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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。
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エヌピー通信社のホームページに有益情報が満載！

青森県弘前市の弘前公園と弘前城。春には約2600本の桜が咲き誇る全国屈指の桜の名所として知られ、岩木山と天守と桜など見どころも多い。
規模こそ小さいが、江戸時代に造られた天守としては東北唯一のもので、他にも櫓や城門などが国の重要文化財に指定されている。（４面に関連記事）
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紙が無いから
把握が難しい

国
税
庁
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年

分
の
相
続
財
産
の
構
成
比
（
金
額

ベ
ー
ス
）
は
、「
土
地
」34
・
４
％
、「
現

金
・
預
貯
金
等
」
33
・
７
％
、「
有
価

証
券
」15
・
２
％
、「
家
屋
」５
・
２
％
、

「
そ
の
他
」11
・
５
％
と
な
っ
て
い
る
。

相
続
財
産
と
い
え
ば
不
動
産
の
印
象

が
強
い
が
、
現
預
金
と
有
価
証
券
が

半
分
近
く
を
占
め
、
金
融
資
産
の
割

合
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。
今
後

は
ネ
ッ
ト
で
管
理
す
る
預
金
や
株
式
、

投
資
信
託
、
保
険
な
ど
に
加
え
、
暗

号
資
産
や
Ｆ
Ｘ
、
電
子
マ
ネ
ー
な
ど

も
浸
透
し
、
ま
た
デ
ジ
タ
ル
法
が
整

銀
行
や
証
券
の
ネ
ッ
ト
口
座
、
暗
号
資
産
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
の
「
資
産
」
が
相
続
に
よ
っ
て
デ
ジ

タ
ル
「
遺
産
」
に
変
化
し
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
に
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
て

く
る
。
不
動
産
や
現
預
金
と
い
っ
た
通
常
の
遺
産
で
あ
れ
ば
、
現
物
や
通
帳
、
登
記
な
ど
が
あ
る
の

で
把
握
し
や
す
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
遺
産
は
相
続
人
が
存
在
に
気
づ
か
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
相
続
の
現

場
で
ト
ラ
ブ
ル
が
目
立
つ
。
遺
産
分
割
協
議
後
に
新
た
な
遺
産
が
見
つ
か
る
と
協
議
の
や
り
直
し
が

必
要
に
な
る
な
ど
、
相
続
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
か
ず
、
さ
ら
に
は
多
額
の
損
失
や
延
滞
税
な
ど

が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

を
選
択
す
る
た
め
の
猶
予
期
間
が
過

ぎ
て
し
ま
え
ば
、
相
続
人
が
知
ら
な

い
う
ち
に
負
債
の
返
済
義
務
な
ど
を

背
負
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
し
て
高
額
の
デ
ジ
タ
ル
資
産
が

発
覚
す
る
と
、
追
納
す
る
相
続
税
額

も
多
額
に
な
る
た
め
、
納
税
資
金
に

苦
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。
申
告
を
や

り
直
し
た
場
合
、
延
滞
税
や
過
少
申

告
加
算
税
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。前

出
の
税
理
士
は
「
遺
産
を
把
握

で
き
な
い
相
続
人
が
照
会
制
度
な
ど

を
利
用
し
て
被
相
続
人
の
口
座
の
有

無
や
内
容
、
保
険
の
加
入
状
況
と
い

っ
た
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

手
掛
か
り
が
な
い
と
や
み
く
も
に
照

会
せ
ざ
る
を
得
な
い
。被
相
続
人
が
、

所
有
す
る
デ
ジ
タ
ル
遺
産
を
ノ
ー
ト

な
ど
に
書
き
起
こ
し
、
目
に
見
え
る

形
で
残
し
て
お
く
な
ど
最
低
限
の
対

策
を
講
じ
て
お
く
だ
け
で
も
、
相
続

人
は
遺
産
を
把
握
し
や
す
く
な
る
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。

伝
え
漏
れ
が
あ
る
と
、
相
続
人
は

自
力
で
デ
ジ
タ
ル
資
産
を
探
り
当
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
残
さ
れ

た
家
族
が
面
倒
な
作
業
を
強
い
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
資
産
の
一
覧
表
を

作
成
し
て
お
く
な
ど
、
家
族
が
困
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。

備
さ
れ
た
こ
と
で
、
デ
ジ
タ
ル
資
産

の
相
続
が
増
加
す
る
も
の
と
想
定
さ

れ
る
。

デ
ジ
タ
ル
資
産
の
最
大
の
特
徴
は
、

何
と
い
っ
て
も
目
に
見
え
な
い
こ
と

だ
。
デ
ジ
タ
ル「
資
産
」が
デ
ジ
タ
ル

「
遺
産
」
に
変
化
す
る
と
、
そ
の
存
在

を
示
す
実
物
が
な
い
た
め
、
把
握
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。

銀
行
出
身
の
都
内
の
税
理
士
は

「
デ
ジ
タ
ル
資
産
が
増
え
て
い
く
こ

と
で
、
通
帳
や
証
券
な
ど
の
紛
失
や

盗
難
の
リ
ス
ク
が
減
る
一
方
、
紙
の

記
録
が
手
元
に
な
い
こ
と
か
ら
資
産

の
手
が
か
り
が
残
り
に
く
く
、
被
相

続
人
が
ど
こ
の
金
融
機
関
で
預
金
や

株
取
引
を
行
っ
て
い
た
の
か
把
握
す

る
の
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
金
融

機
関
は
わ
ざ
わ
ざ
郵
送
で
の
通
知
を

し
な
い
た
め
、
相
続
人
が
資
産
の
存

在
を
知
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
き
て

し
ま
う
」
と
現
状
の
問
題
点
を
挙
げ

る
。
金
融
業
界
全
体
で
ペ
ー
パ
ー
レ

本
人
が
す
べ
て
の
財
産
を
正
確
に
把

握
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
は
な
お
さ
ら
把
握
し
に
く

い
。
生
前
に
子
ど
も
に
は
内
緒
に
し

て
お
き
た
か
っ
た
資
産
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
被
相
続
人
で
あ
る
子
ど

も
た
ち
の
視
点
で
は
、
相
続
財
産
か

ら
デ
ジ
タ
ル
遺
産
が
漏
れ
て
し
ま
う

こ
と
を
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
遺
産
分
割
協
議
書
を
事
前

に
作
成
し
て
お
く
べ
き
だ
」と
話
す
。

例
え
ば
、
何
ら
対
策
す
る
こ
と
な

く
被
相
続
人
が
認
知
症
を
発
症
し
て

し
ま
え
ば
深
刻
な
事
態
に
発
展
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
資
産
の
存
在
を
聞
き
出
す

相
続
資
産
の
評
価
額
は
原
則
と
し
て

相
続
開
始
日
、
つ
ま
り
被
相
続
人
が

亡
く
な
っ
た
日
で
評
価
さ
れ
る
の
が

ル
ー
ル
だ
。
遺
産
分
割
協
議
が
ま
と

ま
る
ま
で
に
価
値
が
下
が
っ
て
い
て

も
相
続
税
の
計
算
で
は
考
慮
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
処
分
す
る
タ
イ
ミ
ン

