
館
『
人
物
叢
書 

石
田
梅
岩
』
の
著
者
柴
田

実
氏
で
あ
り
、
父
も
祖
父
も
明
倫
舎
で
梅
岩

の
教
え
を
説
い
た
。

「
梅
岩
先
生
の
教
え
は
、
人
間
は
本
来
正
し

く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
教
え
が

あ
れ
ば
正
し
く
生
き
ら
れ
る
と
い
う
性
善
説

に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
と
し
て
い
か
に
生
き

る
か
、
と
い
う
基
本
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、

商
人
な
ら
商
売
の
道
で
正
し
い
生
き
方
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
身
近
な
話
題
で
、
身
の

回
り
の
物
事
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
分
か
り

や
す
く
話
し
た
か
ら
、
多
く
の
人
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
」

　
明
倫
舎
で
は
、
石
門
心
学
に
関
す
る
数
々

の
資
料
を
保
管
し
て
お
り
、
会
輔
こ
そ
開
催

は
し
て
い
な
い
が
、
心
学
修
正
舎
な
ど
と
積

極
的
に
交
流
を
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
商
業
の
都
、
大
阪
で
は
、
心
学

明
誠
舎
が
活
動
を
続
け
て
い
る
。
１
７
８
５

（
天
明
５
）
年
に
南
船
場
心
斎
橋
に
創
設
さ

れ
た
心
学
明
誠
舎
は
、
い
ま
も
大
阪
の
経
営

者
た
ち
の
重
要
な
学
び
の
場
だ
。
２
０
１
５

年
11
月
に
開
か
れ
た
「
石
門
心
学
講
演
会
」

で
は
、
作
家
・
玉
岡
か
お
る
さ
ん
に
よ
る
大

阪
商
人
と
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。
参
加
者
の
多
く
は
経
営
者
だ
。
関

西
に
か
つ
て
存
在
し
た
商
社
・
鈴
木
商
店
を

テ
ー
マ
に
し
た
著
書
の
あ
る
玉
岡
さ
ん
は
、

石
門
心
学
こ
そ
が
、
大
阪
商
人
の
源
流
だ
と

い
う
。

　
そ
の
集
ま
り
で
は
、
石
門
心
学
に
関
連
す

る
書
籍
を
基
に
話
題
を
提
供
す
る
「
読
書
紹

介
」
も
行
わ
れ
た
。
心
学
明
誠
舎
理
事
の
大

塚
と
お
る融

さ
ん
は
、『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
│
│

「
道
徳
感
情
論
」
と
「
国
富
論
」
の
世
界
』

（
ど
う堂 

め目 

た
く卓 

お生
、
中
公
新
書
）
を
と
り
あ
げ
た
。

実
は
、
石
田
梅
岩
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
生

き
た
時
代
が
近
い
。
梅
岩
の
『
都
鄙
問
答
』

の
発
刊
が
１
７
３
９
年
、『
斉
家
論
』
が
１

７
４
４
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
は
１
７
５
９
年
、

『
国
富
論
』
は
１
７
７
６
年
だ
。
主
張
に
類

似
点
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
塚
さ
ん

は
、
西
洋
と
東
洋
に
お
い
て
、
と
も
に
資
本

主
義
の
勃
興
期
の
経

済
に
お
け
る
倫
理
の

問
題
を
と
り
あ
げ
た

２
人
の
共
通
点
を
、

「
信
用
」
や
「
自
律
」

と
い
う
言
葉
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
説
明

し
た
。

　
中
尾
敦
子
さ
ん
は

心
学
明
誠
舎
副
理
事

長
で
あ
る
と
と
も
に
、

石
門
心
学
の
研
究
で

高
名
な
故
・
竹
中
靖

一
氏
（
元
・
心
学
明

誠
舎
理
事
長
）
の
娘

で
も
あ
る
。
中
尾
さ

ん
は
言
う
。

「
商
売
で
は
相
手
が
喜
ぶ
こ
と
を
し
な
さ
い
、

と
い
う
心
学
の
教
え
は
戦
後
の
日
本
の
経
済

発
展
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
梅
岩
が

偉
大
だ
っ
た
の
は
、
身
分
差
が
は
っ
き
り
し

て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
女
性
や
子
ど

も
も
平
等
に
学
び
舎
に
受
け
入
れ
た
こ
と
。

世
の
中
を
よ
く
す
る
に
は
学
び
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
社
会
教
育
に
力
を
注
い
だ
石

