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な
ぜ
今
、商
人
道
を
考
え
る
の
か

本
年
二
月
よ
り
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
で
は
、
会
長
・
松ま

つ

下し
た

正ま
さ

幸ゆ
き

を
は
じ
め
、
社
内
有
志
の
幹
部
が
参
加
す
る
研

究
の
場
と
し
て
、「
新
し
い
商
人
道
研
究
会
」
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
や
電
子
マ
ネ
ー

の
普
及
拡
大
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
い
っ

そ
う
ビ
ジ
ネ
ス
の
形
態
を
多
様
に
し
て
い
る
今
、
こ
れ

か
ら
の
「
商
売
」
の
現
場
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か

―
―
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
、
商
人
の
あ
り
方
、
そ
し

て
、
商
人
道
に
つ
い
て
の
知
見
を
深
め
て
い
く
こ
と
は

と
て
も
有
意
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
「
商
人
道
」
と
は
一
体

何
で
あ
る
の
か
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
日
本
人
は
、
そ
の
明
確
な
定
義
を

学
ぶ
こ
と
も
な
く
、
そ
の
割
に
は
ご
く
自
然
に
こ
の
言

葉
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
だ
。

よ
く
援
用
さ
れ
る
の
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的

責
任
）
や
企
業
倫
理
、
仕
事
の
礼
儀
作
法
な
ど
に
お
い

て
、
そ
の
大
切
さ
を
訴
え
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、

日
本
の
伝
統
精
神
の
発は

つ

露ろ

と
し
て
商
人
道
と
い
う
も
の

が
存
在
す
る
と
い
う
共
通
認
識
が
持
た
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
改
め
て
「
商
人
道
と
は
一
体
何
で
し
ょ
う
か
」

と
問
わ
れ
た
際
に
、
明
確
に
答
え
を
用
意
で
き
て
い
る

人
は
そ
う
多
く
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
商
業
の
通
念
に
照
ら
し
て
商
人

道
の
本
質
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、〝
日
々
実
践
さ
れ
る

商
売
の
中
で
鍛
え
ら
れ
、
育は

ぐ
くま
れ
て
き
た
行
動
思
想
・

哲
学
〟
と
い
っ
た
観
念
で
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
そ
の
行
動
思
想
・
哲
学
は
現
状
で
は
体
系
立
っ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
と
ら
え

る
範
囲
に
お
い
て
は
連
続
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
面
が

見
受
け
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
非
連
続
の
側
面
も
あ
る
。

松
下
幸
之
助
・
そ
の
商
人
道
の
源
流
と
は

産
学
の
垣
根
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
闊か

っ

達た
つ

な
議
論
を
も
と
に

「
新
し
い
商
人
道
」の
解
明
に
挑
む
新
シ
リ
ー
ズ

「
新
し
い
商
人
道
研
究
会
」事
務
局
長　

渡
邊
祐
介（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
理
念
経
営
研
究
セ
ン
タ
ー
代
表
）

だ
か
ら
こ
そ
、「
真
の
商
人
道
と
は
何
か
」
と
い
う
課

題
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
意
義
が
少
な
か
ら
ず
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
今
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
（
外
国
人
の
訪
日
旅

行
）
を
は
じ
め
様
々
な
面
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
日
本
に

押
し
寄
せ
て
い
る
中
で
、
日
本
の
「
お
も
て
な
し
」
文

化
が
サ
ー
ビ
ス
や
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
一
種
と
し
て
高

い
評
価
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
商

売
の
現
場
で
通
用
し
続
け
る
も
の
な
の
か
、
そ
の
未
来

を
見
渡
す
視
界
は
全
く
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状

況
に
お
い
て
、
今
こ
そ
日
本
人
が
従
来
の
商
人
道
へ
の

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
新
し
い
時
代
に
適
応
し
進

化
す
る
可
能
性
を
探
究
し
て
お
く
こ
と
は
、
非
常
に
重

要
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
当
研
究
会
で
は
、
日
本
に
脈
々
と
存
在
し
、

