
発行： 電話：03-3971-0111（代表）日本新聞協会／日本記者クラブ／国税庁記者クラブ／国会記者会 会員社

www.owners-life.com

SINCE 1948 臨時増刊

vol.532017 October

本紙定期配送のご案内
『オーナーズライフ』はオーナー経営者の
皆様に読者を限定したフリーペーパーで
す。「上質生活と事業承継」を中心に戦略
的即効性が高く、かつ保存性の高いオリ
ジナル情報を網羅しています。お気軽に
定期配送（購読料・送料0円）をお申し込
み下さい。もれなく経営に役立つ小冊子
の進呈およびホームページ限定記事企画
が無料で閲覧できるキーワードをお知ら
せいたします。

www.owners-life.com

エヌピー通信社のホームページに有益情報が満載！

栃木県北部。那須野が原は多くの華族によって開墾された土地。青木農場もそのひとつ。並木道のアプローチを抜けると白く壮麗な洋館が現れる。
蔦形と鱗形の壁材を使い、軽快な印象を与える外観。とくに、寄棟屋根の中に設けられた窓が特徴的だ。（９面に関連記事）　写真提供：那須塩原市教育委員会

税制改正で有利になった
自社株贈与を賢く使いこなす

contents

今年の税制改正では、事業承継の際の税負担を大きく減らすことのできる「事業承継税制」が見直
されている。同制度はこれまで何度も拡充が図られているが、今回の見直しでさらに自社株の生前 
贈与にかかる課税リスクが大きく軽減された。中小企業にとって自社株引き継ぎにかかる税負担の 
重さが承継の高いハードルとなるなか、同制度の利用は今後ますます増えそうだ―（２面）

03 個人保証は外せる
融資の事情に変化 04「お墓」を考える終活に向けた基礎知識

05 首都圏マンション事情
この秋注目の物件

10 11先人の名言から学ぶ
経営者の珠玉の言魂

賢者が愛した旅
琵琶湖（滋賀県）

09 日本の美・歴史建築探訪
「旧青木家那須別邸」（栃木県）



02

特集１

vol.53  2017 October [Heisei,29]

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

前
述
し
た
よ
う
に
、
従
業
員
の
少
な

い
小
規
模
事
業
者
で
は
要
件
割
れ
の

リ
ス
ク
は
大
き
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え

17
年
度
改
正
で
は
、
従
業
員
４
人
以

下
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
１
人

減
っ
て
も
猶
予
を
継
続
で
き
る
よ
う

条
件
を
緩
和
す
る
。
た
だ
し
元
の
従

業
員
数
が
１
人
の
時
は
、
０
人
に

な
っ
て
し
ま
う
と
猶
予
は
受
け
ら
れ

な
い
点
に
は
注
意
し
た
い
。

さ
ら
に
猶
予
期
間
中
に
自
然
災
害

で
被
害
を
受
け
た
事
業
者
に
つ
い
て

は
、
雇
用
確
保
要
件
を
免
除
す
る
。

ま
た
被
害
が
大
き
く
、
倒
産
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
企
業
に
つ
い
て
は
、

猶
予
し
て
い
た
税
負
担
そ
の
も
の
を

免
除
す
る
よ
う
改
め
る
見
直
し
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
直

し
に
つ
い
て
も
今
年
１
月
の
相
続
や

贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
。

後継者が
親族以外でも
利用可能

事
業
承
継
税
制
は
も
と
も
と
、
自

社
株
の
引
き
継
ぎ
に
か
か
る
税
負
担

か
ら
廃
業
を
選
ぶ
中
小
企
業
を
減
ら

す
こ
と
を
目
的
に
２
０
０
９
年
に
創

設
さ
れ
た
。
優
遇
は
大
き
か
っ
た
も

の
の
、
適
用
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
が

あ
ま
り
に
も
高
か
っ
た
こ
と
で
当
初

は
利
用
が
伸
び
悩
ん
だ
。

税
優
遇
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は

色
々
あ
る
が
、
大
き
な
も
の
は
「
雇

用
維
持
要
件
」
と
「
後
継
者
要
件
」

の
２
つ
だ
。
創
設
当
時
の
雇
用
維
持

要
件
は
「
毎
年
雇
用
の
８
割
を
維
持

し
ろ
」
と
い
う
も
の
で
、
後
継
者
要

件
は
、
制
度
を
使
え
る
の
は
先
代
経

営
者
の
親
族
の
み
に
限
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
後
継
者
難
か
ら
親
族
外

承
継
が
増
え
る
な
か
で
の
親
族
要
件

は
中
小
企
業
の
実
態
に
沿
っ
て
い
な

か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

多
く
の
要
望
を
受
け
て
15
年
度
の

税
制
改
正
で
は
２
要
件
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
「
毎
年
で
は
な
く
５
年
間

の
平
均
で
雇
用
８
割
を
維
持
」、「
親

族
外
の
承
継
も
適
用
可
」
と
緩
和
さ

れ
た
。
要
件
緩
和
を
受
け
て
、
こ
れ

ま
で
年
間
約
１
７
０
件
程
度
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
利
用
件
数
は
増
加
し
、

15
年
の
利
用
件
数
は
前
年
の
２
・
６

倍
に
当
た
る
４
５
６
件
に
ま
で
膨
ら

ん
で
い
る
。

し
か
し
要
件
緩
和
を
受
け
て
利
用

が
増
え
た
と
は
い
え
、
高
齢
化
の
進

む
中
小
企
業
経
営
者
の
全
体
数
か
ら

す
れ
ば
ご
く
一
部
だ
。
そ
こ
で
、
よ

り
中
小
企
業
の
円
滑
な
事
業
承
継
を

促
す
た
め
の
施
策
と
し
て
、
17
年
度

改
正
で
の
利
便
性
向
上
と
要
件
緩
和

に
至
っ
た
わ
け
だ
。

実質的には
税負担の〝免除〟

事
業
承
継
税
制
は
、
中
小
企
業
経

営
者
が
事
業
を
承
継
す
る
際
に
、
相

続
や
贈
与
で
後
継
者
に
譲
り
渡
し
た

自
社
株
に
か
か
る
税
負
担
を
軽
減
す

る
と
い
う
制
度
だ
。
譲
り
渡
し
た
自

社
株
と
後
継
者
が
も
と
も
と
持
っ
て

い
た
自
社
株
の
合
計
の
う
ち
、
発
行

済
議
決
権
株
式
の
３
分
の
２
ま
で
の

部
分
に
つ
い
て
、
相
続
税
な
ら
評
価

額
の
８
割
、
贈
与
税
な
ら
全
額
が
納

税
猶
予
さ
れ
る
。
猶
予
と
い
っ
て
も

要
件
を
満
た
し
て
い
る
限
り
納
め
る

必
要
は
な
く
、
二
代
目
後
継
者
の
死

亡
や
倒
産
、
あ
る
い
は
三
代
目
へ
の

さ
ら
な
る
事
業
承
継
が
行
わ
れ
れ
ば
、

猶
予
さ
れ
て
い
た
税
負
担
は
免
除
と

な
る
。

例
え
ば
評
価
額
６
千
万
円
分
の
株

式
を
持
ち
株
ゼ
ロ
の
後
継
者
に
譲
り

渡
し
た
と
す
れ
ば
、
生
前
贈
与
な
ら

の
一
つ
に
「
承
継
後
５
年
間
を
平
均

し
て
、
承
継
前
の
雇
用
数
の
８
割
の

従
業
員
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」と
い
う
雇
用
維
持
要
件
が
あ
り
、