門
心
学
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
と
広
ま

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
心
学
明
誠
舎
理
事
の
下
野
讓
さ
ん
も
「
一

生
懸
命
に
や
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
心

学
の
教
え
の
バ
ト
ン
を
地
道
に
つ
な
い
で
い

き
た
い
」
と
話
す
。

　
ま
た
、
心
学
明
誠
舎
理
事
長
の
堀
井
よ
し良 

た
ね殷

さ
ん
は
石
門
心
学
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。

「
石
田
梅
岩
は
、『
先
も
立
ち
、
我
も
立
つ
』

と
い
う
共
生
の
論
理
で
社
会
に
貢
献
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
い
は
成
立
す
る
の
だ
と
分

か
り
や
す
く
説
き
ま
し
た
。
い
ま
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
資
本
主
義
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

欲
望
の
ア
ク
セ
ル
だ
け
を
踏
ん
で
い
た
ら
資

本
主
義
は
危
な
く
な
り
ま
す
。
欲
望
は
発
展

の
原
動
力
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
制
御

で
す
。
い
ま
我
々
が
『
愛
す
る
』
と
い
う
と

男
女
の
恋
愛
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
本
来
は

人
を
大
切
に
思
う
と
い
う
意
味
で
す
。『
論

語
』
の
言
葉
は
我
々
の
社
会
の
な
か
に
身
近

に
あ
る
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
で
見
過
ご
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ぜ
ひ
『
論

語
』
を
読
み
込
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
」

　
こ
の「
会
輔
」と
い
う
定
例
講
義
の
名
称
は
、

『
論
語
』
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
輔
く
」
と
い
う
文
句
に
ち
な

ん
で
堵
庵
が
名
付
け
た
。
会
輔
の
題
材
の
ひ

と
つ
と
し
て
『
論
語
』
を
用
い
る
の
も
、
梅

岩
以
来
の
伝
統
だ
。

　
続
い
て
は
、
心
学
修
正
舎
理
事
の
後
藤
一

成
さ
ん
に
よ
る
、「
石
田
梅
岩
の
世
界
観
と

日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
の
講
義
だ
。
そ
こ

「
し子 

の
た
ま
わ

　

曰
　

く
、
君
子
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を

愛
し
、小
人
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
い
易
し
と
」

　
ほ
の
か
な
灯
り
の
も
と
、『
論
語
』
の
素

読
を
唱
和
す
る
声
が
重
な
り
、
昔
な
が
ら
の

町
家
に
響
く
。
こ
こ
は
京
都
の
呉
服
問
屋
街

「
室
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
一
角
に
居
を

構
え
る
吉
田
邸
。
い
ま
こ
こ
で
、
石
田
梅
岩

の
教
え
を
伝
え
る
、
心
学
修
正
舎
の
月
１
回

の
定
例
講
義
「
か
い会 

ほ輔
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

参
加
者
は
高
校
生
か
ら
年
配
者
ま
で
多
様
だ
。

　
石
田
梅
岩
│
│
１
６
８
５
（
貞
享
２
）
年
、

現
在
の
亀
岡
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
京
都
の

呉
服
問
屋
で
番
頭
を
務
め
た
彼
は
、
１
７
２

９
（
享
保
14
）
年
、
45
歳
の
と
き
に
初
め
て

京
都
の
町
家
で
講
席
を
開
く
。
老
若
男
女
の

分
け
隔
て
な
く
、
ま
た
無
料
で
講
席
を
開
く

こ
と
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
梅
岩
の
教
え
は
、
彼
の
死
後
、
弟
子