グ
次
第
で
は
思
わ
ぬ
損
失
が
生
じ
て

し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

手掛かりを残す
対策が重要に

ま
た
商
品
先
物
取
引
や
Ｆ
Ｘ
で
大

き
な
評
価
損
が
出
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で

相
続
が
発
生
し
て
い
る
と
、
保
証
金

の
不
足
分
を
補
填
す
る
た
め
の
追
加

証
拠
金
の
支
払
い
が
必
要
に
な
る
。

多
額
の
損
失
が
発
覚
し
た
場
合
、
相

続
人
が
追
加
証
拠
金
を
支
払
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
得

る
。ネ

ッ
ト
銀
行
な
ど
に
借
金
が
残
さ

れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し

た
デ
ジ
タ
ル
遺
産
の
存
在
に
気
づ
か

な
い
ま
ま
、
相
続
す
る
か
し
な
い
か

や
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
が
分
か
ら
ず
、

子
ど
も
ら
が
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
こ

と
も
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
金
融
資
産

は
、
ネ
ッ
ト
上
で
名
義
変
更
を
行
う

し
か
な
い
。
名
義
変
更
に
は
Ｉ
Ｄ
と

パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
不
可
欠
だ
が
、

引
き
継
ぐ
人
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と

デ
ジ
タ
ル
遺
産
を
相
続
で
き
な
い
」

（
前
出
の
税
理
士
）。

最
悪
の
場
合
、
知
ら
な
い
う
ち
に

資
産
が
損
失
を
被
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

ネ
ッ
ト
上
で
の
有
価
証
券
取
引
で
、

相
続
人
が
存
在
に
気
づ
か
な
い
ま
ま

評
価
額
が
暴
落
し
、
相
続
税
の
負
担

が
重
く
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
話
だ
。

ス
の
動
き
が
進
ん
で
お
り
、
所
有
者

本
人
か
ら
の
聞
き
取
り
な
し
で
デ
ジ

タ
ル
遺
産
を
発
見
す
る
の
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
。

仮
に
相
続
財
産
を
ま
と
め
て
遺
産

分
割
協
議
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、

後
に
別
の
財
産
が
見
つ
か
れ
ば
、

せ
っ
か
く
ま
と
ま
っ
た
遺
産
分
割
協

議
を
一
か
ら
や
り
直
す
羽
目
に
な

る
。

アクセス出来ずに
トラブルを招く

都
内
の
司
法
書
士
は
「
デ
ジ
タ
ル

資
産
に
限
ら
ず
、
被
相
続
人
で
あ
る

こ
と
も
で
き
な
い
し
、

家
族
で
あ
っ
て
も
本
人

名
義
の
口
座
か
ら
の
お

金
の
引
き
出
し
や
金
融

商
品
の
売
買
が
困
難
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。

相
続
人
で
あ
る
子
ど

も
た
ち
が
す
べ
て
の
デ

ジ
タ
ル
遺
産
の
存
在
を

把
握
し
て
い
た
と
し
て

も
、
厄
介
な
の
は
相
続

手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に

進
む
と
は
限
ら
な
い
こ

と
だ
。

　
「
親
が
ネ
ッ
ト
で
金

融
取
引
を
し
て
い
る
と

知
っ
て
い
て
も
、
Ｉ
Ｄ

ネ
ッ
ト
で
の
金
融
取
引
さ
か
ん

多
額
の
損
失
、延
滞
税
も
…

デ
ジ
タ
ル
遺
産
に
気
を
つ
け
て
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制度改正で手軽に
作成が可能に―

遺
言
書
に
は
、
本
人
が
自
筆
で
作

成
す
る「
自
筆
証
書
遺
言
」と
、
全
国

約
３
０
０
カ
所
の
公
証
役
場
で
公
証

人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
「
公
正
証
書

遺
言
」、そ
し
て
内
容
を
秘
密
に
し
た

ま
ま
公
証
人
に
遺
言
の
存
在
を
証
明

し
て
も
ら
う
「
秘
密
証
書
遺
言
」
の

３
種
類
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
自
筆
証
書
遺
言
」
が

こ
の
数
年
で
大
き
く
変
化
し
た
。

自
筆
証
書
遺
言
は
、
煩
雑
な
手
続

き
が
不
要
で
気
軽
に
作
成
で
き
る
が
、

こ
れ
ま
で
遺
言
書
や
そ
れ
に
添
付
す

相
続
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め
自
筆
証
書
遺
言
の
仕
組
み
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
２
０
１

９
年
１
月
か
ら
自
筆
証
書
遺
言
に
添
付
す
る
預
貯
金
や
不
動
産
、
負
債
な
ど
の
財
産
目
録
に
限
り
、

ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
作
成
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
昨
年
７
月
に
は
自

筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
同
制
度
は
紛
失
・
改
ざ
ん
リ
ス
ク
を
減
ら
せ
る
こ
と

か
ら
、
争
族
ト
ラ
ブ
ル
を
減
少
さ
せ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
法
務
局
に
提
出
さ
れ
た
遺

言
書
は
法
的
効
力
を
担
保
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
手
順
を
間
違
え
る
と
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

危
険
性
も
孕
ん
で
い
る
。

る
財
産
目
録
は
「
全
文
手
書
き
」
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
誤
字
や
脱

字
は
も
ち
ろ
ん
、
読
め
な
い
文
字
が

あ
っ
て
も
無
効
と
さ
れ
る
た
め
、
自

筆
で
遺
言
書
を
書
く
の
は
煩
わ
し
い

と
さ
れ
て
き
た
。
不
動
産
や
株
式
、

預
金
な
ど
の
「
財
産
目
録
」
が
長
大

に
な
る
場
合
、
誤
字
や
脱
字
と
い
っ

た
ミ
ス
も
起
き
や
す
か
っ
た
。

こ
の
た
め
２
０
１
９
年
１
月
か
ら

自
筆
証
書
遺
言
の
作
成
方
式
が
緩
和

さ
れ
た
。
財
産
目
録
に
限
っ
て
ワ
ー

プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
で
の
作
成
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
預

金
通
帳
の
コ
ピ
ー
や
不
動
産
登
記
事

項
証
明
書
な
ど
を
添
付
し
て
財
産
目

録
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
遺

言
作
成
の
負
担
が
大
幅
に
減
っ
た
。

ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
が
認
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
家
族
が
入
力
作

業
を
代
行
し
て
も
よ
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
で
き
あ
が
っ
た
財
産
目
録
や

通
帳
コ
ピ
ー
な
ど
の
添
付
書
類
に
は

本
人
が
署
名
捺
印
す
る
だ
け
で
問
題

な
し
と
な
っ
た
の
だ
。

制
度
の
緩
和
が
影
響
し
た
の
か
、

都
内
の
行
政
書
士
は
「
認
知
症
が
心

配
な
人
や
、
相
続
の
大
変
さ
を
意
識

し
た
人
が
、
き
ち
ん
と
遺
言
書
を
残

し
た
い
と
考
え
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
る
」
と
話
す
。自宅での保管より