従
業
員
の
少
な
い
小
規
模
事
業
者
で

は
少
人
数
の
退
職
で
も
す
ぐ
に
要
件

割
れ
し
て
し
ま
う
可
能
性
は
低
く
な

い
。
要
件
が
満
た
せ
な
く
な
れ
ば
そ

の
時
点
で
納
税
猶
予
は
取
り
消
さ
れ
、

本
来
納
め
る
べ
き
だ
っ
た
税
負
担
に

加
え
て
、
猶
予
さ
れ
て
い
た
期
間
の

利
子
税
も
加
算
さ
れ
る
と
い
う
の
だ

か
ら
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
厳
し
い

条
件
だ
。

事
業
承
継
税
制
の
メ
リ
ッ
ト
が
ど

ん
な
に
大
き
か
ろ
う
と
も
、
将
来
的

に
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
時
の
リ
ス

ク
を
考
慮
し
て
、
事
業
承
継
税
制
の

適
用
に
踏
み
切
れ
な
い
事
業
者
は
こ

れ
ま
で
多
か
っ
た
。
そ
の
点
を
改
善

し
よ
う
と
い
う
の
が
、
今
回
の
相
続

時
精
算
課
税
の
導
入
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

認定取消でも
課税されない？

本
来
、生
前
贈
与
を
す
る
時
に
は
、

毎
年
１
１
０
万
円
が
控
除
さ
れ
る

「
暦
年
贈
与
」か
、
将
来
に
わ
た
っ
て

一
括
し
て
２
５
０
０
万
円
ま
で
が
控

除
さ
れ
る
「
相
続
時
精
算
課
税
」
の

ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
。
贈
与
で
き

る
総
額
に
上
限
は
な
い
も
の
の
、
非

課
税
枠
を
使
う
た
め
に
は
少
し
ず
つ

し
か
贈
与
で
き
な
い
暦
年
贈
与
か
、

上
限
は
決
ま
っ
て
い
る
も
の
の
ま
と

ま
っ
た
額
を
非
課
税
で
一
括
贈
与
で

き
る
相
続
時
精
算
課
税
か
を
選
べ
る

わ
け
だ
。

近
い
将
来
の
事
業
承
継
を
見
据
え

て
自
社
株
を
一
括
し
て
生
前
に
贈
与

す
る
事
業
承
継
税
制
は
、
こ
の
２
つ

の
贈
与
制
度
の
う
ち
、
言
う
ま
で
も

な
く
相
続
時
精
算
課
税
の
方
と
相
性

が
い
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
事
業

承
継
税
制
で
は
、
納
税
猶
予
が
取
り

消
さ
れ
た
時
の
税
額
計
算
で
は
暦
年

課
税
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
仮
に
生
前
贈
与
し
て
３
年
目
に

認
定
を
取
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
、

２
５
０
０
万
円
分
の
自
社
株
を
贈
与

し
て
い
た
ら
、
暦
年
贈
与
の
非
課
税

枠
１
１
０
万
円
を
使
っ
て
も
残
り
の

２
３
９
０
万
円
分
に
課
税
さ
れ
て
し

ま
う
わ
け
だ
。

17
年
度
改
正
で
相
続
時
精
算
課

税
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

同
じ
ケ
ー
ス
で
も
税
負
担
な
く
、
自

社
株
の
引
き
継
ぎ
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
認
定
が
取
り
消
さ
れ
な
け
れ

ば
自
社
株
の
贈
与
に
か
か
る
税
負
担

は
事
業
承
継
税
制
で
免
れ
つ
つ
、
相

続
時
精
算
課
税
は
別
の
資
産
の
受
け

渡
し
に
使
え
ば
い
い
。
事
業
承
継
税

制
を
使
う
か
ど
う
か
、
使
う
と
し
て

も
相
続
税
の
納
税
猶
予
に
使
う
か
贈

与
税
の
納
税
猶
予
に
使
う
か
を
含
め
、

経
営
者
が
取
れ
る
選
択
肢
が
大
き
く

広
が
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
同
税
制
を
適
用
す
る
際
の

「
雇
用
維
持
要
件
」
に
つ
い
て
も
緩

和
が
図
ら
れ
て
い
る
。

納
税
猶
予
を
受
け
る
た
め
に
は
、

承
継
後
５
年
間
を
平
均
し
て
、
承
継

前
の
雇
用
数
の
８
割
の
従
業
員
を
維

２
０
１
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
事
業
承
継
の
際
に
生
じ
る
税
負
担
を
大
き
く

減
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
事
業
承
継
税
制
」
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
同
制
度
は
こ

れ
ま
で
何
度
も
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
見
直
し
で
さ
ら
に
自
社
株
の

生
前
贈
与
に
か
か
る
課
税
リ
ス
ク
が
大
き
く
軽
減
さ
れ
た
。
多
く
の
中
小
企
業
に

と
っ
て
自
社
株
引
き
継
ぎ
に
か
か
る
税
負
担
の
重
さ
が
承
継
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
と

な
る
な
か
、
同
制
度
の
利
用
は
今
後
ま
す
ま
す
増
え
て
い
き
そ
う
だ
。

そ
の
３
分
の
２
に
当
た
る
４
千

万
円
に
税
金
が
か
か
ら
な
い
。

ま
た
相
続
な
ら
、
本
来
６
千
万

円
分
す
べ
て
に
相
続
税
が
か
か

る
と
こ
ろ
を
、
３
分
の
２
×
８

割
＝
３
２
０
０
万
円
分
が
非
課

税
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

17
年
度
改
正
で
は
、
同
税

制
を
拡
充
す
る
複
数
の
改
正
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
も
最
も
大
き
な
見
直
し
が
、

要
件
を
満
た
せ
ず
に
納
税
猶
予

が
取
り
消
さ
れ
た
時
に
、
２
５

０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
を
非
課

税
に
で
き
る
「
相
続
時
精
算
課

税
」
が
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
だ
。

事
業
承
継
税
制
の
納
税
猶
予

を
受
け
る
た
め
に
は
、
複
数
の

要
件
を
承
継
後
に
継
続
し
て
満

た
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ

要
件
緩
和
で
利
用
者
が
急
増

事
業
承
継
税
制
が
有
利
に
な
っ
た

自
社
株
贈
与
を
賢
く
使
い
こ
な
す
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の
在
庫
や
売
掛
金
と
い
っ
た
「
Ａ
Ｂ