の
手
島
堵
庵
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
諸

国
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、手
島
堵
庵
が
１
７
７
３（
安
永
２
）

年
に
五
条
東
洞
院
に
開
講
し
た
「
修
正
舎
」

で
あ
り
、
１
７
８
２
（
天
明
２
）
年
に
河
原

町
三
条
に
開
い
た
「
明
倫
舎
」
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
心
学
修

正
舎
の
理
事
で
あ
り
、『
論
語
』
を
教
え
る

衣
笠
三
省
塾
の
塾
主
で
も
あ
る
長
野
享
司
さ

ん
。

「『
学
べ
ば
人
を
愛
す
る
』
と
は
深
い
言
葉

１
８
５
５
（
安
政
２
）
年
に
小
谷
さ
ん
の
先

祖
が
「
伊
勢
屋
商
店
」
を
創
業
し
た
と
き
、

和
紙
の
卸
・
小
売
と
い
う
業
種
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
れ
が
利
幅
が
少
な
い
た
め
、
熱
心
に

働
か
な
い
と
続
け
て
い
け
な
い
商
い
だ
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
最
先
端
の
情
報
分
野
に
進

出
し
た
い
ま
で
も
、
イ
セ
ト
ー
に
は
そ
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
紙
は
『
み
よ
う冥 

が加
の
い
い
商
売
』（
冥
加
が
よ

い
と
は
、
も
と
も
と
薄
利
な
商
品
は
粗
末
に

取
り
扱
っ
て
は

商
売
に
な
ら
な

い
の
で
、
自
然

と
物
を
た
い
せ

つ
に
す
る
こ
と

を
身
に
つ
け
る

よ
う
に
な
る
、

と
い
う
意
味
）、

つ
ま
り
ご
加
護

の
あ
る
商
売
だ

か
ら
、
と
い
う

理
由
で
初
代
は

商
い
を
始
め
ま

し
た
。
利
幅
の
少
な
い
商
い
で
す
の
で
、
い

ま
だ
に
子
孫
は
苦
労
を
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

で
も
、
も
し
そ
の
と
き
に
も
っ
と
ぼ
ろ
儲
け

で
き
る
業
種
を
選
ん
で
い
た
ら
、
き
っ
と
ど

こ
か
で
倒
産
し
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
い
ま

で
も
我
が
社
に
は
、
無
理
な
利
益
の
出
し
方

に
関
し
て
は
『
そ
れ
は
そ
ぐ
わ
な
い
ん
ち
ゃ

う
』
と
、
歯
止
め
が
か
か
る
社
風
が
あ
る
ん

で
す
。
心
学
は
ま
さ
に
現
実
に
経
営
を
し
て

い
る
人
の
た
め
の
商
道
徳
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
企
業
が
倫
理
道
徳
を
見
失
い
か

け
て
い
る
い
ま
こ
そ
、
ま
た
学
び
直
す
価
値

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
心
学
修
正
舎
の
会
輔
で
「
石
田
梅
岩
の
世

界
観
と
日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
語
っ
た
後

藤
一
成
さ
ん
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
の

生
き
方
に
心
学
を
活
か
し
て
き
た
ひ
と
り
だ
。

大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
を
定
年
ま
で
勤
め
上
げ

た
経
歴
を
持
つ
後
藤
さ
ん
は
、
自
ら
に
「
さ
ん三

 

ぐ愚
」
と
い
う
号
を
付
け
て
い
る
。

「
酒
は
ダ
メ
、
仕
事
は
遅
い
、
気
も
利
か
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
『
三
愚
』
と
自
分
を
名
付
け