実
践
さ
れ
て
き
た
伝
統
精
神
と
さ
れ
る
種
々
の
商
人
道

を
、
産
学
の
垣
根
に
と
ら
わ
れ
ず
自じ

由ゆ
う

闊か
っ

達た
つ

に
議
論
し
、

―
―
修
業
時
代
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
兄
弟
の
教
え

「
新
し
い
商
人
道
研
究
会
」レ
ポ
ー
ト

新連載

写
真
撮
影
：
白
岩
貞
昭
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ッ
ト
上
に
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
〝
事
件
〟
自
体
、

わ
れ
わ
れ
に
あ
る
示し

唆さ

を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、

幸
之
助
の
商
人
道
は
近
江
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
近
代

の
日
本
の
商
人
の
考
え
方
と
混
同
さ
れ
る
ほ
ど
相
通
じ

る
点
が
多
く
、
そ
の
考
え
方
と
無
縁
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幸
之
助
は
自
著
『
商
売
心
得

帖
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊
）
等
で
、
親
方
や
店
の
先
輩
か

ら
様
々
な
商
売
の
教
え
を
学
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
率そ

っ

直ち
ょ
くに

紹
介
し
て
お
り
、
諸も

ろ

々も
ろ

の
商
人
道
の
内
容
を
断

片
的
で
あ
れ
取
り
入
れ
て
い
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。

人
生
の
転
機
を 

も
た
ら
し
た
五
代
兄
弟

本
来
、
幸
之
助
の
商
人
道
の
全
貌
を
理
解
す
る
に
は
、

『
商
売
心
得
帖
』
や
『
私
の
行
き
方　

考
え
方
』（
Ｐ
Ｈ

Ｐ
研
究
所
刊
）
と
い
っ
た
主
要
著
作
や
日
頃
述
べ
て
い

た
内
容
か
ら
つ
く
ら
れ
た
「
商
売
戦
術
三
十
カ
条
」

「
商
い
の
心
得
十
カ
条
」
な
ど
の
教
え
は
も
ち
ろ
ん
、

商
売
を
通
じ
て
幸
之
助
と
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
の
証
言

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
す
べ
て
検
証
し
て
詰
め
て
い
く
作
業

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
す
で
に
考
え
ら
れ

て
い
る
い
く
つ
か
の
仮
説
、
例
え
ば
、
上か

み

方が
た

商
人
や
近

江
商
人
の
商
人
道
と
の
関
連
性
、
江
戸
期
に
「
商
人
の

道
」
を
説
い
た
石い

し

田だ

梅ば
い

岩が
ん

の
思
想
と
の
近
似
性
な
ど
に

つ
い
て
も
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
今
回
は
、
幸
之
助
の
商
人
道
が
最
も
培つ

ち
かわ

れ
た

時
期
と
み
ら
れ
る
奉
公
時
代
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し

た
い
。

次
ペ
ー
ジ
の
図
表
１
は
、
故
郷
和
歌
山
を
離
れ
た
幸

さ
て
、
第
一
回
の
本
研
究
会
で
は
、
検
討
す
べ
き
最

初
の
現
代
商
人
道
の
一
つ
と
し
て
、
私
が
講
義
者
を
務

め
、
松
下
幸
之
助
（
以
下
、
幸
之
助
）
の
商
人
道
に
つ

い
て
論
を
進
め
た
。
そ
の
論
点
を
ご
紹
介
し
た
い
。

幸
之
助
の
商
人
道
を
検
討
す
る
理
由
は
、
幸
之
助
こ

そ
商
人
道
に
徹
し
て
成
功
し
た
昭
和
を
代
表
す
る
経
営

者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
家
電
を
製
造
す
る
企
業
の

創
業
者
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
奉
公
制
度
で
商
売
の
修
業
を

重
ね
た
キ
ャ
リ
ア
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
業
界
の

先
駆
け
と
な
る
独
自
の
販
売
店
制
度
を
い
ち
早
く
構
築

し
、
極
め
て
順
調
な
成
長
を
遂
げ
た
経
営
の
軌
跡
か
ら
、

販
売
を
非
常
に
重
視
し
た
経
営
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
幸
之
助
の
考
え
方
か
ら

商
人
道
の
一
端
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
至し

極ご
く

ま
っ

と
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
妥
当
性
を
物
語
る
一
つ
の
〝
事
件
〟
を
紹
介
し