Ｌ
（
動
産
・
債
権
担
保
融
資
）」
を

活
用
す
る
こ
と
で
個
人
保
証
の
解
除

に
つ
な
げ
る
と
い
う
手
法
も
あ
る
。

都
内
で
小
売
業
を
営
む
あ
る
会
社

は
、
法
人
と
経
営
者
の
資
産
区
分
が

明
確
に
分
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
財
務

情
報
の
適
切
な
開
示
に
も
問
題
が

あ
っ
た
た
め
、
個
人
保
証
を
外
す
こ

と
は
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か

し
商
品
が
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て
い
て

在
庫
の
固
定
化
の
懸
念
が
小
さ
か
っ

た
こ
と
な
ど
か
ら
動
産
担
保
と
し
て

の
評
価
が
高
く
、
商
品
在
庫
を
担
保

と
す
る
こ
と
で
、
経
営
者
保
証
を
提

供
せ
ず
に
融
資
を
受
け
ら
れ
た
と
い

う
。

社長の人生プラン
にも好影響が

金
融
庁
に
よ
る
と
、
こ
の
Ａ
Ｂ
Ｌ

な
ど
の
条
件
を
付
け
る
こ
と
で
個
人

保
証
を
外
せ
た
例
は
、
昨
年
４
～
９

月
の
半
年
間
で
２
２
８
件
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
自
社
の
状
況
を
踏
ま
え
て

の
話
に
は
な
る
が
、
交
渉
が
難
航
し

た
時
の
一
策
と
し
て
検
討
し
て
お
く

こ
と
は
意
味
が
あ
る
。

個
人
保
証
を
外
す
た
め
に
は
、
最

終
的
に
「
返
済
能
力
に
問
題
が
な
い

こ
と
」
を
金
融
機
関
に
納
得
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は

な
く
、
企
業
自
身
に
も
財
政
基
盤
を

強
化
し
、
経
営
努
力
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
だ
が
保
証
債
務
か
ら
の

解
放
は
積
極
的
な
事
業
展
開
に
つ
な

が
る
だ
け
で
な
く
、
社
長
自
身
の
人

生
プ
ラ
ン
や
事
業
承
継
に
も
大
き
く

関
わ
っ
て
く
る
。
最
初
か
ら
「
個
人

保
証
は
取
ら
れ
る
も
の
」
と
あ
き
ら

め
る
の
で
は
な
く
、
粘
り
強
く
交
渉

し
て
い
き
た
い
。

基準制定から3年
着々と成果が―

中
小
企
業
経
営
者
の
個
人
保
証
を

外
す
た
め
に
企
業
と
金
融
機
関
そ
れ

ぞ
れ
が
取
り
組
む
べ
き
基
準
を
定
め

た
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」。
適
用
開
始
か
ら
2
年
半

を
経
過
し
た
時
点
で
中
小
企
業
庁
と

金
融
庁
は
実
際
に
ど
れ
だ
け
の
融
資

契
約
で
個
人
保
証
が
外
せ
た
か
と
い

う
実
績
を
公
表
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
商
工
組
合
中
央

金
庫
や
日
本
政
策
金
融
公
庫
と
い
っ

た
政
府
系
金
融
機
関
で
昨
年
４
月
～

９
月
の
半
年
間
に
行
っ
た
新
規
融
資

の
う
ち
33
％
に
当
た
る
３
万
６
８
１

５
件
が
個
人
保
証
な
し
の
融
資
だ
っ

た
。
一
方
、
メ
ガ
バ
ン
ク
や
地
銀
、

信
用
金
庫
な
ど
の
民
間
系
金
融
機
関

で
は
、
同
時
期
に
行
っ
た
新
規
融
資

の
う
ち
、
個
人
保
証
を
外
せ
た
の
は

14
％
に
当
た
る
24
万
１
８
８
２
件

だ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
、
既
存
の

契
約
に
つ
い
て
期
限
延
長
の
際
な
ど

に
そ
れ
ま
で
付
い
て
い
た
個
人
保
証

を
外
せ
た
契
約
が
、
政
府
系
で
１
３

５
４
件
、
民
間
で
１
万
８
１
８
５
件

あ
っ
た
。

割
合
で
は
民
間
系
金
融
機
関
で
は

い
ま
だ
に
１
割
強
、
政
府
系
で
も
３

割
強
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
個
人

保
証
な
し
の
融
資
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
適
用
開
始
以
来
、
着
実
に
増
え
つ

つ
あ
る
。
政
府
系
で
は
適
用
を
開
始

し
た
２
０
１
４
年
２
月
～
３
月
頃
に

比
べ
る
と
、
新
規
融
資
に
占
め
る
個

人
保
証
な
し
の
割
合
は
２
倍
以
上
に

増
え
て
い
る
し
、
民
間
系
で
も
１
カ

月
当
た
り
の
個
人
保
証
な
し
の
融
資

件
数
は
４
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
る
。

経
営
者
を
悩
ま
せ
る
個
人
保
証
か
ら

解
放
さ
れ
る
可
能
性
は
、
格
段
に
高

く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

交渉に必要な
3つの条件とは

具
体
的
に
、
個
人
保
証
を
外
す
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
企
業
が
金
融

機
関
に
対
し
て
保
証
解
除
を
求
め
る

た
め
に
は
、
①
法
人
と
経
営
者
の
資

産
関
係
が
明
確
に
区
分
・
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
②
返
済
能
力
に
問
題

の
な
い
財
政
基
盤
が
あ
る
こ
と
、
③

財
務
状
況
を
適
時
適
切
に
開
示
す
る

経
営
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と

―
の
３
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必

要
だ
と
し
て
い
る
。
金
融
機
関
に
は

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
法
的
な
義
務

は
な
い
も
の
の
努
力
義
務
と
し
て
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の

条
件
を
満
た
し
た
企
業
か
ら
の
交
渉

に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
テ
ー
ブ

ル
に
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ

け
だ
。

実
際
に
交
渉
を
し
て
保
証
を
外
せ

た
建
設
機
械
の
リ
ー
ス
を
行
う
あ
る

会
社
は
、
現
経
営
者
の
抱
え
る
多
数

の
債
務
保
証
に
不
安
を
覚
え
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
利
用
し
て
準
メ
ー
ン
バ

ン
ク
で
あ
る
信
用
金
庫
に
保
証
解
除

を
求
め
た
。
交
渉
の
結
果
、
会
社
と

全
に
満
た
し
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
が
、

仮
に
先
に
挙
げ
た
３
つ
の
条
件
を
厳

格
に
満
た
し
て
い
な
く
て
も
個
人
保

証
は
外
せ
る
。

建
設
業
を
営
む
別
の
会
社
は
、
会

社
か
ら
経
営
者
個
人
へ
の
立
替
金
勘

定
が
あ
っ
た
上
、
法
人
と
経
営
者
の

資
産
の
明
確
な
区
分
が
で
き
て
い
る

と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
立
替
金
勘

定
が
近
年
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
、

今
後
さ
ら
に
解
消
に
向
け
て
減
少
を

図
る
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

中
小
企
業
経
営
者
が
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
経
営
者
個
人
の

連
帯
保
証
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
し
か
し
個
人
保
証
を
外
す
た
め
の
枠
組
み
を