た
私
で
す
が
、『
人
間
は
天
か
ら
正
し
い
も

の
を
授
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
善

な
る
心
に
正
直
に
従
う
の
が
人
の
道
で
あ
り
、

商
売
の
道
だ
』
と
い
う
梅
岩
の
教
え
を
学
ん

だ
こ
と
で
、
営
業
マ
ン
と
し
て
の
道
が
開
け

ま
し
た
。
そ
し
て
『
真
に
良
い
お
客
様
』
は
、

約
束
を
誠
実
に
、
必
死
に
守
ろ
う
と
努
力
す

る
営
業
マ
ン
の
姿
を
真
の『
正
直
、誠
』と
し

て
正
し
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
ま
っ
た
く
悔
い
の
な

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

　
社
会
の
人
々
の
役
に
立
つ
こ
と
を
通
じ
て

自
分
も
「
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
る
の
が
正

し
い
道
で
あ
る
。
そ
う
説
き
続
け
た
梅
岩
の

商
道
徳
が
、
今
日
で
も
関
西
に
は
息
づ
い
て

い
る
。
京
都
の
商
家
に
い
ま
な
お
「
堪
忍
」

と
い
う
額
が
よ
く
掛
か
っ
て
い
る
の
も
、
そ

の
ひ
と
つ
の
証
な
の
だ
。

　
京
都
に
お
け
る
石
門
心
学
の
学
び
舎
と
し

て
、
心
学
修
正
舎
と
双
璧
を
な
し
て
き
た
の

が
、
明
倫
舎
だ
。
い
ま
そ
の
理
事
長
を
務
め

る
の
は
柴
田
な
ほ
子
さ
ん
。
父
は
吉
川
弘
文

で
解
説
さ
れ
た
の
は
、「
誠
」「
正
直
」「
倹
約
」

と
い
う
、
町
民
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
言

葉
を
大
切
な
理
念
と
し
て
掲
げ
た
梅
岩
の
教

え
の
普
遍
性
で
あ
っ
た
。「
正
直
が
行
わ
れ

れ
ば
、
世
間
一
同
に
和
合
し
、
四
海
の
中
皆

兄
弟
の
ご
と
し
」「
ま
こ
と
の
商
人
は
、
先

も
立
ち
、
我
も
立
つ
こ
と
を
思
う
な
り
」
と

い
う
そ
の
教
え
は
、Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
に
お
け
る

社
会
的
責
任
）
の
元
祖
と
も
言
わ
れ
、
渋
沢

栄
一
や
松
下
幸
之
助
も
深
く
影
響
を
受
け
た
。

　
心
学
修
正
舎
の
理
事
長
で
、
㈱
イ
セ
ト
ー

の
会
長
を
務
め
る
小
谷
達
雄
さ
ん
は
、
代
々

心
学
の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
ひ
と
り
だ
。

す
る
ハ
ン
ド
ル
と
ブ
レ
ー
キ
が
い
る
。
そ
れ

が
石
田
梅
岩
の
言
う
学
び
の
力
で
す
。
商
売

と
は
、
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
も
う
１
回
思
い
出
す
こ
と
で
、

資
本
主
義
は
健
全
に
な
る
ん
で
す
」

　
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
商
売
の
在
り
方
が

変
わ
っ
て
い
く
ほ
ど
に
、
梅
岩
の
教
え
は
ま

す
ま
す
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
く
。
そ
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
学
び
舎
か
ら
、
新
時
代
の
リ

ー
ダ
ー
が
生
ま
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
。

会輔での学びの風景。会場には「堪忍」の額が掛かる。講師の長野享司さん。
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特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

心学修正舎の理事長で、
㈱イセトーの会長を務める

小谷達雄さん。

明倫舎の柴田なほ子さん（右）と
心学修正舎の後藤一成さん（左）。
京都市内にある明倫舎の前で。

京
町
家
に
息
づ
く

学
び
の
伝
統

不
況
の
い
ま
こ
そ

梅
岩
の
商
道
徳
を

石
田
梅
岩
の
教
え
は
、
現
代
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
関
西
の
講
舎

│
京
都
の

心
学
修
正
舎
と
大
阪
の
心
学
明
誠
舎

│
の
活
動
を
報
告
し
、時
代
を
超
え
て
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
心
学
の「
学
び
」

