
　

12
月
号
の
巻
頭
言
で
忍
田
会
長
が
、「
渋
澤

栄
一
に
学
ぶ
」
を
お
書
き
に
な
り
、
５
月
に

は
子
孫
の
渋
澤
健
氏
の
講
演
が
あ
る
由
、
経

営
姿
勢
の
大
切
さ
を
学
ん
で
頂
け
る
と
思
い

ま
す
。
渋
澤
栄
一
を
７
回
連
続
で
書
か
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
経
営
の
み
な
ら
ず
福
祉
に
尽

力
さ
れ
た
栄
一
翁
に
学
ん
で
頂
け
れ
ば
と
願
っ

て
い
ま
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿ど
の

の
十
三
人
」
の
鎌

倉
殿
の
第
一
号
が
源
頼
朝
。
長
い
流
人
時
代

に
培
っ
た
人
心
掌
握
術
が
成
功
者
と
な
っ
た

が
、
挙
兵
に
協
力
し
て
く
れ
た
豪
族
を
統
率

す
る
た
め
の
組
織
が
優
れ
て
い
た
。

こ
と
が
後
世
に
暗
君
と
悪
い
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
伝
え
ら
れ
た
の
も
事
実
で
す
。

　

慈
円
は
、「
愚
管
抄
」
で
頼
家
の
武
芸
を
誉

め
称
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
は
な
ら
ん
と
政
子
は
、
頼
家
の
権

限
を
制
限
し
、
有
力
御
家
人
十
三
人
に
よ
っ

て
政
ま
つ
り
ご
と、

初
の
合
議
制
が
敷
か
れ
た
の
で
す
。

　
有
力
御
家
人
十
三
人

　
「
宿
老
十
三
人
の
合
議
に
よ
っ
て
政
務
を
正

し
ま
し
ょ
う
」
と
、
任
命
さ
れ
た
の
が

　

執
権　

北
条
時
政

　

政
子
の
弟
で
二
代
執
権
と
な
る
北
条
義
時

　

御
家
人
筆
頭　

梶
原
景
時

　

坂
東
武
者
の
頭
領　

比
企
能
員

　

頼
朝
の
側
近　

安
達
盛
長

　

三
浦
党
の
ト
ッ
プ　

三
浦
義
澄

手
を
結
ん
で
上
の
追
い
落
と
し
を
し
な
い
よ
う

に
、
ラ
イ
バ
ル
同
士
を
同
職
に
し
て
競
わ
せ
る

と
い
う
、
ト
ッ
プ
の
保
身
策
で
す
。

　

ト
ッ
プ
頼
朝
の
死
に
よ
っ
て
、
頼
家
が
二
代

鎌
倉
殿
と
な
る
や
、
御
家
人
た
ち
が
勢
力
争

い
。
娘
が
頼
家
と
結
婚
し
後
継
者
一
幡
を
産

む
や
、
頼
家
の
義
父
比
企
能
員
が
勢
力
を
伸

ば
し
北
条
と
対
立
。

　

頼
家
は
側
近
を
重
用
、
蹴
鞠
に
興
じ
政
務

は
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
比
企
の
勢
力
を
バ
ッ
ク

に
常
軌
を
逸
し
た
振
舞
い
を
す
る
。

　

し
か
し
、
蹴
鞠
や
和
歌
は
た
だ
の
遊
び
で

は
な
く
、
朝
廷
・
公
家
と
の
友
好
、
対
応
に

大
切
な
糸
口
。
総
理
大
臣
が
ア
メ
リ
カ
大
統

領
と
ゴ
ル
フ
に
興
ず
る
の
と
同
じ
で
す
。

　

朝
廷
最
大
の
権
力
者
後
鳥
羽
上
皇
も
蹴
鞠

の
名
人
で
し
た
。

　

頼
家
は
、「
吾
妻
鏡
」
に
厳
し
く
書
か
れ
た

　

他
に
も
力
の
あ
る
豪
族
が
何
人
も
お
り
、

簡
単
な
組
織
図
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
役
職
を
与

え
、
お
互
い
が
牽
制
し
合
う
よ
う
に
す
る
。

　

顕
著
な
の
が
家
康
の
組
織
。
重
役
二
人
が

鎌
倉
殿
の
十
三
人
第
二
回講

談
師　

一
龍
斎
貞
花  

　

守
護

　

