ
て
暗
夜
を
行
く
。
暗

夜
を
憂
う
る
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
一
燈

を
頼
め
。
﹂
︵
言
志
晩
録
十
三
条
︶

　
こ
の
意
を
﹃
今
の
﹄
私
は
次
の
よ
う

に
捉
え
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
失
敗
を
し

よ
う
と
も
そ
の
﹁
経
験
﹂
は
人
生
の
い

つ
か
の
季
節
で
花
開
く
。
そ
う
信
じ
暗

夜
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
を
鍛
え
る
チ

ャ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て

己
を
頼
り
に
進
め
ば
よ
い
と
。
さ
ら
に

﹁
私
欲
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
公
欲
は
無

か
る
べ
か
ら
ず
。
公
欲
な
け
れ
ば
則
ち

人
を
恕
す
る
能
わ
ず
。
﹂
︵
言
志
録
二

百
二
十
一
条
抜
粋
︶

　
自
分
の
足
下
を
照
ら
す
一
燈
の
灯
か

ら
ふ
と
顔
を
上
げ
て
、
灯
を
必
要
と
す

る
人
の
足
下
に
﹁
よ
ろ
し
け
れ
ば
ど
う

ぞ
﹂
と
灯
を
差
し
向
け
る
心
。
こ
の
条

文
に
よ
り
私
は
、
﹃
こ
れ
か
ら
﹄
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
道
の
先
に
射
す
光

を
見
た
気
が
し
ま
し
た
。

　
一
斎
が
言
わ
ん
と
し
た
想
い
を
今
の

世
に
活
か
し
た
い
。
書
物
の
中
の
文
字

と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
魂
を

も
つ
言
葉
と
し
て
多
く
の
方
々
の
心
に

触
れ
た
い
。
そ
し
て
、
暗
闇
を
ゆ
く
足

下
を
す
っ
と
あ
た
た
か
く
照
ら
す
﹁
灯

︵
と
も
し
び
︶
﹂
と
な
り
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
想
い
に
至
り
、
一
斎
の

言
葉
を
今
に
活
か
す
一
つ
の
方
法
と
し

て
舞
踊
と
い
う
形
に
よ
り
表
現
し
た
い

と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
私
の
想
い
に
熱

い
心
と
温
か
い
手
を
携
え
て
下
さ
っ
た

方
々
の
お
力
添
え
に
よ
り
、
小
さ
な
、

け
れ
ど
根
は
強
く
大
き
く
張
っ
た
希
望

の
芽
が
こ
の
大
地
に
高
い
太
陽
を
仰
ぎ

見
る
よ
う
に
顔
を
出
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
心
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
弾

﹁
一
斎
企
画
﹂
が
始
動
し
ま
し
た
。
幕

末
の
混
乱
期
、
広
く
全
体
を
見
据
え
た

上
で
個
の
役
割
を
認
識
し
、
覚
悟
と
信

念
を
も
っ
て
道
を
切
り
拓
い
た
こ
の
国

の
先
人
の
教
え
を
道
し
る
べ
と
し
て
。

　
佐
藤
一
斎
没
後
百
五
十
周
年
を
迎
え

た
本
年
、
一
斎
の
言
葉
、
そ
し
て
一
斎

と
同
じ
時
代
、
一
本
道
を
生
き
抜
い
た

篤
姫
を
描
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の

音
楽
の
追
い
風
を
受
け
な
が
ら
、
今
を

生
き
る
一
人
ひ
と
り
の
心
に
向
か
っ
て

想
い
を
込
め
て
舞
い
ま
す
。

　
こ
の
作
品
の
過
ぎ
し
道
に
、
花
が
咲

き
ま
す
よ
う
に
。
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「
言
志
四
録
講
読
会
」
余
話 

副
理
事
長
　

鈴
　
木
　
　
　
一 

　
﹁
歴
史
を
学
ぶ
人
は
多
い
が
、
歴
史

か
ら
学
ぶ
人
は
少
な
い
﹂
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
三
月
で
一
四
三
回
目
を
迎
え
た

言
志
四
録
講
読
会
で
す
が
、
佐
藤
一
斎

や
言
志
四
録
そ
の
も
の
を
学
ぶ
た
め
に

続
け
て
来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
七
年
七
月
か
ら
毎
月
一
回
の
割