よ
う
。
か
つ
て
、「
近お

う
み江

商
人　

商
売
の
心
得
十
訓
」

な
る
も
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
出
回
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
内
容
を
よ
く
よ
く
吟
味
し

て
み
る
と
、
な
ん
と
幸
之
助
の
商
売
観
を
整
理
し
た

「
商
売
戦
術
三
十
カ
条
」
の
う
ち
の
十
カ
条
と
完
全
に

一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
・
近
江
商
人
郷
土

館
館
長
の
末す

え

永な
が

國く
に

紀と
し

氏
に
そ
の
真
偽
を
う
か
が
っ
た
と

こ
ろ
、
近
江
商
人
の
各
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
念
は
あ
る

も
の
の
、「
商
売
の
心
得
十
訓
」
と
い
う
名
の
正
当
性

の
あ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
近
江
商
人
に
由
来
す
る
と

い
う
点
で
の
信し

ん

憑ぴ
ょ
う性

は
高
く
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
情
報
は
い
ま
だ
消
え
る
こ
と
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ

検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
通

用
す
る
「
新
し
い
商
人
道
の
姿
」
の
輪り

ん

郭か
く

を
描
い
て
い

く
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

そ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
と
し
て
、「
シ
ョ
ウ
ニ

ン
ド
ー
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
「
カ
イ
ゼ
ン
」
と
い
っ

た
用
語
の
よ
う
に
、
世
界
に
通
用
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
用
語

の
列
に
加
わ
る
こ
と
も
期
待
し
た
い
。

商
人
道
に
徹
し
た
代
表
的
経
営
者

敗
し
、
資
産
を
失
っ
て
大
阪
へ

流
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

政
楠
は
、
か
つ
て
は
和わ

佐さ

村む
ら

の
村
会
議
員
を
務
め
た
ほ
ど
の

地
元
の
名
士
だ
っ
た
。
米
相
場

で
の
失
敗
後
は
和
歌
山
市
内
で

下げ

駄た

商
を
営
ん
だ
も
の
の
、
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
。

大
阪
に
出
た
後
の
政
楠
の
動

向
に
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、

と
に
も
か
く
に
も
、
私
立
大
阪

盲も
う

唖あ

院
を
創
立
し
た
五
代
五
兵

衛
に
拾
わ
れ
、
書
記
・
会
計
係

と
し
て
仕
え
た
こ
と
が
、
幸
之

助
に
も
転
機
を
も
た
ら
し
た
。

五
兵
衛
の
弟
の
音
吉
が
兄
の
助

力
を
得
て
自
転
車
店
を
開
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、

政
楠
が
五
兵
衛
の
も
と
で
働
い
て
い
た
縁
か
ら
、
息
子

の
幸
之
助
が
五
代
自
転
車
商
会
の
丁で

っ

稚ち

と
し
て
請
わ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

幸
之
助
は
五
兵
衛
か
ら 

何
を
学
ん
だ
の
か

五
代
兄
弟
と
の
縁
を
得
た
幸
之
助
は
、
五
兵
衛
か
ら

生
き
て
い
く
た
め
の
心
が
ま
え
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
音

吉
か
ら
は
日
頃
の
奉
公
生
活
の
中
で
商
人
と
し
て
の
重

要
な
躾し

つ
けを

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
幸
之
助
の
人
格

形
成
に
影
響
を
与
え
た
五
代
兄
弟
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
兄
の
五
兵
衛
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
元
は

越
前
大
野
か
ら
大
阪
に
出
て
来
て
い
た
播は

り

磨ま

屋
と
い
う

米
商
人
の
五
代
目
で
あ
っ
た
。
優
秀
で
将
来
を
嘱

し
ょ
く

望ぼ
う

さ
れ
て
い
た
が
、
十
七
歳
の
時
に
風ふ

う

眼が
ん

（
化
膿
性
結
膜

炎
）
に
か
か
り
、
失
明
す
る
。
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
を
負
っ
た
五
兵
衛
は
米
商
人
の
道
を
あ
き
ら
め
、