の
場
を
紹
介
す
る
。

取
材
・
執
筆
／
里
中 

高
志
　
撮
影
／
永
野 

一
晃

心
学
の
い
ま
を
訪
ね
る

事
例
／
今
日
の
活
動

2



館
『
人
物
叢
書 

石
田
梅
岩
』
の
著
者
柴
田

実
氏
で
あ
り
、
父
も
祖
父
も
明
倫
舎
で
梅
岩

の
教
え
を
説
い
た
。

「
梅
岩
先
生
の
教
え
は
、
人
間
は
本
来
正
し

く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
教
え
が

あ
れ
ば
正
し
く
生
き
ら
れ
る
と
い
う
性
善
説

に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
と
し
て
い
か
に
生
き

る
か
、
と
い
う
基
本
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、

商
人
な
ら
商
売
の
道
で
正
し
い
生
き
方
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
身
近
な
話
題
で
、
身
の

回
り
の
物
事
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
分
か
り

や
す
く
話
し
た
か
ら
、
多
く
の
人
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
」

　
明
倫
舎
で
は
、
石
門
心
学
に
関
す
る
数
々

の
資
料
を
保
管
し
て
お
り
、
会
輔
こ
そ
開
催

は
し
て
い
な
い
が
、
心
学
修
正
舎
な
ど
と
積

極
的
に
交
流
を
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
商
業
の
都
、
大
阪
で
は
、
心
学

明
誠
舎
が
活
動
を
続
け
て
い
る
。
１
７
８
５

（
天
明
５
）
年
に
南
船
場
心
斎
橋
に
創
設
さ

れ
た
心
学
明
誠
舎
は
、
い
ま
も
大
阪
の
経
営

者
た
ち
の
重
要
な
学
び
の
場
だ
。
２
０
１
５

年
11
月
に
開
か
れ
た
「
石
門
心
学
講
演
会
」

で
は
、
作
家
・
玉
岡
か
お
る
さ
ん
に
よ
る
大

阪
商
人
と
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。
参
加
者
の
多
く
は
経
営
者
だ
。
関

西
に
か
つ
て
存
在
し
た
商
社
・
鈴
木
商
店
を

テ
ー
マ
に
し
た
著
書
の
あ
る
玉
岡
さ
ん
は
、

石
門
心
学
こ
そ
が
、
大
阪
商
人
の
源
流
だ
と

い
う
。

　
そ
の
集
ま
り
で
は
、
石
門
心
学
に
関
連
す

る
書
籍
を
基
に
話
題
を
提
供
す
る
「
読
書
紹

介
」
も
行
わ
れ
た
。
心
学
明
誠
舎
理
事
の
大

塚
と
お
る融

さ
ん
は
、『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
│
│

「
道
徳
感
情
論
」
と
「
国
富
論
」
の
世
界
』

（
ど
う堂 

め目 

た
く卓 

お生
、
中
公
新
書
）
を
と
り
あ
げ
た
。

実
は
、
石
田
梅
岩
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
生

き
た
時
代
が
近
い
。
梅
岩
の
『
都
鄙
問
答
』

の
発
刊
が
１
７
３
９
年
、『
斉
家
論
』
が
１

７
４
４
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
は
１
７
５
９
年
、

『
国
富
論
』
は
１
７
７
６
年
だ
。
主
張
に
類

似
点
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
塚
さ
ん

は
、
西
洋
と
東
洋
に
お
い
て
、
と
も
に
資
本

主
義
の
勃
興
期
の
経

済
に
お
け
る
倫
理
の

問
題
を
と
り
あ
げ
た

２
人
の
共
通
点
を
、

「
信
用
」
や
「
自
律
」

と
い
う
言
葉
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
説
明

し
た
。

　
中
尾
敦
子
さ
ん
は

心
学
明
誠
舎
副
理
事

長
で
あ
る
と
と
も
に
、

石
門
心
学
の
研
究
で

高
名
な
故
・
竹
中
靖

一
氏
（
元
・
心
学
明

誠
舎
理
事
長
）
の
娘

で
も
あ
る
。
中
尾
さ

ん
は
言
う
。

「
商
売
で
は
相
手
が
喜
ぶ
こ
と
を
し
な
さ
い
、

と
い
う
心
学
の
教
え
は
戦
後
の
日
本
の
経
済

発
展
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
梅
岩
が

偉
大
だ
っ
た
の
は
、
身
分
差
が
は
っ
き
り
し

て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
女
性
や
子
ど

も
も
平
等
に
学
び
舎
に
受
け
入
れ
た
こ
と
。

世
の
中
を
よ
く
す
る
に
は
学
び
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
社
会
教
育
に
力
を
注
い
だ
石