で
、
特
に
講
師
を
お
願
い
す
る
わ
け
で

も
な
く
、
講
談
社
学
術
文
庫
の
言
志
四

録
⑴
〜
⑷
︵
川
上
正
光
全
訳
注
︶
を
テ
キ

ス
ト
に
学
習
会
を
始
め
て
十
四
年
に
な

り
ま
す
が
、
一
回
の
学
習
会
で
わ
ず
か

二
〜
五
条
ぐ
ら
い
ず
つ
し
か
進
み
ま
せ

ん
。
先
導
者
に
続
い
て
全
員
で
朗
誦
し

た
の
ち
、
語
意
、
訳
文
、
付
記
な
ど
を

読
み
、
そ
の
一
文
に
つ
い
て
参
加
者
が

思
い
思
い
の
意
見
や
ら
感
想
を
述
べ
、

話
の
尽
き
た
と
こ
ろ
で
次
へ
進
む
⋯
と

い
う
形
で
会
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　
﹁
字
無
き
の
字
を
読
め
﹂
と
一
斎
先

生
は
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
一

言
を
取
り
上
げ
て
も
、
サ
ラ
リ
と
受
け

流
す
者
、
ズ
シ
ン
と
心
奥
深
く
受
け
止

め
る
者
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
が
、

他
人
の
話
し
を
聞
く
こ
と
が
ど
れ
だ
け

自
分
の
心
を
豊
か
に
し
、
人
と
し
て
の

幅
を
広
げ
て
行
く
か
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
て
、
私
た
ち
は
言
志
四
録
を

通
じ
て
、
よ
り
よ
い
人
の
在
り
方
、
生

き
方
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
れ
こ
そ
、
﹁
歴
史
か
ら
学
ぶ
﹂
こ

と
で
あ
り
、
学
ん
だ
こ
と
が
今
に
活
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
一
斎
先
生
や
言
志
四
録
に

か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
疑
問
が
話
題

に
な
る
時
が
あ
り
ま
す
。

　
︵
そ
の
一
︶
文
政
十
二
年
︵
一
八
二

九
︶
、
一
斎
先
生
の
﹁
愛
日
楼
文
詩
﹂
四

巻
が
出
版
さ
れ
、
翌
年
、
こ
の
愛
日
楼

文
詩
と
一
緒
に
﹁
言
志
録
﹂
︵
文
政
七

年
刊
行
︶
を
伊
勢
の
宮
崎
文
庫
へ
奉
納

し
た
。
江
戸
か
ら
伊
勢
へ
は
船
便
に
託

し
た
が
、
途
中
台
風
に
遭
い
船
が
覆
没

し
た
も
の
の
漂
着
し
た
荷
物
は
無
事
地

元
の
人
の
手
に
よ
っ
て
納
め
ら
れ
た
。

　
︵
先
日
、
現
在
の
伊
勢
文
庫
へ
問
い

合
せ
た
と
こ
ろ
、
稀
少
本
と
し
て
大
切

に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
ぜ
ひ

一
度
お
目
に
か
か
り
た
い
も
の
で
す
。︶

　
︵
そ
の
二
︶
﹁
言
志
後
録
﹂
の
一
六

六
で
、
川
上
先
生
に
よ
れ
ば
、
﹁
不
才

な
君
子
と
多
才
な
少
人
﹂
の
項
で
、

﹁
癸
酉
王
月
下
澣
識
る
す
﹂
と
あ
る
が
、

﹁
癸
酉
の
酉
は
巳
の
誤
り
﹂
と
あ
る
。

　
癸
酉
は
文
化
十
年
︵
一
八
一
三
︶
、
癸

巳
は
天
保
四
年
︵
一
八
三
三
︶
だ
が
、
一

斎
先
生
の
よ
う
な
人
が
間
違
え
る
は
ず

が
な
い
⋯
。
ど
う
も
下
書
き
か
ら
正
書

し
た
と
き
に
書
き
間
違
え
た
の
で
は
な

い
か
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
出

版
元
が
版
木
を
彫
る
段
階
で
間
違
え
た

の
で
は
⋯
と
も
。

　
歴
史
か
ら
学
ん
だ
り
知
識
を
増
や
す

こ
と
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
恵
那
市
民
講
座
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ

む
ら
一
斎
塾
の
共
催
で
﹁
江
戸
し
ぐ
さ
﹂

の
講
演
が
講
師
に
沼
田
玲
子
先
生
︵
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
会
員
・
全
日
本