不安は減ったものの

そ
し
て
一
昨
年
７
月
に
は
法
務
局

が
自
筆
証
書
遺
言
を
保
管
す
る
制
度

が
ス
タ
ー
ト
。
自
筆
証
書
遺
言
を
法

務
局
に
預
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
自
筆
証
書
遺
言
は
自
宅
の

保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
に
な
っ

て
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
可
能
性
は
何

ら
否
定
で
き
な
い
の
だ
。

　
「
法
務
局
は
内
容
に
つ
い
て
は
一

切
関
与
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
を
意

外
と
わ
か
っ
て
い
な
い
人
が
多
い
。

法
務
局
職
員
は
、
遺
言
に
つ
い
て
の

相
談
に
は
応
じ
な
い
。
遺
言
書
の
内

容
に
よ
っ
て
紛
争
が
起
き
た
と
し
て

も
、
法
務
局
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
質
問
を

受
け
た
場
合
で
も
回
答
を
し
な
い
と

い
っ
た
統
一
的
な
ル
ー
ル
が
あ
る
よ

う
だ
」（
前
出
の
行
政
書
士
）

現
に
、法
務
省
の
サ
イ
ト
に
も「
遺

言
書
保
管
所
に
お
い
て
は
、
遺
言
の

内
容
に
つ
い
て
の
質
問
・
相
談
に
は

応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。

自
筆
証
書
遺
言
で
争
い
に
な
る
多

く
の
ケ
ー
ス
で
は
、
遺
言
者
本
人
が

作
成
時
点
の
自
分
の
意
思
で
書
い
た

か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
公
正
証

書
遺
言
は
、
公
証
人
が
本
人
確
認
と

意
思
確
認
を
行
っ
た
う
え
で
作
成
さ

れ
る
た
め
、
意
思
能
力
の
担
保
が
な

さ
れ
る
が
、
自
筆
証
書
遺
言
に
は
そ

れ
が
な
い
。
法
務
局
が
保
管
し
て
く

れ
る
と
い
っ
て
も
筆
跡
鑑
定
な
ど
を

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
当
に
本
人

が
書
い
た
遺
言
書
で
あ
る
こ
と
な
ど

を
、
法
務
局
職
員
は
一
切
確
認
し
な

い
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
べ
き
だ
。

法
務
局
は
効
力
を
保
証
し
な
い

保
管
制
度
で
便
利
に
は
な
っ
た
が･･･

自
筆
証
書
遺
言
は
コ
コ
に
注
意
す
る
！

の
相
続
人
が
見
つ
け
、
他
の
人
に
見

ら
れ
る
前
に
内
容
を
改
ざ
ん
す
る
と

い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
自
筆
証
書

遺
言
の
最
大
の
欠
点
だ
と
い
え
る
。

有効性の判断には
タッチしない原則

遺
言
書
は
法
務
局
が
管
理
し
て
く

机
や
金
庫
な
ど
で
保
管
す
る
し
か
な

く
、
第
三
者
に
改
ざ
ん
さ
れ
た
り
、

紛
失
さ
れ
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
常
に

つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
だ
が
、
保
管

制
度
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
法
務
局

が
遺
言
の
存
在
と
内
容
の
真
正
性
を

担
保
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

保
管
制
度
で
は
、
本
人
が
作
成
し
た

自
筆
証
書
遺
言
に
つ
い
て
、
法
務
局

が
そ
の
原
本
と
デ
ー
タ
を
半
永
久
的

に
保
管
し
て
く
れ
る
。

被
相
続
人
の
死
後
に
、
相
続
人
が

家
庭
裁
判
所
で
遺
言
書
の
検
認
手
続

き
を
す
る
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

相
続
人
の
う
ち
１
人
が
閲
覧
し
た
時

点
で
他
の
相
続
人
に
も
遺
言
書
の
存

在
に
つ
い
て
の
通
知
が
い
く
た
め
、

特
定
の
相
続
人
し
か
遺
言
を
読
め
な

い
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生
し
な
い
。

公
正
証
書
遺
言
で
は
、
公
証
人
の

立
ち
会
い
の
も
と
、
弁
護
士
が
作
成

し
た
遺
言
書
を
読
み
上
げ
て
ハ
ン
コ

を
押
す
こ
と
に
な
る
。
財
産
の
規
模

に
も
よ
る
が
、
費
用
は
数
十
万
円
か

ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
１
０
０
万
円

以
上
か
か
る
場
合
も
あ
る
。そ
の
点
、

自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
に
か
か
る
コ

ス
ト
は
１
通
に
つ
き
３
９
０
０
円
で
、

コ
ス
ト
は
そ
の
都
度
か
か
る
も
の
の
、

後
か
ら
の
変
更
も
可
能
だ
。

し
か
し
保
管
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

て
１
年
余
が
経
過
し
て
、
お
ぼ
ろ
げ

な
が
ら
課
題
も
見
え
て
き
た
。
そ
れ

は
「
保
管
制
度
が
で
き
た
か
ら
、
自

筆
証
書
遺
言
の
作
成
が
楽
に
な
っ
た

と
安
直
に
考
え
て
い
る
人
が
意
外
に

多
い
」（
前
出
の
行
政
書
士
）
と
い
う

こ
と
だ
。

自
筆
証
書
遺
言
は
自
宅
で
自
分
だ

け
で
作
れ
る
の
が
魅
力
だ
が
、
内
容

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て

も
自
分
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
起
こ
り
え
る
。
遺
言
を
巡
る
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
は
い
つ
の
世
も
、
遺
言

が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
内
容
が
本

物
か
ど
う
か
と
い
う
２
点
だ
。
自
分

で
遺
言
を
作
っ
た
だ
け
で
満
足
し
て

い
て
は
、
相
続
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
遺
言
書

が
見
つ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
特
定

れ
る
。
し
か
し
法

務
局
は
遺
言
の
形

式
面
だ
け
を
審
査

す
る
と
い
う
こ
と

理
解
し
て
お
き
た

い
。
つ
ま
り
、
遺

言
書
の
法
的
効
力

が
担
保
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
遺
言

書
を
保
管
す
る
た

め
の
制
度
で
あ
り
、

そ
の
内
容
の
正
確

性
お
よ
び
遺
言
者

の
遺
言
能
力
を
担

特集2
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賢者賢者がこよなくがこよなく愛愛したした旅旅賢者賢者がこよなくがこよなく愛愛したした旅旅