門
心
学
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
と
広
ま

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
心
学
明
誠
舎
理
事
の
下
野
讓
さ
ん
も
「
一

生
懸
命
に
や
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
心

学
の
教
え
の
バ
ト
ン
を
地
道
に
つ
な
い
で
い

き
た
い
」
と
話
す
。

　
ま
た
、
心
学
明
誠
舎
理
事
長
の
堀
井
よ
し良 
た
ね殷

さ
ん
は
石
門
心
学
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。

「
石
田
梅
岩
は
、『
先
も
立
ち
、
我
も
立
つ
』

と
い
う
共
生
の
論
理
で
社
会
に
貢
献
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
い
は
成
立
す
る
の
だ
と
分

か
り
や
す
く
説
き
ま
し
た
。
い
ま
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
資
本
主
義
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

欲
望
の
ア
ク
セ
ル
だ
け
を
踏
ん
で
い
た
ら
資

本
主
義
は
危
な
く
な
り
ま
す
。
欲
望
は
発
展

の
原
動
力
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
制
御

で
す
。
い
ま
我
々
が
『
愛
す
る
』
と
い
う
と

男
女
の
恋
愛
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
本
来
は

人
を
大
切
に
思
う
と
い
う
意
味
で
す
。『
論

語
』
の
言
葉
は
我
々
の
社
会
の
な
か
に
身
近

に
あ
る
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
で
見
過
ご
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ぜ
ひ
『
論

語
』
を
読
み
込
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
」

　
こ
の「
会
輔
」と
い
う
定
例
講
義
の
名
称
は
、

『
論
語
』
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
輔
く
」
と
い
う
文
句
に
ち
な

ん
で
堵
庵
が
名
付
け
た
。
会
輔
の
題
材
の
ひ

と
つ
と
し
て
『
論
語
』
を
用
い
る
の
も
、
梅

岩
以
来
の
伝
統
だ
。

　
続
い
て
は
、
心
学
修
正
舎
理
事
の
後
藤
一

成
さ
ん
に
よ
る
、「
石
田
梅
岩
の
世
界
観
と

日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
の
講
義
だ
。
そ
こ

「
し子 

の
た
ま
わ

　

曰
　

く
、
君
子
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を

愛
し
、小
人
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
い
易
し
と
」

　
ほ
の
か
な
灯
り
の
も
と
、『
論
語
』
の
素

読
を
唱
和
す
る
声
が
重
な
り
、
昔
な
が
ら
の

町
家
に
響
く
。
こ
こ
は
京
都
の
呉
服
問
屋
街

「
室
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
一
角
に
居
を

構
え
る
吉
田
邸
。
い
ま
こ
こ
で
、
石
田
梅
岩

の
教
え
を
伝
え
る
、
心
学
修
正
舎
の
月
１
回

の
定
例
講
義
「
か
い会 

ほ輔
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

参
加
者
は
高
校
生
か
ら
年
配
者
ま
で
多
様
だ
。

　
石
田
梅
岩
│
│
１
６
８
５
（
貞
享
２
）
年
、

現
在
の
亀
岡
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
京
都
の

呉
服
問
屋
で
番
頭
を
務
め
た
彼
は
、
１
７
２

９
（
享
保
14
）
年
、
45
歳
の
と
き
に
初
め
て

京
都
の
町
家
で
講
席
を
開
く
。
老
若
男
女
の

分
け
隔
て
な
く
、
ま
た
無
料
で
講
席
を
開
く

こ
と
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
梅
岩
の
教
え
は
、
彼
の
死
後
、
弟
子