作
法
会
教
授
︶
を
お
招
き
し
三
回
に
分

け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
一
回
、
江
戸
し
ぐ
さ
︵
思
草
︶
と

は
越
川
禮
子
著
﹁
江
戸
繁
盛
し
ぐ
さ
﹂

の
中
よ
り
、
思
い
や
り
、
心
の
大
切
さ
、

人
々
が
仲
よ
く
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
く

指
針
と
し
て
の
八
百
余
の
江
戸
し
ぐ
さ

が
あ
り
、
例
え
ば
喫
煙
の
し
ぐ
さ
︵
吸

わ
な
い
人
の
前
で
は
吸
わ
な
い
︶
喧
嘩

の
し
ぐ
さ
︵
ル
ー
ル
を
守
る
︶
等
。

　
第
二
回
、
商
業
八
訓
と
江
戸
小
町
。

商
人
の
心
得
︵
客
の
気
持
ち
を
大
切
に

す
る
。
返
品
さ
れ
た
時
は
売
る
時
よ
り

親
切
に
。
小
遣
い
は
一
文
よ
り
記
す
︶

等
々
八
訓
の
心
得
。
江
戸
の
商
人
は
利

益
は
世
の
中
に
還
元
し
人
を
育
て
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
。
江
戸
小
町
と
は
、

道
理
を
わ
き
ま
え
小
粋
、
小
綺
麗
、
小

確
り
し
て
創
意
工
夫
が
で
き
る
人
等
。

　
第
三
回
、
寺
子
屋
物
語
。
﹁
三
つ
心
、

六
つ
躾
、
九
つ
言
葉
、
十
二
文
、
理
十

五
で
末
決
ま
る
﹂
と
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が

あ
り
寺
子
屋
の
目
的
、
手
習
、
師
匠
の

話
、
人
の
基
礎
作
り
等
、
世
の
中
ど
ん

な
に
変
わ
ろ
う
と
も
人
と
し
て
大
切
な

事
は
後
世
ま
で
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば

と
痛
感
し
ま
し
た
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
は
、

郷
土
の
先
人
の
教
え
を
活
か
し
、
﹁
人

づ
く
り
心
そ
だ
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
﹂

を
基
本
理
念
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
具
現
化
の
ひ
と
つ
の
事
業
が
、

特
別
公
開
講
座
で
す
。

　
本
年
度
も
幅
広
く
テ
ー
マ
を
設
定
し
、

多
く
の
方
に
楽
し
く
聴
講
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

・
七
月
二
六
日
　
振
り
込
め
詐
欺
、
悪

　
質
商
法
〜
金
融
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
つ

　
い
て
〜
講
師
　
酒
井
隆
信
先
生

・
八
月
二
三
日
　
読
み
聞
か
せ
っ
て
簡

　
単
で
す
よ
！
　
講
師
　
磯
部
彰
先
生

・
九
月
六
日
　
日
本
文
化
再
考
〜
イ
ギ

　
リ
ス
研
修
か
ら
見
た
日
本
〜
　
講
師

　
桐
井
雅
康
先
生

・
一
〇
月
一
八
日
　
観
光
地
の
賞
味
期

　
限
　
講
師
　
古
池
嘉
和
先
生

・
一
〇
月
二
五
日
　
一
斎
先
生
﹁
老
い

　
の
戒
め
﹂
〜
養
生
︵
よ
う
せ
い
︶
と

　
身
後
の
工
夫
〜
︵
﹁
言
志
祭
記
念
講

　
演
会
を
兼
ね
る
︶
　
講
師
　
近
藤
正

　
則
先
生

・
一
一
月
二
二
日
　
下
田
歌
子
の
生
い

　
立
ち
と
人
と
な
り
　
講
師
　
丸
山
幸

　
太
郎
先
生

・
一
月
一
七
日
　
最
も
古
く
て
最
も
新

　
し
い
マ
ナ
ー
︿
江
戸
し
ぐ
さ
﹀
　
講

　
師
　
沼
田
玲
子
先
生

特
別
公
開
講
座 

「
い
わ
む
ら
一
斎
塾
」
を
終
え
て 

最
も
古
く
て
最
も
新
し
い 

　
日
本
人

　
日
本
人
の
知
恵
袋

知
恵
袋「
江
戸
江
戸
し
ぐ
さ
」 

最
も
古
く
て
最
も
新
し
い 

　
日
本
人
の
知
恵
袋「
江
戸
し
ぐ
さ
」 

会
員
　

杉
浦
　
敏
子

こ
と
わ
り



　
春
の
訪
れ
を
感
じ
始
め
る
頃
準
備
に

取
り
掛
か
っ
た
塾
報
第
六
号
が
漸
く
完

成
し
、
皆
様
に
お
届
け
で
き
る
運
び
と

な
り
ま
し
た
。
各
先
生
方
、
そ
し
て
﹁
心

花
﹂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
市
川
様
、
寄
稿

に
ご
協
力
頂
き
ま
し
て
誠
に
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
今
年
は
、
一
斎
先
生
の
歿
後
百
五
十