写真協力：弘前市、公益社団法人青森県観光連盟、公益社団法人弘前観光コンベンション協会

上／水面を流れる桜の花びらが織りなす弘前公
園の花筏
下／近代建築の巨匠、前川國男が手がけた木村
産業研究所。玄関ホールの赤い天井がモダン

弘前公園の本丸エリアからは桜と岩木山、天守が一つになった絶景が楽しめる。天守は石垣修復工事のため今の場所に曳家されており、この風景が見られるのは期間限定となる

青
森
県弘

前
市

人
教
師
が
招
聘
さ
れ
、
西
洋
文
化
が

い
ち
早
く
入
っ
て
き
た
。
明
治
・
大

正
期
に
は
数
々
の
洋
館
が
建
て
ら
れ
、

作
家
・
太
宰
治
の
生
家
斜
陽
館
な
ど

を
手
が
け
た
堀
江
佐
吉
に
よ
る
青
森

銀
行
記
念
館
や
旧
弘
前
市
立
図
書
館
、

日
本
を
代
表
す
る
財
界
人
・
藤
田
謙

一
の
別
邸
と
し
て
建
て
た
藤
田
記
念

庭
園
の
洋
館
な
ど
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ

ク
な
建
物
が
多
く
現
存
し
て
い
る
。

弘
前
の
建
築
と
い
え
ば
、
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
が
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ

の
弟
子
で
あ
り
日
本
近
代
建
築
の
巨

匠
と
呼
ば
れ
た
前
川
國
男
だ
。「
建

築
の
理
論
を
最
後
の
一
歩
ま
で
推
し

進
め
る
力
は
、
口
で
も
な
い
手
で
も

な
い
、
や
は
り
建
築
家
そ
れ
自
身
の

生
活
力
ま
た
は
生
活
意
識
そ
の
も
の
」

と
の
ち
に
述
べ
た
前
川
が
、
パ
リ
留

学
か
ら
帰
国
後
、
最
初
に
手
が
け
た

の
が
弘
前
市
の
木
村
産
業
研
究
所

だ
っ
た
。
留
学
中
に
親
交
を
結
ん
だ

木
村
隆
三
が
弘
前
に

ゆ
か
り
が
あ
っ
た
た

め
依
頼
さ
れ
た
の
だ

が
、
前
川
の
母
も
弘

前
藩
重
臣
の
家
系
と

前
例
に
と
ら
わ
れ
ず

に
新
し
い
も
の
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
る
気
質

は
昔
か
ら
の
も
の
で
、

藩
政
時
代
に
は
中
央
か

ら
職
人
を
津
軽
に
招
い

日
本
一
と
も
称
さ
れ
る
圧
倒
的
な

桜
で
有
名
な
弘
前
公
園
は
、
弘
前
藩

（
津
軽
藩
）の
城
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

市
の
中
心
部
に
位
置
し
、
全
国
で
も

珍
し
く
か
つ
て
の
城
郭
が
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
公
園
と
な
っ
て
い
る
。

１
７
１
５
年
（
正
徳
５
年
）
に
京

都
嵐
山
か
ら
藩
士
が
25
本
の
カ
ス
ミ

ザ
ク
ラ
を
持
ち
帰
っ
て
城
に
植
え
た

の
が
城
の
桜
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
数
が
増
え
た
の
は
も
っ
と

後
の
こ
と
。
明
治
に
入
り
廃
藩
と

な
っ
て
荒
れ
果
て
た
城
を
悲
し
ん
だ

旧
藩
士
が
、
桜
を
20
本
植
え
た
の
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
１
０
０
０
本
、

ま
た
１
０
０
０
本
と
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

が
寄
贈
さ
れ
て
い
く
。
大
正
、
昭
和

と
桜
の
寄
贈
は
続
き
、
今
で
は
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
、
ヤ
エ

ザ
ク
ラ
な
ど
約
50
種
類
、
２
６
０
０

本
の
桜
が
咲
き
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「

」

津
軽
藩
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
青
森
県
弘
前
市
。

見
る
人
を
圧
倒
す
る
桜
、
生
産
量
日
本
一
の
り
ん
ご
、

勇
壮
な
弘
前
ね
ぷ
た
な
ど
を
知
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
に
も
あ
る
、隠
れ
た
魅
力
を
探
っ
て
み
よ
う
。

い
う
縁
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
玄
関

吹
き
抜
け
の
赤
い
天
井
、
１
階
の
ゆ

る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
窓
枠
な
ど

が
印
象
的
な
木
村
産
業
研
究
所
は
、

現
存
す
る
日
本
最
古
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
と
い
わ
れ
て
い
る
。
１
９
３
５

年（
昭
和
10
年
）に
弘
前
に
立
ち
寄
っ

た
ド
イ
ツ
人
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・
タ

ウ
ト
も
、「
辺
境
の
地
に
コ
ル
ビ
ュ

ジ
エ
風
の
白
亜
の
建
物
が
あ
る
」
と

驚
い
た
と
い
う
。
処
女
作
か
ら
晩
年

の
作
品
ま
で
、
年
代
を
追
っ
て
前
川

の
建
築
が
８
つ
も
残
る
弘
前
。明
治
・

大
正
期
の
洋
館
と
と
も
に
、
建
築
物

巡
り
を
楽
し
む
の
も
お
す
す
め
だ
。

街
巡
り
の
お
供
に
は
ア
ッ
プ
ル
パ

イ
と
コ
ー
ヒ
ー
を
。
り
ん
ご
の
生
産

量
日
本
一
の
弘
前
に
は
ア
ッ
プ
ル
パ

イ
を
提
供
す
る
店
が
数
多
く
あ
り
、

個
性
豊
か
な
パ
イ
を
食
べ
比
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
発
祥
が
江
戸

時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
弘
前
の

コ
ー
ヒ
ー
。
幕
府
の
命
令
で
蝦
夷
地

の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
藩
士
の
浮

腫
病
予
防
の
た
め
、
薬
と
し
て
コ
ー

ヒ
ー
が
配
給
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、

こ
の
頃
飲
ま
れ
た
方
法
を
再
現
し
た

「
藩
士
の
珈
琲
」
が
名
物
に
な
っ
て

い
る
。

春
の
桜
、
夏
の
弘
前
ね
ぷ
た
、
秋

の
紅
葉
、
冬
の
雪
景
色
な
ど
季
節
ご

と
の
魅
力
も
豊
か
な
弘
前
で
、
思
わ

ぬ
魅
力
を
発
見
し
て
み
た
い
。

一
般
的
に
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
寿
命
は

約
60
年
程
度
だ
が
、
弘
前
公
園
に
は

樹
齢
１
０
０
年
以
上
の
古
木
が
３
０

０
本
以
上
も
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ

ま
な
枝
振
り
や
重
層
感
の
あ
る
風
景

を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
の
桜
の
美
し
さ
の
秘
密
が
「
弘

前
方
式
」と
呼
ば
れ
る
桜
の
管
理
法
。

俗
に「
桜
切
る
馬
鹿
梅
切
ら
ぬ
馬
鹿
」

と
い
う
よ
う
に
、
桜
は
切
り
口
か
ら

菌
が
入
り
や
す
い
た
た
め
強
く
剪
定

し
な
い
の
が
常
識
だ
っ
た
。
し
か
し

あ
る
時
、
実
家
が
り
ん
ご
農
家
だ
っ

た
職
員
が
弱
っ
た
桜
の
枝
を
剪
定
し

根
元
に
肥
料
を
入
れ
た
と
こ
ろ
、
翌

年
に
若
芽
が
出
て
木
が
よ
み
が
え
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
り
ん
ご
の