定
め
た
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
２
０
１
４
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
３
年
が

経
ち
、
徐
々
に
そ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
起
き
て
い
る
。
会
社
と
し
て
の
取
り
組
み
次
第
で
は
、
社

長
を
悩
ま
せ
る
個
人
保
証
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
が
開
け
つ
つ
あ
る
。

考
慮
さ
れ
、
個
人
保
証
を
外
す
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
。

個
人
保
証
を
外
せ
た
例
に
共
通
し

て
い
る
の
は
、
返
済
へ
向
け
た
確
か

な
意
思
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
裏

付
け
る
客
観
的
な
見
通
し
が
あ
る
こ

と
だ
。
成
功
事
例
の
多
く
で
は
、
専

門
家
の
支
援
を
受
け
た
上
で
の
中
長

期
的
な
事
業
計
画
の
策
定
と
進
捗
の

報
告
、
財
務
状
況
の
正
確
さ
を
確
保

で
き
る
透
明
性
が
金
融
機
関
に
評
価

さ
れ
、
保
証
の
解
除
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

ま
た
、
た
と
え
条
件
を
満
た
せ
ず

個
人
保
証
を
外
せ
な
く
て
も
、
商
品

経
営
者
の
資

産
経
理
が
明

確
に
分
離
で

き
て
い
る
こ

と
、
会
社
の

資
産
や
収
益

力
で
十
分
な

返
済
能
力
を

見
込
め
た
こ

と
な
ど
か
ら
、

今
後
は
経
営

者
保
証
を
提

供
し
な
い
と

い
う
条
件
を

勝
ち
取
っ

た
。こ

の
会
社

は
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
求
め

る
要
件
を
完

個
人
保
証
は
も
う
た
く
さ
ん
！

融
資
の“
絶
対
条
件
”が
様
変
わ
り

新
規
、既
存
問
わ
ず
外
せ
ま
す
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的
に
は
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

一
人
が
承
継
す
る
。

そ
し
て
、
墓
地
は
使
用
権
の
譲
渡

や
転
売
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
墓
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
寺

院
や
霊
園
が
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
観

点
か
ら
生
前
贈
与
を
禁
止
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
墓
の
管

理
者
（
昔
で
い
え
ば
家
長
な
ど
）
が
、

病
気
な
ど
で
管
理
者
と
し
て
の
責
任

を
果
た
せ
な
い
う
え
、
生
前
承
継
の

必
要
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
き

は
条
件
つ
き
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

な
お
、
お
墓
を
承
継
す
る
と
「
墓

を
護
る
」
と
い
う
責
任
か
ら
、
供
養

や
追
悼
を
行
い
、毎
年
の
管
理
費（
寺

院
に
よ
っ
て
は
数
年
に
１
度
）
の
支

払
い
な
ど
、
多
く
の
義
務
が
発
生
す

る
。
ま
た
、
相
続
に
際
し
て
分
骨
や

改
装
な
ど
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き

に
は
、
祭
祀
主
宰
者
と
し
て
決
定
す

る
権
利
と
義
務
を
負
う
。そ
の
た
め
、

現
実
に
は
「
墓
守
の
成
り
手
が
い
な

い
」と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

そ
う
し
た
際
に
は
、
遺
言
が
あ
れ
ば

そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
で
も
ま
と
ま
ら

な
け
れ
ば
、
通
常
の
財
産
と
同
じ
よ

う
に
家
庭
裁
判
所
が
決
定
す
る
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
承
継
し
た
際
の
墓
地
等
と

の
永
代
使
用
権
契
約
は
名
義
変
更
だ

け
で
済
む
が
、
多
く
の
場
合
で
名
義

変
更
手
数
料
が
必
要
に
な
る
。
寺
院

で
は
宗
教
的
費
用
と
し
て「
寄
附
金
」

と
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

生前に購入すると
相続対策として効果

お
墓
の
生
前
贈
与
は
基
本
的
に
で

き
な
い
が
、
相
続
対
策
と
し
て
生
前

に
お
墓
や
仏
具
を
購
入
す
る
と
い
う

こ
と
は
可
能
だ
。
お
墓
な
ど
は
資
産

と
し
て
相
続
財
産
に
は
な
ら
な
い
も

の
の
、
生
前
に
購
入
し
て
お
け
ば
財

産
を
縮
小
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
土
地
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、「
使
用
料
」で
あ

る
た
め
、
不
動
産
取
得
税
も
固
定
資

産
税
も
か
か
ら
な
い
。社
会
通
念
上
、

よ
ほ
ど
高
価
な
墓
石
や
仏
具
で
な
い

限
り
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

だ
。
上
記
の
よ
う
に
一
般
的
に
数
百

万
円
か
ら
の
現
金
を
減
ら
す
こ
と
に

な
る
の
で
、
資
産
圧
縮
方
法
と
し
て

は
効
果
的
な
手
段
と
い
え
よ
う
。

葬
儀
か
ら
お
墓
の
購
入
、
そ
し
て

維
持
管
理
に
至
る
ま
で
、
相
続
に
関

す
る
手
続
き
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

化
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
親
戚
が

集
ま
っ
て
「
こ
れ
っ
て
な
ん
だ
ろ

う
？
」
と
い
う
疑
問
を
み
ん
な
で
話

し
合
う
こ
と
か
ら
、
相
続
に
つ
い
て

の
会
話
を
オ
ー
プ
ン
化
し
て
い
き
た

い
。

消費税がかかったり
かからなかったり

お
墓
を
入
手
す
る
こ
と
を
「
お
墓

を
買
う
」
と
か
「
建
て
る
」
と
い
う
。

墓
石
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
一
品
生

産
で
発
注
す
る
も
の
な
の
で「
購
入
」

で
間
違
い
な
い
が
、
土
地
に
関
し
て

厳
密
に
い
う
と
、「
墓
地
と
し
て
使

用
す
る
権
利
を
買
う
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
あ
く
ま
で
も
使
用
権
を
取

得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た

め
「
お
墓
を
買
っ
た
」
と
し
て
も
、

地
面
に
つ
い
て
は
土
地
（
墓
地
）
を

運
営
す
る
者
か
ら
所
有
権
が
移
動
す

る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
使
用
権
は
、

建
前
上
は
子
々
孫
々
と
半
永
久
的
に

続
く
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

般
的
に
「
永
代
使
用
権（
料
）」
と
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
永
代
使
用
料
に
つ
き
、
運
営

側
は
「
永
代
供
養
費
」
と
名
を
替
え

て
顧
客
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
が
、

実
は
こ
の
永
代
使
用
権
を
購
入
す
れ

ば
、
そ
の
後
は
何
も
し
な
く
て
も
僧

侶
な
ど
が
永
久
に
手
厚
く
弔
い
続
け

て
く
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の

で
注
意
し
た
い
。

お
墓
を
新
規
で
購
入
す
る
（
建
て

る
）
に
あ
た
っ
て
は
、
墓
石
の
代
金

に
加
え
て
、
こ
の
永
代
使
用
料
と
、

さ
ら
に
大
抵
は
「
管
理
料
」
が
必
要

に
な
る
。
ま
た
霊
園
で
な
く
寺
院
の

場
合
に
は
檀
家
に
な
る
た
め
の
入
檀

料
を
請
求
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
。

な
お
、
基
本
的
に
永
代
使
用
料
と
入

檀
料
は
非
課
税
だ
が
、
墓
石
と
管
理

費
に
つ
い
て
は
消
費
税
の
対
象
と
な

る
の
で
覚
え
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
の
支
出
の
う
ち
、
特
に
注