の
手
島
堵
庵
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
諸

国
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、手
島
堵
庵
が
１
７
７
３（
安
永
２
）

年
に
五
条
東
洞
院
に
開
講
し
た
「
修
正
舎
」

で
あ
り
、
１
７
８
２
（
天
明
２
）
年
に
河
原

町
三
条
に
開
い
た
「
明
倫
舎
」
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
心
学
修

正
舎
の
理
事
で
あ
り
、『
論
語
』
を
教
え
る

衣
笠
三
省
塾
の
塾
主
で
も
あ
る
長
野
享
司
さ

ん
。

「『
学
べ
ば
人
を
愛
す
る
』
と
は
深
い
言
葉

１
８
５
５
（
安
政
２
）
年
に
小
谷
さ
ん
の
先

祖
が
「
伊
勢
屋
商
店
」
を
創
業
し
た
と
き
、

和
紙
の
卸
・
小
売
と
い
う
業
種
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
れ
が
利
幅
が
少
な
い
た
め
、
熱
心
に

働
か
な
い
と
続
け
て
い
け
な
い
商
い
だ
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
最
先
端
の
情
報
分
野
に
進

出
し
た
い
ま
で
も
、
イ
セ
ト
ー
に
は
そ
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
紙
は
『
み
よ
う冥 

が加
の
い
い
商
売
』（
冥
加
が
よ

い
と
は
、
も
と
も
と
薄
利
な
商
品
は
粗
末
に

取
り
扱
っ
て
は

商
売
に
な
ら
な

い
の
で
、
自
然

と
物
を
た
い
せ

つ
に
す
る
こ
と

を
身
に
つ
け
る

よ
う
に
な
る
、

と
い
う
意
味
）、

つ
ま
り
ご
加
護

の
あ
る
商
売
だ

か
ら
、
と
い
う

理
由
で
初
代
は

商
い
を
始
め
ま

し
た
。
利
幅
の
少
な
い
商
い
で
す
の
で
、
い

ま
だ
に
子
孫
は
苦
労
を
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

で
も
、
も
し
そ
の
と
き
に
も
っ
と
ぼ
ろ
儲
け

で
き
る
業
種
を
選
ん
で
い
た
ら
、
き
っ
と
ど

こ
か
で
倒
産
し
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
い
ま

で
も
我
が
社
に
は
、
無
理
な
利
益
の
出
し
方

に
関
し
て
は
『
そ
れ
は
そ
ぐ
わ
な
い
ん
ち
ゃ

う
』
と
、
歯
止
め
が
か
か
る
社
風
が
あ
る
ん

で
す
。
心
学
は
ま
さ
に
現
実
に
経
営
を
し
て

い
る
人
の
た
め
の
商
道
徳
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
企
業
が
倫
理
道
徳
を
見
失
い
か

け
て
い
る
い
ま
こ
そ
、
ま
た
学
び
直
す
価
値

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
心
学
修
正
舎
の
会
輔
で
「
石
田
梅
岩
の
世

界
観
と
日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
語
っ
た
後

藤
一
成
さ
ん
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
の

生
き
方
に
心
学
を
活
か
し
て
き
た
ひ
と
り
だ
。

大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
を
定
年
ま
で
勤
め
上
げ

た
経
歴
を
持
つ
後
藤
さ
ん
は
、
自
ら
に
「
さ
ん三

 

ぐ愚
」
と
い
う
号
を
付
け
て
い
る
。

「
酒
は
ダ
メ
、
仕
事
は
遅
い
、
気
も
利
か
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
『
三
愚
』
と
自
分
を
名
付
け