栽
培
法
を
参
考
に
工
夫
を
重
ね
た

「
弘
前
方
式
」
が
進
化
・
定
着
し
、

多
く
の
人
が
そ
の
技
術
を
学
び
に
弘

前
を
訪
れ
て
い
る
。

上／ルネサンス風意匠を取り入れた旧弘前市立図書館は明治39年築
下／毎年8月1日～ 8月7日に開催される勇壮な弘前ねぷた

て
い
た
し
、

明
治
以
降
も

「
学
都・弘
前
」

を
目
指
し
て

多
く
の
外
国

上／津軽の伝統技術、こぎん刺しがあ
しらわれた小物
下／名物のりんごを使用したアップル
パイを食べ比べるのも楽しい
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雇用環境の整備
罰則付きで義務に

育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
少
子
化

対
策
や
女
性
の
社
会
進
出
を
目
的
と

し
て
１
９
９
２
年
に
施
行
さ
れ
た
法

律
。
現
行
法
で
は
、
原
則
と
し
て
子

ど
も
が
１
歳
に
な
る
ま
で
夫
婦
の
両

方
が
育
児
休
業
し
、給
与
の
67
％（
半

年
経
過
後
は
50
％
）
に
あ
た
る
育
児

休
業
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
従
業
員
が
育

児
休
暇
を
取
得
し
や
す
く
な
る
よ
う

に
雇
用
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
事

業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。
具
体
的

男
性
従
業
員
が
育
児
休
業
し
や
す
く
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
が
４
月
か
ら
全
て
の
事
業
所
で

義
務
化
さ
れ
る
。
代
替
人
員
の
確
保
が
難
し
い
中
小
事
業
者
か
ら
は
、
不
安
の
声
が
上
が
る
。
育

休
の
実
績
は
求
人
票
に
も
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
休
業
実
施
率
が
低
け
れ
ば
採
用
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
の
与
え
る
影
響
を
調
べ
て
み
た
。

に
は
、
相
談
窓
口
を
設
置
し
た
り
、

研
修
を
実
施
し
た
り
し
た
う
え
で
、

育
休
対
象
者
に
休
業
す
る
か
ど
う
か

の
意
向
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
従
わ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
事
業
者
名
の
公
表
や

20
万
円
以
下
の
過
料
な
ど
の
罰
則
が

科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

近
年
、
男
性
の
育
休
取
得
率
は
増

加
傾
向
に
あ
り
、
２
０
２
０
年
度
に

は
過
去
最
高
の
12
・
65
％
に
達
し
て

い
る
が
、
女
性
の
81
・
６
％
と
比
較

す
る
と
い
ま
だ
男
女
間
の
格
差
は
大

き
い
。
世
界
的
に
育
休
制
度
が
整
っ

て
い
る
国
ほ
ど
女
性
の
就
業
継
続
率

や
出
生
率
が
高
い
傾
向
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
政
府
は
少
子
化
対
策
の
面
か

ら
も
、
男
性
の
育
休
取
得
率
を
25
年

ま
で
に
30
％
へ
引
き
上
げ
る
方
針
を

示
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
育
休
制
度
の
土
台
と

な
る
事
業
者
へ
の
支
援
が
十
分
で
は

な
い
な
か
で
、
罰
則
を
伴
う
制
度
だ

け
が
突
き
進
む
こ
と
に
、
現
場
か
ら

は
不
安
の
声
も
聞
か
れ
る
。

東
京
・
練
馬
区
の
機
械
製
造
会
社

の
社
長
は
、「
社
員
に
子
ど
も
が
で

き
る
の
は
う
れ
し
い
が
、
会
社
と
し

て
は
手
放
し
で
喜
べ
な
い
の
が
実
情
。

一
人
の
休
業
分
を
み
ん
な
で
負
担
す

る
か
、
ま
た
は
短
期
で
新
規
雇
用
す

る
か
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
抜
け

る
の
は
12
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

前
出
の
中
小
企
業
診
断
士
は
「
政

府
は
海
外
を
参
考
に
見
直
し
を
進
め

る
と
い
う
が
、
問
題
は
育
休
を
取
ら

せ
た
く
て
も
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
中
小
事
業
者
の
人
手
不
足
の
実

態
だ
。
こ
れ
を
解
消
し
な
い
以
上
、

進
展
は
望
め
な
い
」
と
い
う
。

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
８
月
に
発

表
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
改
正

法
で
の
育
休
義
務
化
に
つ
い
て
中
小

事
業
者
の
52
・
５
％
が
「
特
に
な
に

も
し
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て

対
策
を
先
送
り
に
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
４
月

に
は
罰
則
を
伴
う
改
正
法
が
施
行
さ

れ
る
。
義
務
化
に
よ
っ
て
育
休
環
境

の
整
備
は
避
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

今
年
４
月
か
ら
改
正
法
施
行

利
用
実
績
低
い
と〝
ブ
ラ
ッ
ク
〟に
？

男
性
の
育
休 

実
質
義
務
化
へ今

後
は
男
性
の
休
業
実
績
が
低
い
だ

け
で
福
利
厚
生
面
が
整
っ
て
い
な
い

『
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
』
と
み
な
さ
れ
て

し
ま
い
、
求
職
者
が
応
募
の
段
階
で

敬
遠
す
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
指
摘

す
る
。

大
手
人
材
紹
介
会
社
の
採
用
サ
イ

ト
で
は
、
求
人
票
に
育
児
休
業
の
対

象
者
数
や
育
休
取
得
者
数
が
男
女
別

で
記
載
さ
れ
、
求
職
者
へ
資
料
と
し

て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

問題の根底には
慢性的な人手不足

19
年
に
ユ
ニ
セ
フ
（
国
連
児
童
基

金
）
が
ま
と
め
た
子
育
て
支
援
レ

ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
日
本
は
父
親
に

認
め
ら
れ
て
い
る
育
児
休
業
の
期
間

が
先
進
国
中
で
も
っ
と
も
長
く
、「
６

カ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
父
親
が
給
与

と
同
等
の
給
付
を
受
け
ら
れ
る
唯
一

の
国
」
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
制

度
は
あ
っ
て
も
実
際
に
休
業
し
て
い

人材採用でネック
になる可能性も

今
回
の
改
正
法
で
は
、
あ
ら
か
じ

め
労
使
協
定
で
合
意
し
た
範
囲
内
で

あ
れ
ば
休
業
中
で
も
就
業
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
業

者
側
へ
配
慮
し
た
措
置
と
み
ら
れ
る

が
、
人
員
の
確
保
に
不
安
を
抱
え
る

中
小
事
業
者
か
ら
は
「
救
済
措
置
と

し
て
は
不
十
分
」
と
の
指
摘
が
目
立

つ
。前
出
の
石
川
県
の
経
営
者
は「
週

に
数
日
出
社
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ

で
穴
埋
め
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。

契
約
社
員
を
雇
う
に
し
て
も
金
銭
的

に
厳
し
い
」
と
対
応
に
苦
慮
し
て
い

る
。静

岡
県
の
食
料
品
メ
ー
カ
ー
は
、

育
休
取
得
で
不
足
す
る
人
手
は
派
遣

社
員
の
雇
い
入
れ
で
補
う
予
定
の
た

め
、
一
人
あ
た
り
最
大
60
万
円
が
給

付
さ
れ
る
「
両
立
支
援
助
成
金
（
育

児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス
）」
の
充
当

を
見
込
む
と
い
う
。
た
だ
、「
一
定

以
上
の
期
間
は
休
業
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
な
ど
要
件
が
厳
し
く
、
満