地
頭

公
文
所
別
当
（
政
務
）

　

大
江
広
元

間
注
所
執
事
（
裁
判
事
務
）

　

三
善
康
信

側
近

　

梶
原
景
時

　

土
肥
実
平

侍
所
（
武
士
統
制
機
関
）

　

和
田
義
盛

　

源
義
経

　

源
範
頼

頼　 朝

44

経営と
健
康
健
康



も
政
子
で
す
。

　

兄
頼
家
が
修
善
寺
で
非
業
の
最
期
を
遂
げ

た
時
実
朝
は
十
二
歳
の
少
年
で
し
た
。

　

兄
の
殺
害
を
命
じ
た
の
は
母
と
政
子
の
弟

北
条
義
時
だ
と
ひ
そ
か
に
噂
さ
れ
、
温
泉
に

入
っ
て
い
た
頼
家
は
、
首
を
縄
で
絞
め
殺
さ
れ

残
酷
に
も
睾
丸
を
切
り
取
ら
れ
た
と
、
そ
っ

と
聞
か
さ
れ
た
少
年
実
朝
は
そ
の
む
ご
さ
に

ぞ
っ
と
し
た
。

　
「
叔
父
義
時
が
兄
を
殺
し
た
。
次
は
自
分

が
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
不
吉
な

予
感
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
ま
す
。

　

実
朝
は
、
母
の
活
躍
と
は
裏
腹
に
、
次
第

に
政
治
へ
の
関
心
を
無
く
し
、
藤
原
定
家
に

和
歌
を
学
び
、
和
歌
に
優
れ
「
金
槐
和
歌
集
」

を
編
纂
す
る
な
ど
、
政
は
母
親
ま
か
せ
。
跡

継
ぎ
の
子
も
も
う
け
ず
、
幕
府
の
後
継
者
定

ま
ら
ず
、
政
子
は
朝
廷
に
か
け
あ
っ
て
皇
族
の

一
人
を
跡
継
ぎ
に
す
れ
ば
、
朝
廷
と
幕
府
の

間
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
と

考
え
た
。

　

さ
ら
に
有
力
御
家
人
の
勢
力
争
い
。
こ
こ

ぞ
と
実
権
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
後
鳥
羽
上

皇
の
鎌
倉
幕
府
打
倒
の
計
画
。
か
く
し
て
鎌

倉
幕
府
最
大
の
危
機
と
い
わ
れ
ま
す
承
久
の

乱
に
立
ち
上
る
政
子
の
活
躍
は
次
回
連
続
に

申
し
上
げ
ま
す
。
パ
ン
パ
ン

　

軍
事
長
官　

和
田
義
盛

　

行
政
長
官　

大
江
広
元

　

司
法
長
官　

三
善
康
信

　

頼
朝
の
側
近
で
大
江
広
元
の
兄
、
公
家
と

の
交
渉
に
大
き
な
功
績
を
果
し
た
中
原
親
能

　

武
蔵
の
武
士
で
一
番
に
頼
朝
の
元
に
駆
け
つ

け
た
旗
上
げ
前
か
ら
の
家
人　

足
立
遠
元

　

政
ま
ん
ど
こ
ろ所の

執
事　

二
階
堂
行
政

　

頼
朝
挙
兵
に
早
く
か
ら
参
加
し
、
下
総
と

常
盤
を
治
め
る
長
老　

八
田
知
家

　

こ
の
十
三
人
に
よ
っ
て
政
、
初
の
合
議
制
が

敷
か
れ
、
こ
の
人
た
ち
を
ま
と
め
て
い
っ
た
の

が
政
子
で
す
。

　

頼
家
を
失
脚
さ
せ
る
目
的
な
ら
ば
、
娘
婿

頼
家
の
親
比
企
能
員
を
参
加
せ
る
は
ず
は
な

く
、
ま
た
権
勢
を
振
る
う
能
員
を
牽
制
す
る

た
め
加
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
外
す

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
も
確
か
。

　

し
か
し
こ
の
十
三
人
が
一
堂
に
会
し
て
会
議

を
開
い
た
と
い
う
記
録
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
の
職
務
を
き
ち
ん
と
や
る
こ
と
が
、
鎌

倉
幕
府
を
盛
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

　