意
し
た
の
は
管
理
料
で
、
た
と
え
契

約
上
の
土
地
使
用
料
の
名
目
が
「
永

代
」
供
養
費
と
な
っ
て
い
て
も
、
管

理
費
の
継
続
的
な
支
払
い
が
一
定
期

間
以
上
途
絶
え
れ
ば
、
墓
の
使
用
権

は
消
滅
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

古
寺
な
ど
を
訪
れ
る
と
、
裏
手
に
無

造
作
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
墓
石
を
見

か
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が

遺産分割できない
祭祀財産の重み

新
規
に
墓
石
を
注
文
す
る
と
、
大

き
さ
、
石
質
、
細
工
な
ど
に
よ
っ
て

異
な
る
も
の
の
、
一
般
的
に
建
立
費

を
含
め
て
１
０
０
万
～
３
０
０
万
円

が
相
場
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

永
代
供
養
費
の
平
均
は
、
社
団
法
人

日
本
墓
苑
協
会
な
ど
の
資
料
に
よ
る

と
、
東
京
近
郊
20
～
40
キ
ロ
圏
内
の

寺
院
墓
地
で
２
２
０
万
～
５
０
０
万

円
、
年
間
の
管
理
費
は
１
８
０
０
円

～
１
万
２
０
０
０
円
に
な
る
と
い
う
。

初
期
費
用
に
数
百
万
円
も
の
支
払
い

は
、
人
生
に
お
い
て
か
な
り
高
額
な

買
い
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
や
は
り

き
ち
ん
と
子
々
孫
々
に
承
継
し
て

守
っ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
こ
で
相
続
時
に
は
、
お
墓
も
財

産
の
ひ
と
つ
と
し
て
誰
か
が
受
け
継

ぐ
こ
と
に
な
る
。
お
墓
は
民
法
上
の

「
祭
祀
財
産
」
と
呼
ば
れ
る
財
産
で

あ
り
、
相
続
税
の
対
象
外
だ
。
基
本

お
墓
は
「
建
て
る
」
と
か
「
買
う
」
と
か
い
う
も
の
の
、
実
際
に
お
骨
を
埋
め
る
土
地
そ
の
も
の
は
自

分
の
土
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
永
代
供
養
と
は
本
当
に
永
遠
を
意
味
す
る
の
か
、
お
寺
と
霊
園
で

手
続
き
に
違
い
は
あ
る
の
か
、
墓
の
生
前
承
継
は
可
能
な
の
か
等
々
―
、
少
し
考
え
て
み
る
と
、
お
墓

に
関
し
て
は
実
は
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
お
墓
に
ま
つ
わ
る
「
な
ん
だ
ろ
う
？
」
を
調
べ
て
み
た
。

管
理
費
の
切
れ
た「
永
代
供
養
」

の
末
路
だ
。

現
在
、
少
子
化
や
核
家
族
化

の
進
展
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
無

縁
仏
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
そ

の
た
め
最
近
は
「
期
限
付
き
の

永
代
供
養
代
」
と
い
う
新
商
品

を
提
供
す
る
寺
院
や
霊
園
も
増

え
て
き
た
。
一
定
期
間
を
経
た

後
は
、
そ
の
遺
骨
や
位
牌
を
共

同
墓
地
に
合
祀
す
る
こ
と
で
、

ベ
ン
ダ
ー
と
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
双

方
に
合
理
的
な
シ
ス
テ
ム
と

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

終
活
に
欠
か
せ
な
い
大
事
な
話

永
代
と
は
？
分
割
は
？
税
金
は
？

い
ま
改
め
て
考
え
た
い
お
墓
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栃
木
県
北
部
。
那
須
野
が
原
は
那

珂
川
と
箒
川
と
の
間
に
形
成
さ
れ
た

複
合
扇
状
地
で
、
そ
の
面
積
は
お
よ

そ
４
０
０
㎢
に
も
お
よ
ぶ
。
江
戸
末

期
ま
で
は
水
利
の
悪
さ
か
ら
農
耕
に

は
不
向
き
な
土
地
と
さ
れ
、
ほ
と
ん

ど
住
む
人
の
い
な
い
原
野
の
状
態
だ

っ
た
と
い
う
。

明
治
に
入
る
と
、
こ
の
広
大
な
土

地
を
開
拓
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
持

ち
上
が
り
、
ま
ず「
那
須
疏
水
」が
設

け
ら
れ
る
。
疏
水
と
は
、
給
水
や
灌

漑
、
水
運
な
ど
の
た
め
に
新
し
く
土

地
を
拓
い
て
水
路
を
つ
く
る
こ
と
。

明
治
18（
１
８
８
５
）年
に
、
わ
ず
か

５
カ
月
間
の
工
期
で
開
削
さ
れ
、
明

治
38（
１
９
０
５
）年
ま
で
に
水
門
や

導
水
路
な
ど
も
整
備
さ
れ
た
那
須
疏

水
は
、
安
積
疏
水（
福
島
）、
琵
琶
湖

疏
水（
京
都
）と
並
ん
で
日
本
三
大
疏

水
に
も
数
え
ら
れ
る
大
規
模
な
も
の

だ
。こ

れ
に
よ
っ
て
那
須
野
が
原
全
域

へ
農
業
用
水
が
供
給
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
続
々
と
入
植
者
が
集
ま
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
華
族
の
資
本
・
経
営
に
よ
る