足
な
助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
か
も
し

れ
な
い
」
と
し
て
、
改
正
育
休
法
の

充
実
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
助

成
制
度
の
さ
ら
な
る
拡
充
を
訴
え
て

い
る
。

ま
た
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
罰

則
に
つ
い
て
労
務
関
係
に
詳
し
い
都

内
の
中
小
企
業
診
断
士
は
「
事
業
者

名
の
公
表
は
罰
金
よ
り
も
痛
い
。

も
っ
と
も
、
実
際
に
罰
則
が
科
さ
れ

る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

た
穴
を
１
０
０
％
埋

め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」と
し
、育
休
に
よ

る
売
上
減
少
は
避
け

ら
れ
な
い
と
語
る
。

ま
た
、
石
川
県
で

金
物
卸
業
を
営
む
男

性
は
、「
一
定
の
力
を

持
っ
た
技
術
者
な
ど

が
抜
け
る
と
な
る
と

業
務
の
引
き
継
ぎ
は

困
難
」
と
し
、
代
替

ス
タ
ッ
フ
を
見
つ
け

る
こ
と
は
実
質
的
に

不
可
能
と
の
認
識
を

示
し
た
。
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国も積極的に
推進する時代に

内
閣
府
が
一
昨
年
12
月
に
公
表
し

た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、〝
本
業
〟と
し

て
の
勤
務
先
が
あ
る
就
業
者
の
63
・

８
％
が
副
業
を
「
実
施
中
」
ま
た
は

「
行
っ
て
い
な
い
が
関
心
が
あ
る
」

と
回
答
し
て
い
る
。
副
業
を
実
施
・

検
討
す
る
理
由
と
し
て
最
も
多
か
っ

た
の
が
「
感
染
症
の
影
響
下
に
お
い

て
収
入
が
減
少
し
た
か
ら
」
の
41
・

５
％
で
、
コ
ロ
ナ
禍
を
背
景
に
副
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
が
増
え

て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
収
入
減
と
い
う
深

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
収
入
減
を
副
業
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
が
増
え
て
い
る
。
営
業
時

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
収
入
減
を
副
業
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
が
増
え
て
い
る
。
営
業
時

間
の
短
縮
や
残
業
の
削
減
な
ど
に
よ
り
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
副
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

間
の
短
縮
や
残
業
の
削
減
な
ど
に
よ
り
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
副
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
わ
け
だ
。
従
業
員
が
職
場
に
は
内
緒
で
副
業
に
い
そ
し
む
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
副

い
る
わ
け
だ
。
従
業
員
が
職
場
に
は
内
緒
で
副
業
に
い
そ
し
む
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
副

業
対
策
を
講
じ
て
お
か
な
い
と
、
事
業
者
が
思
わ
ぬ
損
害
を
被
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。
事
前
対
策

業
対
策
を
講
じ
て
お
か
な
い
と
、
事
業
者
が
思
わ
ぬ
損
害
を
被
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。
事
前
対
策

し
て
お
く
べ
き
２
つ
の
リ
ス
ク
を
取
り
上
げ
る
。

し
て
お
く
べ
き
２
つ
の
リ
ス
ク
を
取
り
上
げ
る
。

る
。
さ
ら
に
、
競
合
す
る
同
業
他
社

で
の
勤
務
を
具
体
的
な
社
名
を
挙
げ

て
禁
じ
る
な
ど
、
副
業
先
に
関
す
る

制
限
を
設
け
る
こ
と
も
有
効
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
規
定
を
設
け
る
こ
と
で

万
事
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
就

業
規
則
を
変
更
す
る
際
に
は
従
業
員

に
内
容
の
理
解
と
徹
底
を
求
め
る
こ

と
が
重
要
だ
。

副
業
先
で
の
労
災
発
生
に
よ
る
ト

ラ
ブ
ル
も
リ
ス
ク
と
な
る
。
過
去
に

は
、
過
労
死
ラ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
た

残
業
時
間
を
大
幅
に
超
え
て
し
ま
う

こ
と
を
把
握
し
て
い
な
が
ら
放
置
し

た
事
業
者
が
、
１
億
円
超
の
損
害
賠

償
を
命
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
副
業
を
し
て
い
る
労
働
者
が

脳
疾
患
や
心
臓
疾
患
、
精
神
疾
患
な

ど
を
発
症
し
た
場
合
の
労
災
認
定
は
、

自
社
と
副
業
先
と
の
業
務
上
の
負
荷

を
総
合
的
に
分
析
し
て
判
断
す
る
こ

と
に
な
る
。
正
業
・
副
業
と
も
に
、

当
該
労
働
者
の
総
労
働
時
間
を
把
握

で
き
て
い
な
い
の
は
危
険
だ
。

事
業
者
が
総
労
働
時
間
を
把
握
す

る
た
め
に
は
、
従
業
員
に
正
し
く
副

業
の
労
働
時
間
を
申
告
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
。
副
業
を
開
始
す
る
前

に
届
け
出
る
ル
ー
ル
を
就
業
規
則
に

定
め
る
な
ど
、
事
前
の
対
策
が
必
要

に
な
る
だ
ろ
う
。

き
る
の
は
、
①
労
務
提
供
上
の
支
障

が
あ
る
場
合
、
②
業
務
上
の
秘
密
が

漏
洩
す
る
場
合
、
③
競
業
に
よ
り
自

社
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
、
④

自
社
の
名
誉
や
信
用
を
損
な
う
行
為

や
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
行
為
が
あ

る
場
合

―
と
解
さ
れ
て
い
る
。

就業規則の禁止規定
無効と判断される？

副
業
を
禁
止
し
て
い
る
企
業
で
は
、

副
業
を
懲
戒
事
由
と
し
て
就
業
規
則

に
定
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
判
例
で
原
則
と
し
て
副
業
が
認
め