年
に
当
り
、
合
わ
せ
て
催
さ
れ
る
嚶
鳴

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
行
事
予
定
を
塾
報
に
載

せ
ま
し
た
。
四
月
か
ら
十
月
下
旬
ま
で

沢
山
の
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
一
人

で
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
参
加
頂
け
た

ら
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　
年
二
回
の
発
行
で
は
あ
り
ま
す
が
、

編
集
者
一
同
心
を
込
め
て
頑
張
っ
て
お

り
ま
す
。
今
後
共
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。
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「
い
わ
む
ら
一
斎
塾
」が
め
ざ
す
も
の 

　
二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
教
養
豊
か

な
人
材
と
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、

郷
土
が
生
ん
だ
幕
末
の
偉
大
な
碩
学
佐

藤
一
斎
翁
の
教
え
を
基
本
理
念
と
し
て
、

広
く
高
い
見
地
か
ら
多
様
な
学
習
と
修

養
の
場
作
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
層
に
至

る
ま
で
の
﹁
人
づ
く
り
﹂
﹁
心
そ
だ
て
﹂

及
び
そ
れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

あ
と
が
き 

佐藤一斎歿後150年祭カレンダー テーマ「大人たちが学ぶべきこと−親学⋯」

4月 
4月12日（日） 
一斎塾 

13：30～ 
会場／恵那文化センター 
講師／鈴木隆一先生 
　　　徳増省允先生 
　　　「一斎学に学ぶ心のありよう 
　　　　　　～今、求められる大人の覚悟～」 

5月 
5月4日（月） 
一斎塾東京講座 

13：00～ 
会場／湯島聖堂講堂 
　　　（東京都文京区湯島） 
講師／窪田哲夫先生 
　　　「佐藤一斎『言志四録』 
　　　　　　今求められること。」 

9月 

10月 

9月6日（日） 
一斎塾大阪講座 

13：00～ 
会場／大阪大学 中之島センター 
　　　（大阪市北区中之島） 
講師／神渡良平先生 
　　　「西郷隆盛と佐藤一斎」 

10月24日（土） 

嚶鳴フォーラムin恵那 

視察研修会／恵那～岩村～恵那文化センター 
9：00～13：00　言志祭～佐藤一斎まつり→ 
　　　　　　　　岩村歴史資料館→藩校「知新館」→ 
　　　　　　　　町並み見学→昼食→恵那文化センター 
 
会場／恵那文化センター 
13：30～16：00　佐藤一斎歿後150年祭 
　　　　　　　　  嚶鳴フォーラムin恵那 
　　　　　　　　  記念イベント 
 
・アトラクション・サミット宣言 
・記念講演　茂木健一郎先生（脳科学者） 
・トーク 
　　テーマ【大人たちが学ぶべきこと、親学…】 
　　　　　出演者／童門冬二氏（作家）、 
　　　　　　　　　田淵久美子氏（脚本家）、 

10月23日（金） 
会場／恵那峡グランドホテル 
13：30～17：00　嚶鳴フォーラムin恵那 
　　　　　　　　　＝市長サミット 
18：00～19：30　ふるさと先人交流会（有料） 
 
・アトラクション 
　　　心花（しんか）一斎の教えと現代舞踊 
　　　岩村城女太鼓 

7月 
7月18日（土） 
一斎塾 

13：30～ 
会場／ちこり村（中津川市） 
講師／吉田公平先生 
　　　「陽明学からみた 
　　　　佐藤一斎の人となり」 

8月 
8月2日（日） 

夏休み親子体感塾 
佐藤一斎学習会 

9：30～ 
会場／岩村公民館 
講師／鈴木隆一先生 
　　　「親子で学ぶ言志四録」 

6月 
6月27日（土） 
歿後150年祭 
名古屋大会 

プレ嚶鳴フォーラム 
13：30～15：00 
会場／名古屋港ポートビル 講堂 
　　　（名古屋市港区港町） 
・アトラクション 
　岩村町少年少女雅楽演奏 
・心花（しんか） 
　一斎の教えと現代舞踊 
・童門冬二先生・吉田公平先生 
　公開学習会 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

【お問い合わせ先】

　恵那市教育委員会
　　ＴＥＬ0573-43-2112（代）
　　ＦＡＸ0573-43-4137

しん 
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