「
華
族
農
場
」。
明
治
政
府
の
殖
産
興

業
政
策
に
基
づ
い
て
、政
府
高
官
だ
っ

た
華
族
た
ち
が
大
農
場
を
次
々
と
開

設
。
毛
利
元
敏
子
爵
（
旧
豊
浦
藩
主
）

や
戸
田
氏
共
伯
爵（
旧
大
垣
藩
主
）ら

の
旧
大
名
家
当
主
を
は
じ
め
、
松
方

正
義
公
爵
や
山
縣
有
朋
公
爵
と
い
っ

た
明
治
の
元
勲
も
こ
の
地
に
農
場
を

持
っ
た
。「
青
木
農
場
（
青
木
開
墾
）」

も
、そ
う
し
た
華
族
農
場
の
ひ
と
つ
。

林
業
を
目
的
と
し
て
明
治
14（
１
８

８
１
）年
に
開
設
さ
れ
た
も
の
だ
。

開
設
者
の
青
木
周
蔵
子
爵
（
１
８

４
４
～
１
９
１
４
年
）
は
長
州
出
身

の
外
交
官
。
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、

ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
等
の

全
権
公
使
を
歴
任
し
た
ほ
か
在
米
日

本
大
使
も
務
め
、
各
国
と
の
条
約
改

正
交
渉
に
深
く
か
か
わ
っ
た
。
山
縣

内
閣
、
松
方
内
閣
で
は
外
務
大
臣
に

も
就
任
し
て
い
る
。

青
木
農
場
は
広
大
な
原
野
約
５
７

７
町
歩（
約
５
・
７
㎢
）を
国
か
ら
借

り
受
け
て
開
墾
し
、
最
終
期
の
明
治

21（
１
８
８
８
）年
に
は
総
計
１
５
８

０
町
歩（
約
15
・
７
㎢
）ま
で
拡
大
さ

れ
た
。
旧
青
木
家
那
須
別
邸
は
、
農

場
管
理
施
設
を
兼
ね
た
別
荘
と
し
て

明
治
21（
１
８
８
８
）年
に
建
築
さ
れ

た
も
の
。
当
初
の
建
物
は
中
央
棟
の

み
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
接
続
す

る
東
棟
と
西
棟
は
明
治
42（
１
９
０

９
）
年
に
増
築
さ
れ
、
同
時
期
に
中

央
棟
屋
上
の
物
見
台
も
設
置
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
で
建

築
を
学
び
、
帰
国
後
に
は
七
十
七
銀

行
本
店
や
台
湾
鉄
道
ホ
テ
ル
な
ど
を

手
掛
け
た
松
ヶ
崎
萬
長
が
設
計
を
担

当
。
松
ヶ
崎
は
造
家
学
会
（
現
在
の

日
本
建
築
学
会
）
の
創
立
委
員
を
務

め
た
ほ
ど
の
著
名
な
建
築
家
だ
っ
た

が
、
日
本
国
内
に
現
存
す
る
作
品
は

こ
れ
が
唯
一
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

並
木
道
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
抜
け
る

と
白
く
壮
麗
な
洋
館
が
現
れ
る
。
蔦

形
と
鱗
形
の
壁
材
を
使
い
、
軽
快
な

印
象
を
与
え
る
外
観
。
と
く
に
、
寄

棟
屋
根
の
中
に
設
け
ら
れ
た
窓
が
特

徴
的
だ
。
屋
根
に
は
独
特
の
意
匠
が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
ハ
ン
マ
ー
ビ
ー

ム
ト
ラ
ス
の
手
法
を
モ
チ
ー
フ
に
構

成
し
た
出
窓
や
ド
ー
マ
ー
窓
（
屋
根

窓
）に
は
、和
風
建
築
の
よ
う
な
飾
り

が
施
さ
れ
て
い
る
。
階
段
ホ
ー
ル
な

ど
の
空
間
構
成
に
も
優
れ
て
お
り
、

構
造
面
で
は
軸
組
や
小
屋
裏
の
扱
い

な
ど
に
ド
イ
ツ
建
築
の
影
響
が
強
く

見
出
せ
る
。
室
内
は
簡
素
な
造
作

で
、
華
美
な
装
飾
は
施
さ
れ
て
い
な

い
。
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
に
は
栃
木
県

産
の
大
谷
石
を
使
用
。
展
望
台
の
手

す
り
は
飾
り
柵
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

旧
青
木
家
那
須
別
邸
は
、
那
須
野

が
原
の
開
拓
の
歴
史
と
、
農
場
経
営

者
で
あ
っ
た
明
治
の
元
勲
た
ち
の
生

活
を
物
語
る
数
少
な
い
建
築
遺
産
だ

が
、
一
時
は
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
ほ

ど
破
損
が
ひ
ど
か
っ
た
。

昭
和
40
年
代
ま
で
は
青
木
家
の
別

荘
と
し
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
後
は
長
く
放
置
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
栃
木
県
で
は
、
平
成
８

年
か
ら
10
年
に
か
け
て
大
規
模
な
保

存
修
理
事
業
を
実
施
。
現
在
は
、
道

の
駅
「
明
治
の
森
・
黒
磯
」
の
中
核

施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
内

部
は
情
報
案
内
所
、
休
息
の
場
、
さ

ら
に
は
那
須
野
が
原
開
拓
の
歴
史
や
、

青
木
周
蔵
と
そ
の
那
須
別
邸
に
関
す

る
資
料
展
示
室
と
し
て
一
般
に
公
開

さ
れ
て
い
る
。

歴
史
建
築
探
訪

旧
青
木
家
那
須
別
邸
（
栃
木
・
那
須
塩
原
市
）

写真提供：那須塩原市教育委員会
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鍬を持って耕しながら、
夢を見る人になろう。

い
ぶ
か
・
ま
さ
る

明
治
41（
１
９
０
８
）年
、
栃
木
県
日
光

町（
現
在
の
日
光
市
）に
生
ま
れ
る
。
青

銅
技
師
・
水
力
発
電
所
建
設
技
師
だ
っ

た
父
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
愛
知
県
安

城
市
の
祖
父
の
家
へ
２
歳
の
と
き
に
引

き
取
ら
れ
る
。
の
ち
に
母
の
再
婚
先
で

あ
る
神
戸
市
へ
転
居
。
兵
庫
県
立
第
一

神
戸
中
学
校
か
ら
第
一
早
稲
田
高
等
学

院
を
経
て
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
に
学

ぶ
。
卒
業
後
は
東
京
芝
浦
電
気
（
現
在

の
東
芝
）
の
入
社
試
験
を
受
け
る
が
不

採
用
と
な
り
、
写
真
科
学
研
究
所
（
Ｐ

Ｃ
Ｌ
）
に
入
社
。
同
社
の
取
締
役
だ
っ

た
増
谷
麟
の
屋
敷
に
下
宿
す
る
。
こ
の

Ｐ
Ｃ
Ｌ
時
代
に
は
、
パ
リ
万
国
博
覧
会

に
出
品
し
た「
走
る
ネ
オ
ン
」で
金
賞
を

獲
得
し
て
い
る
。
日
本
光
音
工
業
に
移

籍
後
、
同
社
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
日

本
測
定
器
を
設
立
。
常
務
に
就
任
し
、

戦
前
・
戦
中
は
軍
需
電
子
機
器
の
開
発

に
取
り
組
む
。
終
戦
翌
日
に
は
疎
開
先

の
長
野
県
須
坂
町（
現
在
の
須
坂
市
）か

ら
上
京
。
わ
ず
か
２
カ
月
後
の
昭
和
２

０（
１
９
４
５
）年
10
月
、
東
京
・
日
本

橋
の
旧
白
木
屋
店
内
で
個
人
企
業
「
東

京
通
信
研
究
所
」を
立
ち
上
げ
る
と
、戦

争
中
に
「
戦
時
科
学
技
術
研
究
会
」
で

知
り
合
っ
た
盛
田
昭
夫
（
元
海
軍
技
術

中
尉
）が
合
流
。
こ
の
年
、早
く
も
日
本

初
の
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
を
開
発
す
る
。

昭
和
21（
１
９
４
６
）年
５
月
に
は
「
東

京
通
信
工
業
」
の
社
名
で
株
式
会
社
化

し
、
井
深
が
技
術
担
当
の
専
務
、
盛
田

が
営
業
担
当
の
常
務
、
Ｐ
Ｃ
Ｌ
時
代
に

上
司
だ
っ
た
増
田
が
監
査
役
に
就
任
。

社
長
に
は
井
深
の
義
父
で
、
終
戦
直
後

の
東
久
邇
内
閣
で
文
部
大
臣
を
務
め
た

前
田
多
門
を
据
え
た
。
設
立
趣
意
書
に

は
「
真
面
目
ナ
ル
技
術
者
ノ
技
能
ヲ
最

高
度
ニ
発
揮
セ
シ
ム
ベ
キ
自
由
闊
達
ニ

シ
テ
愉
快
ナ
ル
理
想
工
場
ノ
建
設
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
資
本
金
19
万
円
、
社