ら
れ
て
い
る
以
上
、
会
社
が
な
ん
ら

か
の
処
分
を
下
し
て
も
、
そ
れ
が
不

当
だ
と
従
業
員
に
主
張
さ
れ
る
リ
ス

ク
は
否
定
で
き
な
い
。
企
業
法
務
に

詳
し
い
弁
護
士
は
「
仮
に
不
当
解
雇

だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
１
千
万

円
以
上
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
」
と
、
と
く
に
解
雇
処
分

刻
な
問
題
と
は
別
に
、

政
府
は
働
き
方
改
革
の

一
環
と
し
て
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
副
業
を
推
進
し

て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

少
子
高
齢
化
に
伴
う
労

働
力
の
確
保
な
ど
を
目

的
と
し
て
お
り
、
２
０

１
８
年
１
月
に
は
厚
生

労
働
省
が
「
副
業
・
兼

業
の
促
進
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」を
発
表
。

そ
の
な
か
で
従
来
の
モ

デ
ル
就
業
規
則
に
記
載

の
あ
っ
た
「
許
可
な
く

他
の
会
社
等
の
業
務
に

従
事
し
な
い
こ
と
」
と

に
つ
い
て
は
注
意
が
必

要
だ
と
指
摘
す
る
。

会
社
と
し
て
の
方
針

は
ど
う
で
あ
れ
、
副
業

を
検
討
す
る
就
業
者
が

増
え
、
国
も
そ
れ
を
後

押
し
し
て
い
る
以
上
、

副
業
す
る
人
は
間
違
い

な
く
増
え
て
い
く
。
事

業
者
は
副
業
を
認
め
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

従
業
員
が
副
業
を
開
始

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発

生
し
得
る
ト
ラ
ブ
ル
へ

の
備
え
が
必
須
に
な
る
。

従
業
員
の
副
業
に
よ
っ
て
考
え
ら

れ
る
主
な
リ
ス
ク
は
、
情
報
漏
洩
と

労
災
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
２
つ
だ
。

従
業
員
が
「
本
業
の
職
場
」
で
培
っ

た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
人
脈
を
「
競
業
他
社

で
の
副
業
」
に
活
用
す
れ
ば
、
自
社

に
と
っ
て
大
き
な
不
利
益
に
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
情
報
漏
洩
の
リ