青
物
商
や
按あ

ん

摩ま

業
を
し
た
り
し
て
一
家
の
家
計
を
支
え

た
。そ

の
後
、
い
く
つ
か
の
失
敗
を
経
験
し
な
が
ら
も
、

五
兵
衛
は
抜
群
の
記
憶
力
と
、
お
得
意
先
を
大
事
に
す

る
と
こ
ろ
か
ら
得
た
信
頼
に
よ
り
、
周

し
ゅ
う

旋せ
ん

業
で
不
動

産
の
仲
介
や
売
買
を
手
が
け
て
成
功
し
た
。
幸
之
助
は

五
兵
衛
の
人
間
力
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
述
べ
て

之
助
少
年
が
宮
田
火
鉢
店
で
の
奉
公
生
活
を
終
え
、
新

た
に
五ご

代だ
い

自
転
車
商
会
に
住
み
込
ん
で
奉
公
を
始
め
た

時
点
で
の
人
間
関
係
で
あ
る
。
幸
之
助
は
自
身
の
人
生

に
最
も
影
響
を
与
え
た
人
た
ち
の
思
い
出
を
自
著

『
折
々
の
記
』（
文
庫
版
は
『
縁
、
こ
の
不
思
議
な
る
も

の
』、
と
も
に
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊
）
で
述
べ
て
い
る
が
、

そ
の
最
初
に
登
場
す
る
の
が
、
奉
公
し
た
自
転
車
店
の

店
主
・
五
代
音お

と

吉き
ち

と
、
そ
の
兄
で
幸
之
助
の
父
・
政ま

さ

楠く
す

の
人
生
を
変
え
た
五ご

兵へ

衛え

で
あ
る
。

幸
之
助
が
大
阪
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、

元
々
父
の
政
楠
が
和
歌
山
で
米
相
場
に
手
を
出
し
て
失

図表１ 奉公時代の松下幸之助をめぐる人間関係
五代自転車商会 私立大阪盲唖院

五代音吉

親子

五代五兵衛

松下幸之助 　松下政楠

影響

書記・
会計係

兄弟

院主親方

丁稚

発表者の渡邉祐介様々な質疑も飛び出し、議論が白熱（右：弊誌編集主幹・櫛原吉男）
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い
る
。

「
驚
く
べ
き
こ
と
に
五
兵
衛
さ
ん
は
、
全
盲
で
あ
り
な

が
ら
、
家
の
売
買
周
旋
に
あ
た
っ
て
一
度
そ
の
家
へ
入

れ
ば
、
そ
の
家
の
古
さ
や
値
打
ち
が
は
っ
き
り
わ
か
っ

た
」（『
折
々
の
記
』）

資
産
を
得
た
五
兵
衛
が
私
立
大
阪
盲
唖
院
を
設
立
し

た
の
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
目
の
障
が
い
に
よ
り
生

活
苦
と
な
っ
て
い
る
子
供
た
ち
を
、
教
育
に
よ
っ
て
救

い
た
い
と
い
う
一
念
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
本
初
の
盲
唖

院
で
あ
る
京
都
盲
唖
院
の
創
立
者
・
古ふ

る

河か
わ

太た

四し

郎ろ
う

に
院

長
に
な
っ
て
も
ら
い
、
念
願
の
盲
唖
院
を
開
学
し
た
。

幸
之
助
が
い
る
五
代
自
転
車
商
会
に
五
兵
衛
が
訪
れ

た
際
、
大
阪
盲
唖
院
へ
の
帰
り
道
に
五
兵
衛
の
手
を
引

い
て
い
く
の
が
幸
之
助
の
役
割
で
あ
っ
た
。
後
年
、
そ

の
時
の
思
い
出
を
幸
之
助
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
た
。

「
ご
自
分
の
苦
心
談
な
ど
を
そ
れ
と
な
く
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を
ぼ
く
は
、
子
ど
も
心
に
尊
敬
の
念
を

覚
え
つ
つ
聞
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
は
た

だ
何
気
な
く
聞
い
て
い
た
話
で
も
、
あ
と
に
な
っ
て
み

て
『
ほ
ん
と
う
に
そ
の
通
り
だ
な
』
と
感
じ
た
こ
と
が

実
に
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
も
、
と
く
に
強
く
感
じ
た
こ
と
の
一
つ