員
20
数
人
で
ス
タ
ー
ト
し
た
同
社
は
、

昭
和
30（
１
９
５
５
）年
に
ト
ラ
ン
ジ
ス

タ
ラ
ジ
オ
を
発
売
。
昭
和
33（
１
９
５

８
）年
に
は
商
標
の
「
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｙ
」
を
社

名
に
も
採
用
。
ソ
ニ
ー
は
こ
の
年
、
東

証
一
部
上
場
を
果
た
し
た
。
平
成
９（
１

９
９
７
）年
、
89
歳
で
死
去
。

な
か
し
ま
・
と
う
い
ち
ろ
う

明
治
16（
１
８
８
３
）年
、
愛
知
県

西
尾
市
に
生
ま
れ
る
。
生
家
は

代
々
続
く
眼
科
医
で
、
祖
父
も
父

も
当
地
で
開
業
し
て
い
た
が
、
父

の
代
で
親
戚
の
借
金
の
保
証
人
に

な
っ
て
し
ま
い
家
が
破
産
。
名
古

屋
市
内
に
転
居
し
、
明
治
26（
１

８
９
３
）年
に
は
母
を
亡
く
す
。

10
歳
で
上
京
し
、明
治
35（
１
９
０

２
）年
に
東
京
府
立
第
一
中
学
校

（
現
在
の
都
立
日
比
谷
高
校
）を
卒

業
。
水
産
講
習
所
（
の
ち
の
東
京

水
産
大
学
。
現
在
の
東
京
海
洋
大

学
）へ
進
み
、
明
治
40（
１
９
０
７
）

年
に
卒
業
す
る
と
採
掘
工
場
の
帳

簿
係
な
ど
を
経
て
近
衛
輜
重
兵
大

隊
に
１
年
間
入
隊
す
る
。
除
隊
後

の
明
治
42（
１
９
０
９
）年
、
缶
詰

会
社
の
若
狭
商
会
へ
入
社
。
大
正

元（
１
９
１
２
）年
に
は
農
商
務
省

の
海
外
実
業
実
習
生
に
選
ば
れ
て

欧
米
に
渡
り
、
現
地
で
マ
ヨ
ネ
ー

ズ
と
出
会
う
。
帰
国
後
の
大
正
７

（
１
９
１
８
）年
、
缶
詰
販
売
業
の

中
島
商
店（
そ
の
後
、中
島
董
商
店

と
改
称
）
を
設
立
し
食
品
業
界
へ

進
出
。
翌
年
に
は
食
品
工
業
株
式

会
社（
現
在
の
キ
ュ
ー
ピ
ー
）を
設

立
し
て
食
品
製
造
も
開
始
す
る
。

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
は
大
正
14（
１
９
２

５
）年
に
製
造
を
開
始
し
、そ
の
販

売
は
昭
和
47（
１
９
７
２
）年
ま
で

中
島
董
商
店
が
行
っ
て
い
た
。
み

か
ん
缶
詰
の
製
造
販
売
で
も
成
功

し
、
昭
和
７（
１
９
３
２
）年
に
は

広
島
県
竹
原
市
で
旗
道
園
（
現
在

の
ア
ヲ
ハ
タ
）
を
設
立
。
水
産
講

習
所
の
後
輩
で
中
島
董
商
店
に
入

社
し
て
い
た
地
元
出
身
の
廿
日
出

要
之
進
（
は
つ
か
で
・
よ
う
の
し

ん
）
に
経
営
を
任
せ
た
。
上
の
言

葉
は
後
継
者
の
藤
田
近
男
に
向
け

て
の
も
の
。
昭
和
46（
１
９
７
１
）

年
、
キ
ュ
ー
ピ
ー
の
２
代
目
社
長

を
藤
田
に
任
せ
る
際
、
こ
う
語
っ

た
と
い
う
。
昭
和
48（
１
９
７
３
）

年
、
90
歳
で
死
去
。

会社は社長の人格以上にはならない。
この言葉さえ覚えておいてもらえれば
何をやってもよい。

中島 董一郎

井深 大

キューピー

ソニー

先人に学ぶ経営者の心意気

賢者の言魂 古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

全員反対したものだけが
一考に値する。

も
ろ
い
・
か
ん
い
ち

明
治
29（
１
８
９
６
）年
、
秩
父
セ

メ
ン
ト
（
現
在
の
太
平
洋
セ
メ
ン

ト
）
の
創
業
者
で
あ
る
諸
井
恒
平

の
長
男
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。

生
家
は
本
庄
宿
（
現
在
の
埼
玉
県

本
庄
市
）
に
代
々
続
く
名
主
で
、

父
の
恒
平
は
そ
の
11
代
目
当
主
。

東
京
高
等
師
範
学
校
を
経
て
大
正

10（
１
９
２
１
）年
に
東
京
帝
国
大

学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
を
修
了
。

そ
の
後
も
東
京
帝
大
の
工
学
部
と

経
済
学
部
で
工
業
経
済
論
の
講
師

を
務
め
て
い
た
が
、
大
正
14（
１

９
２
５
）年
に
父
の
要
請
で
秩
父

セ
メ
ン
ト
へ
入
社
。
支
配
人
、
常

務
な
ど
を
歴
任
す
る
一
方
で
、
東

大
で
の
講
義
も
昭
和
15（
１
９
４

０
）年
ま
で
継
続
し
た
。姉
の
夫
で

同
社
の
２
代
目
社
長
だ
っ
た
大
友

幸
助
が
交
通
事
故
で
急
逝
す
る
と
、

昭
和
23（
１
９
４
８
）年
に
は
社
長

に
就
任
。
秩
父
鉄
道
、
埼
玉
銀
行

（
現
在
の
埼
玉
り
そ
な
銀
行
）、
日

本
煉
瓦
製
造
の
会
長
職
も
歴
任
し
、

埼
玉
の
地
場
産
業
育
成
に
尽
力
し

た
。
経
団
連
、
日
経
連
、
経
済
同

友
会
の
創
設
に
参
加
す
る
な
ど
財

界
活
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、

日
経
連
で
は
初
代
会
長
に
、
経
済

同
友
会
で
は
初
代
代
表
幹
事
に
就

い
た
。
上
の
言
葉
は
日
本
経
済
界

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
述
べ
た
も
の
。

「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ（
多
数
派
）が
現

在
を
作
り
、マ
イ
ノ
リ
テ
ィ（
少
数

派
）
が
未
来
を
創
る
。
全
員
反
対

し
た
も
の
だ
け
が
一
考
に
値
す
る
。

経
営
者
は
こ
う
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
理
論
を
駆
使
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
語
っ
た
。
昭
和
43（
１