ス
ク
も
あ
る
。
顧
客
の
個
人
情
報
を

持
ち
出
し
て
副
業
に
使
う
と
い
っ
た

悪
質
な
ケ
ー
ス
の
ほ
か
、
副
業
先
に

持
ち
込
ん
だ
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら

デ
ー
タ
を
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
り
、

外
部
か
ら
第
三
者
に
ハ
ッ
キ
ン
グ
さ

れ
た
り
し
て
情
報
流
出
す
る
こ
と
も

あ
り
得
る
。

情報漏洩のほかに
労災のリスクも

故
意
で
は
な
く
て
も
、
従
業
員
の

副
業
先
で
の
行
動
が
情
報
漏
洩
に
つ

な
が
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。
そ
う
し
た

事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
就

業
規
則
で
「
情
報
漏
洩
の
可
能
性
が

あ
る
副
業
」
を
禁
じ
る
な
ど
の
規
定

を
厳
格
に
整
備
し
て
お
く
必
要
が
あ

面
禁
止
す
る
の
は
特
別
な
場
合
を
除

け
ば
合
理
性
を
欠
く
」
と
し
、
実
際

に
会
社
が
就
業
規
則
で
副
業
を
禁
止

し
て
い
て
も
無
効
と
な
る
例
も
あ
り

得
る
と
判
断
し
た
。
具
体
的
に
は
、

会
社
が
就
業
規
則
で
副
業
を
禁
止
で

す
る
文
言
を
削
除
し
た
こ
と
で
副
業

推
進
へ
の
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。

副
業
の
意
義
に
つ
い
て
争
わ
れ
た

裁
判
で
、
裁
判
所
は
副
業
を
労
働
者

の
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る
。
判
例

で
は
、「（
副
業
を
）
就
業
規
則
で
全

コ
ロ
ナ
禍
で
事
情
が
激
変

経
営
者
な
ら
把
握
し
て
お
き
た
い

社
員
の
副
業
２
大
リ
ス
ク
と
は
…

特集４
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珠玉の名言集

年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うとき初めて老いる。

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。

ま
つ
だ
・
い
さ
お

明
治
29︵
１
８
９
６
︶年
生
ま

れ
。香
川
県
三
野
郡
詫
間
村︵
現

在
の
三
豊
市
詫
間
町
︶出
身
。香

川
県
立
三
豊
中
学
校
か
ら
慶
應

義
塾
大
学
理
財
科︵
現
在
の
経

済
学
部
︶へ
進
み
、
大
正
８︵
１

９
１
９
︶年
に
卒
業
す
る
と
三

越
本
店
に
入
社
。
和
服
に
前
掛

け
姿
で
連
日
残
業
と
い
う
職
場

だ
っ
た
た
め
、
慶
大
か
ら
入
社

し
た
13
人
が
半
年
で
３
人
に
ま

で
減
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

昭
和
５︵
１
９
３
０
︶年
に
異
例

の
ス
ピ
ー
ド
出
世
で
京
城
支
店

次
長
と
な
る
と
、
同
店
を
大
阪

支
店
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
優
秀

店
に
育
て
上
げ
た
。昭
和
13︵
１

９
３
８
︶年
に
は
大
阪
支
店
次

長
と
な
り
、
同
15︵
１
９
４
０
︶

年
に
は
昇
進
し
て
仙
台
支
店
長

に
就
任
し
た
。昭
和
17︵
１
９
４

２
︶年
、古
巣
の
京
城
支
店
に
支

店
長
と
し
て
赴
任
。昭
和
20︵
１

９
４
５
︶年
、敗
戦
の
報
に
触
れ

る
と
た
だ
ち
に
閉
鎖
準
備
に
着

手
。
店
員
と
そ
の
家
族
、
合
計

約
３
０
０
人
の
生
命
を
守
り
全

員
を
無
事
に
帰
国
へ
と
導
い
た
。

昭
和
21︵
１
９
４
６
︶年
取
締
役

本
部
長
に
就
任
、同
24︵
１
９
４

９
︶年
に
は
常
務
に
昇
任
し
戦

後
の
三
越
再
建
に
手
腕
を
発
揮

し
た
。昭
和
38︵
１
９
６
３
︶年
、

社
長
に
就
任
す
る
と
積
極
的
な

増
改
築
に
取
り
組
み
売
場
を
増

床
。
新
規
出
店
に
よ
る
多
店
舗

展
開
、
そ
し
て
三
越
イ
メ
ー
ジ

の
大
衆
化
を
推
進
し
た
。
昭
和

46︵
１
９
７
１
︶年
に
は
小
売
業

で
日
本
初
と
な
る
売
上
高
１
０

０
０
億
円
を
達
成
し
、
三
越
近

代
化
の
功
労
者
と
さ
れ
た
。
昭

和
47︵
１
９
７
２
︶年
、
社
長
の

座
を
岡
田
茂︵
故
人
︶に
譲
り
会

長
に
退
く
と
、
同
年
６
月
に
76

歳
で
死
去
。

松田 伊三雄 三越

宇野 収 東洋紡績（現・東洋紡）

う
の
・
お
さ
む

大
正
６︵
１
９
１
７
︶年
生
ま
れ
。
京

都
市
出
身
。
小
学
校
４
年
生
時
ま
で
に

母
と
父
を
相
次
い
で
亡
く
し
、
銀
行
員

だ
っ
た
父
の
遺
産
の
貸
家
で
生
計
を
立

て
る
継
母
に
育
て
ら
れ
た
。
京
都
三
中

で
は
成
績
上
位
だ
っ
た
が
受
験
直
前
に

肺
炎
カ
タ
ル
を
患
い
、
１
年
浪
人
し
て

旧
制
第
三
高
等
学
校
に
入
学
。
卒
業
後

は
官
僚
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
東
京

帝
国
大
学
を
志
望
。
ド
イ
ツ
語
予
備
校

で
の
１
年
間
の
浪
人
を
経
て
東
京
帝
大

法
学
部
政
治
学
科
に
入
学
し
た
。
昭
和

17︵
１
９
４
２
︶年
、
戦
時
措
置
に
よ
り

帝
大
を
繰
り
上
げ
卒
業
す
る
と
海
軍
経

理
学
校
へ
入
学
。
翌
18︵
１
９
４
３
︶年

に
は
海
軍
主
計
中
尉
と
し
て
内
地
配
属

と
な
っ
た
。昭
和
20
年
３
月
に
結
婚
し
、

生
家
の「
野
村
」か
ら
婚
家
の「
宇
野
」へ

改
姓
。
名
古
屋
で
終
戦
を
迎
え
同
年
11

月
に
復
員
し
た
。
戦
後
は
大
建
産
業
に

入
社
す
る
が
、
昭
和
24︵
１
９
４
９
︶年

に
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
で
同
社
が

分
割
さ
れ
る
と
呉
羽
紡
績
へ
移
籍
。
順

調
に
出
世
し
て
織
物
部
長
と
な
っ
て
い

た
昭
和
41︵
１
９
６
６
︶年
、
会
社
が
東

洋
紡
績
と
合
併
す
る
と
加
工
品
輸
出
部

の
副
部
長
と
な
り
、
以
後
は
商
品
開
発

部
長
、
化
成
品
事
業
部
長
な
ど
の
主
要

ポ
ス
ト
を
歴
任
。
社
内
初
と
な
る
本
格

的
な
非
繊
維
事
業
を
手
掛
け
、
ポ
リ
プ

ロ
ピ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
な
ど
を
事
業
化
し

た
。
昭
和
47︵
１
９
７
２
︶年
取
締
役
就

任
。
常
務
、
専
務
、
副
社
長
を
経
て
昭

和
53︵
１
９
７
８
︶年
、
社
長
に
就
任
し

た
。
昭
和
58︵
１
９
８
３
︶年
に
は
会
長

に
退
き
、
以
降
は
関
西
経
済
連
合
会
会

長
や
第
３
次
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議

会
会
長
代
理
な
ど
の
公
職
を
歴
任
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
実
業
家
・
詩
人
、
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
ウ
ル
マ
ン︵
ド
イ
ツ
出
身
の
ユ
ダ

ヤ
人
で
ア
メ
リ
カ
に
移
住
︶の
詩『
青

春
』を
座
右
の
銘
と
し
て
お
り
、ウ
ル
マ

ン
に
関
す
る
書
籍
を
作
山
宗
久︵
千
代

田
化
工
建
設
審
議
役
︶と
共
著
で
出
版

し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
そ
の
詩
を
翻

訳
し
た
一
節
。平
成
12︵
２
０
０
０
︶年
、

83
歳
で
死
去
。

人には〝天下一品の使命〟といって、
その人でなければ持ち合わせていない
特性あるいは才能がある。

く
ら
た
・
ち
か
ら

明
治
19︵
１
８
８
６
︶年
生
ま

れ
。福
岡
県
宗
像
郡
神
興
村︵
現

在
の
福
津
市
︶出
身
。福
岡
県
立

小
倉
工
業
学
校
を
経
て
仙
台
高

等
工
業
学
校︵
東
北
大
学
工
学

部
の
前
身
︶に
学
ぶ
。卒
業
後
の

明
治
45︵
１
９
１
２
︶年
、
久
原

鉱
業
所
日
立
製
作
所
に
入
社
。

日
立
鉱
山
か
ら
産
出
さ
れ
る
銅

を
用
い
て
電
線
の
自
主
製
造
に

成
功
。
日
立
の
電
線
事
業
を
確

立
さ
せ
、
以
後
約
20
年
間
に
わ

た
っ
て
工
場
長
と
し
て
製
造
の

現
場
に
立
ち
続
け
た
。
電
線
の

工
場
長
を
振
り
出
し
に
笠
戸
工

場
長
な
ど
製
造
畑
の
要
職
を
歴

任
し
、
昭
和
16︵
１
９
４
１
︶年

取
締
役
就
任
。昭
和
22︵
１
９
４

７
︶年
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
公
職

追
放
さ
れ
た
小
平
浪
平︵
日
立

製
作
所
初
代
社
長
︶の
後
任
と

し
て
二
代
目
社
長
に
就
任
し
た
。

昭
和
31︵
１
９
５
６
︶年
に
電
線

事
業
部
門
を
分
離
独
立
さ
せ
て

日
立
電
線
を
設
立
す
る
な
ど
、

日
立
グ
ル
ー
プ
の
再
編
・
強
化

に
経
営
手
腕
を
発
揮
。
昭
和
35

︵
１
９
６
０
︶年
、
日
本
科
学
技

術
振
興
財
団
の
初
代
会
長
に
就

任
し
、在
職
中
の
昭
和
39︵
１
９

６
４
︶年
に
は
財
団
が
運
営
母

体
と
な
っ
た
テ
レ
ビ
局「
東
京

12
チ
ャ
ン
ネ
ル︵
現
在
の
テ
レ

ビ
東
京
︶」を
開
局
し
た
。
昭
和

36︵
１
９
６
１
︶年
、
日
立
製
作

所
会
長
に
就
任
。
同
年
、
渋
沢

敬
三
ら
の
財
界
人
と
と
も
に
東

洋
大
学
へ
資
金
援
助
。
こ
れ
に

よ
っ
て
川
越
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に

工
学
部
が
創
設
さ
れ
た
。
昭
和

44︵
１
９
６
９
︶年
に
は
退
職
金

を
投
じ
て
財
団
法
人
国
産
技
術

振
興
会︵
現
在
の
倉
田
記
念
日

立
科
学
技
術
財
団
︶を
設
立
す

る
な
ど
、
国
内
産
業
の
技
術
発

展
に
も
尽
力
し
た
。
同
年
、
83

歳
で
死
去
。

倉田 主税日立製作所

のれんは磨いて、
初めて値打ちが出る。
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