た
私
で
す
が
、『
人
間
は
天
か
ら
正
し
い
も

の
を
授
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
善

な
る
心
に
正
直
に
従
う
の
が
人
の
道
で
あ
り
、

商
売
の
道
だ
』
と
い
う
梅
岩
の
教
え
を
学
ん

だ
こ
と
で
、
営
業
マ
ン
と
し
て
の
道
が
開
け

ま
し
た
。
そ
し
て
『
真
に
良
い
お
客
様
』
は
、

約
束
を
誠
実
に
、
必
死
に
守
ろ
う
と
努
力
す

る
営
業
マ
ン
の
姿
を
真
の『
正
直
、誠
』と
し

て
正
し
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
ま
っ
た
く
悔
い
の
な

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

　
社
会
の
人
々
の
役
に
立
つ
こ
と
を
通
じ
て

自
分
も
「
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
る
の
が
正

し
い
道
で
あ
る
。
そ
う
説
き
続
け
た
梅
岩
の

商
道
徳
が
、
今
日
で
も
関
西
に
は
息
づ
い
て

い
る
。
京
都
の
商
家
に
い
ま
な
お
「
堪
忍
」

と
い
う
額
が
よ
く
掛
か
っ
て
い
る
の
も
、
そ

の
ひ
と
つ
の
証
な
の
だ
。

　
京
都
に
お
け
る
石
門
心
学
の
学
び
舎
と
し

て
、
心
学
修
正
舎
と
双
璧
を
な
し
て
き
た
の

が
、
明
倫
舎
だ
。
い
ま
そ
の
理
事
長
を
務
め

る
の
は
柴
田
な
ほ
子
さ
ん
。
父
は
吉
川
弘
文

で
解
説
さ
れ
た
の
は
、「
誠
」「
正
直
」「
倹
約
」

と
い
う
、
町
民
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
言

葉
を
大
切
な
理
念
と
し
て
掲
げ
た
梅
岩
の
教

え
の
普
遍
性
で
あ
っ
た
。「
正
直
が
行
わ
れ

れ
ば
、
世
間
一
同
に
和
合
し
、
四
海
の
中
皆

兄
弟
の
ご
と
し
」「
ま
こ
と
の
商
人
は
、
先

も
立
ち
、
我
も
立
つ
こ
と
を
思
う
な
り
」
と

い
う
そ
の
教
え
は
、Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
に
お
け
る

社
会
的
責
任
）
の
元
祖
と
も
言
わ
れ
、
渋
沢

栄
一
や
松
下
幸
之
助
も
深
く
影
響
を
受
け
た
。

　
心
学
修
正
舎
の
理
事
長
で
、
㈱
イ
セ
ト
ー

の
会
長
を
務
め
る
小
谷
達
雄
さ
ん
は
、
代
々

心
学
の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
ひ
と
り
だ
。

す
る
ハ
ン
ド
ル
と
ブ
レ
ー
キ
が
い
る
。
そ
れ

が
石
田
梅
岩
の
言
う
学
び
の
力
で
す
。
商
売

と
は
、
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
も
う
１
回
思
い
出
す
こ
と
で
、

資
本
主
義
は
健
全
に
な
る
ん
で
す
」

　
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
商
売
の
在
り
方
が

変
わ
っ
て
い
く
ほ
ど
に
、
梅
岩
の
教
え
は
ま

す
ま
す
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
く
。
そ
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
学
び
舎
か
ら
、
新
時
代
の
リ

ー
ダ
ー
が
生
ま
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
。

心学明誠舎の歴史資料。講演会の風景。玉岡かおるさんを招いての講演会。理事長の堀井良殷さん。 副理事長の中尾敦子さん。理事の下野讓さん。

心学明誠舎
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Sp
ecial  Feature  /  Th

e  Po
w

er  o
f  Traditio

nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

明倫舎の年中行事を記した貴重な資料。 明倫舎の看板。大正期の
心学道話会参聴券。

明倫舎 大
阪
商
人
の

源
流
と
し
て
の

石
門
心
学

心学修正舎の会輔会場入口。
会場は京都の呉服問屋街「室町」の
吉田邸（京都生活工藝館・無名舎）。

心
学
明
誠
舎
所
蔵
の
資
料

「
童
子
教
訓
之
講
釈
」は
、江
戸
時
代
の

学
び
の
場
の
様
子
を
い
ま
に
伝
え
る
。