９
６
８
）年
、
72
歳
で
死
去
。

諸井 貫一秩父セメント（現・太平洋セメント）

珠玉の名言集
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琵琶湖の沖合に浮かぶ竹生島。「深緑竹生島の沈影」は琵琶湖八景のひとつ

上／名産の佃煮として市販されているス
ゴモロコは琵琶湖の固有種のひとつ
右／近江八景の「堅田の落雁」で有名な
浮御堂。建物は昭和になって再建されたが、
かつての面影を残している

約2000年前に創建されたと伝わる白鬚神社。湖中に大鳥居がある。本殿は、豊臣秀吉の遺命を受けた豊臣秀頼が片桐且元を奉行として建立した

びわ湖テラスからの絶景。広大な琵琶湖が眼下に広がる風景は必見！ ©Forward Stroke Inc.

築城410年の彦根城では、2017年12月10日まで
特別展やイベントなどが開催される

豪商、藤井彦四郎の生家跡・五個荘近江商人屋敷内に立つ
近江商人の像

写真提供／（公社）びわこビジターズビューロー、びわ湖バレイ

本
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る

琵
琶
湖
が
誕
生
し
た
の
は
約
４
０

０
万
年
も
前
で
、
世
界
で
も
20
ほ

ど
し
か
な
い
古
代
湖
の
ひ
と
つ
。

現
在
の
姿
に
な
っ
た
の
は
約
43
万

年
前
だ
が
、
長
い
間
安
定
し
た
環

境
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
し
か

見
ら
れ
な
い
固
有
種
が
61
種
も
あ

り
、
生
物
多
様
性
の
宝
庫
と
な
っ

て
い
る
。

雄
大
な
琵
琶
湖
に
は
絶
景
ポ
イ

ン
ト
も
多
い
。
江
戸
時
代
に
歌
川

（
安
藤
）
広
重
の
浮
世
絵
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
江

八
景
や
、
昭
和
24
年（
１
９
４
９

年
）に
選
定
さ
れ
た
琵
琶
湖
八
景

な
ど
が
有
名
だ
が
、
今
な
ら
、
ま

ず
名
前
が
挙
が
る
の
は
「
び
わ
湖

テ
ラ
ス
」
か
も
し
れ
な

い
。
昨
年
７
月
、
標
高

１
１
０
０
ｍ
に
位
置
す

る
び
わ
湖
バ
レ
イ
に
誕

生
し
た
テ
ラ
ス
か
ら
は
、

北
か
ら
南
ま
で
琵
琶
湖

が
一
望
の
も
と
。
心
に

染
み
入
る
よ
う
な
壮
大

な
風
景
を
見
つ
つ
、
琵

琶
湖
の
歴
史
に
思
い
を

馳
せ
た
い
。

琵
琶
湖
周
辺
は
交
通

の
要
衝
の
地
で
あ
っ
た

た
め
、
天
智
天
皇
の
近

江
大
津
京
や
織
田
信
長

な
城
も
築
か
れ
て
い
る
。
城
の
中

で
も
、
今
年
築
城
４
１
０
年
目
を

迎
え
た
国
宝
・
彦
根
城
は
築
城
時

の
姿
を
よ
く
留
め
て
お
り
、
訪
れ

る
人
も
多
い
。
天
守
閣
か
ら
見
る

琵
琶
湖
も
必
見
。

最
近
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

注
目
を
集
め
る
神
社
仏
閣
も
点
在

方
よ
し
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
。

伊
藤
忠
兵
衛
が
明
治
に
な
っ
て
定

め
た
「
店
法
」
に
も
、
店
の
純
利

益
を
、
本
家
納
め
、
本
店
積
立
、

店
員
配
当
の
３
つ
に
分
配
す
る
、

つ
ま
り
店
員
と
利
益
を
わ
か
ち
あ

う
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
非
常

に
先
進
的
な
考
え
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
江
商
人

の「
三
方
よ
し
」は
、
今
日
の
企
業

が
重
視
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社

会
的
責
任
）
を
先
取
り
し
た
も
の

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
最
大
の
湖
・
琵
琶
湖
は
、
約
４
０
０
万
年
前
に
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る
。

自
然
の
恵
み
と
風
景
の
美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歴
史
的
ス
ポ
ッ
ト
も

数
多
く
存
在
し
、
訪
れ
る
人
を
飽
き
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
。

「

」

滋
賀
県琵

琶
湖

吉
（
豊
臣
秀
吉
）

の
長
浜
城
、
明
智

光
秀
の
坂
本
城
、

井
伊
家
の
彦
根
城

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

し
て
い
る
。

湖
中
に
朱

塗
り
の
大

鳥
居
が
あ

る
白
鬚
神

社
は
約
２

０
０
０
年

前
の
創
建

で
、
近
江

最
古
と
い

わ
れ
る
歴

史
を
誇
る
。

ま
た
湖
に

浮
か
ぶ
周
囲
約
２
㎞
の
竹
生
島
に

は
宝
厳
寺
と
都
久
夫
須
麻
神
社
が

祀
ら
れ
て
お
り
、
島
全
体
に
神
聖

な
空
気
が
漂
う
。

琵
琶
湖
周
辺
で
も
う
ひ
と
つ
有

名
な
の
が
近
江
商
人
だ
。
安
土
桃

山
時
代
か
ら
信
長
や
秀
吉
が
安
土

や
長
浜
で
商
工
業
の
育
成
に
力
を

入
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
は
琵
琶
湖
周
辺
の
町
を

拠
点
と
す
る
近
江
商
人
が
活
躍
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
経
営
哲
学
と
し
て
、
今
も

の
安
土
城
が
置
か
れ
る
な
ど
、
古

く
か
ら
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
て
き

た
。
戦
国
時
代
以
降
は
、
羽
柴
秀

右
の
銘
、「
商
売

は
菩
薩
の
業
、
商

売
道
の
尊
さ
は
、

売
り
買
い
何
れ
を

も
益
し
、
世
の
不

足
を
う
ず
め
、
御

仏
の
心
に
か
な
う

も
の
」
に
も
、
三

よ
く
耳
に
す
る
の
が
「
売
り

手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、
世

間
よ
し
」
の
「
三
方
よ
し
」

と
い
う
言
葉
。
売
り
手
と
買

い
手
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

「
世
間
よ
し
」
と
し
て
、
出

先
の
地
域
経
済
に
貢
献
し
、

社
会
的
に
も
正
当
な
商
い
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

た
と
い
う
。
伊
藤
忠
商
事
の

創
業
者
、
伊
藤
忠
兵
衛
の
座

賢者がこよなく愛した旅賢者がこよなく愛した旅
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