娘
政
子
の
存
在
は
、
北
条
に
と
っ
て
大
き
な

力
で
あ
り
、
政
子
の
父
時
政
、
弟
義
時
が
政

子
の
力
を
利
用
し
勢
力
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
。

　

一
方
、
比
企
能
員
は
、
娘
婿
頼
家
を
盛
り

立
て
実
権
を
握
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
北
条

と
比
企
の
対
立
が
激
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　　

建
仁
三
年
八
月
末
、
頼
家
が
病
の
た
め
危

篤
状
態
に
お
ち
い
っ
た
。
時
政
は
、

　
「
頼
家
が
死
ね
ば
、
家
督
は
能
員
の
娘
若

狭
の
局
が
産
ん
だ
一
幡
に
譲
ら
れ
る
恐
れ
が
あ

る
」
と
、
一
幡
を
殺
害
。
さ
ら
に
九
月
二
日
、

能
員
を
だ
ま
し
討
ち
。

　

も
っ
と
も
、
能
員
が
ひ
そ
か
に
時
政
追
討
を

企
て
、
そ
れ
が
政
子
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
比

企
を
滅
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
ど
ち
ら
と

決
め
つ
け
る
の
は
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

奇
跡
的
に
回
復
し
た
頼
家
は
こ
れ
を
知
る

や
激
怒
。
な
に
を
仕
出
か
す
か
し
れ
ん
と
。

　

そ
こ
で
政
子
は
、
頼
家
の
将
軍
職
を
剥
奪

し
伊
豆
の
修
善
寺
に
幽
閉
。
十
年
前
叔
父
範

頼
が
頼
朝
に
暗
殺
さ
れ
た
い
わ
く
つ
き
の
地
で

す
。

　

翌
る
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
北
条
が
送

り
込
ん
だ
刺
客
と
壮
絶
な
戦
い
を
繰
り
広
げ

た
末
、
頼
家
は
暗
殺
さ
れ
こ
の
時
頼
家
わ
ず

か
二
十
三
歳
、
無
念
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
こ

と
か
。

　

翌
る
元
久
二
年
七
月
、
政
子
が
政
治
の
表

舞
台
に
立
つ
よ
う
に
な
り
、
尼
将
軍
と
し
て

政
子
の
裁
量
に
よ
っ
て
武
士
た
ち
に
土
地
を

与
え
ら
れ
た
と
「
吾
妻
鏡
」
に
記し
る

さ
れ
、
実

験
を
握
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

政
子
は
家
来
に
唐
二
代
の
名
君
太
宗
の

「
貞じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う

観
政
要
」
を
翻
訳
し
て
ほ
し
い
と
命
じ

て
い
る
。

　

徳
川
家
康
が
人
使
い
が
う
ま
か
っ
た
の
は
、

「
直
言
の
功
は
一
番
槍
に
勝
る
」
と
い
う
貞
観

政
要
の
教
え
に
よ
る
も
の
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

　
「
君
主
た
る
者
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
人
民
の

生
活
の
安
定
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
人

民
を
搾
取
し
て
贅
沢
な
生
活
に
ふ
け
る
の
は
、

あ
た
か
も
自
分
の
股
の
肉
を
切
り
取
っ
て
喰
う

よ
う
な
も
の
。
満
腹
し
た
時
に
は
体
の
方
が

参
っ
て
し
ま
う
。天
下
の
安
泰
を
願
う
な
ら
ば
、

ま
ず
お
の
れ
の
姿
勢
を
正
す
必
要
が
あ
る
」

　
「
臣
下
の
忠
誠
を
期
待
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
相
当
の
礼
を
も
っ
て
臣
下
を
遇
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

　

後
の
帝
が
必
読
の
書
に
し
た
貞
観
政
要
を

学
ぶ
政
子
の
素
晴
ら
し
さ
、
正
に
実
力
女
性

社
長
で
す
。

　

三
代
将
軍
実
朝
の
妻
は
、「
母
上
様
、
母

上
様
」
と
政
子
を
慕
い
、
政
子
も
嫁
を
可
愛

が
り
、
嫁
が
目
を
患
っ
た
時
、

　
「
お
茶
を
淹
れ
た
か
ら
、
こ
れ
で
目
を
洗
い

な
さ
い
」
と
、
当
時
お
茶
は
薬
用
に
も
使
わ

れ
て
お
り
、
若
い
嫁
に
見
せ
た
優
し
い
姑
の
姿
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