は
、
や
は
り
何
を
す
る
の
で
も
、
結
局
は
誠
実
な
熱
意

が
も
の
を
い
う
と
い
う
こ
と
で
す
。（
中
略
）
ぼ
く
自

身
も
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
に
い
く
た
び
も
直
面
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
都
度
、

ぼ
く
の
意
識
の
な
か
に
は
、〝
五
兵
衛
さ
ん
に
く
ら
べ

れ
ば
、
ま
だ
ず
っ
と
恵
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
っ
と

努
力
し
な
け
れ
ば
…
…
〟
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
ぼ
く
を
支
え
る
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
」（
前
掲
書
）

こ
う
し
た
証
言
か
ら
も
、
幸
之
助
に
対
す
る
五
兵
衛

の
存
在
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

幸
之
助
は
商
売
や
経
営
に
取
り
組
む
上
で
、
こ
と
さ

ら
熱
意
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
お
り
、
社
員
に
対

し
て
も
、
熱
意
さ
え
あ
れ
ば
一
見
不
可
能
と
思
え
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
確
信
は
五

兵
衛
の
存
在
や
そ
の
教
え
に
あ
っ
た
と
も
推
察
で
き
る

の
で
あ
る
。

事
業
家
と
し
て
の
五
兵
衛
は
、
彼
の
伝
記
で
あ
る

『
五
代
五
兵
衛
翁
頌

し
ょ
う

徳と
く

誌
』（
五
代
五
兵
衛
翁
頌
徳
会

刊
）
に
よ
れ
ば
、
朝
五
時
に
起
き
、
九
時
ま
で
接
客
相

談
、
あ
と
は
日
中
、
人
力
車
で
市
内
を
回
り
、
現
場
を

視
察
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
人
生
観
は

「
人
は
裸
で
生
ま
れ
て
裸
で
死
ぬ
も
の
で
あ
る
／
物
欲

に
あ
く
せ
く
す
る
も
の
に
本
当
の
事
業
は
で
き
な
い
／

物
欲
を
離
れ
、
事
業
そ
の
も
の
に
三さ

ん

昧ま
い

の
境
地
を
求
め

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

実
は
「
三
昧
」
と
い
う
言
葉
も
、
幸
之
助
は
し
ば
し

ば
社
員
に
対
し
て
用
い
て
い
る
。

「
私
が
皆
さ
ん
に
贈
る
べ
き
最
上
の
贈
り
物
は
、
こ
の

仕
事
三ざ

ん

昧ま
い

の
境
地
に
ふ
け
り
う
る
状
態
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。（
中
略
）
働
き
を
神
聖
と

い
う
の
は
、
か
く
全
身
全
霊
を
仕
事
の
中
に
こ
め
て
働

く
と
き
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
働
く
人
を
神こ

う

々ご
う

し
く
感

じ
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
仕
事
三
昧
、
無
我
の
境
地
に
入

っ
た
と
き
な
の
で
あ
る
」（
一
九
四
五
〈
昭
和
二
十
〉
年

十
二
月
五
日
の
朝
会
）

こ
う
し
た
表
現
に
も
、
五
兵
衛
の
人
生
観
が
幸
之
助

に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

「
貴
重
な
宝
」と
な
っ
た
音
吉
の
教
え

ま
た
、
五
兵
衛
の
弟
で
直
接
的
に
主
人
で
あ
っ
た
五

代
音
吉
に
つ
い
て
も
、
幸
之
助
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

「
五
代
さ
ん
か
ら
叱
ら
れ
つ
つ
も
、
身
を
も
っ
て
知
り

得
た
商
売
の
コ
ツ
な
り
、
そ
の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
体
験

こ
そ
、
そ
の
後
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、
何
も
の
に
も
か

え
が
た
い
一
つ
の
貴
重
な
宝
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
し
こ
の
奉
公
時
代
の
い
ろ
い
ろ
な
体
験
が
な

か
っ
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
わ
た
し
の
今
日
は
な
か
っ
た

ろ
う
と
い
う
感
じ
さ
え
強
く
す
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、

世
の
中
の
ど
ん
な
立
派
な
学
校
よ
り
も
、
わ
た
し
に
と

っ
て
は
一
番
い
い
学
校
で
学
ん
だ
の
だ
と
、
つ
く
づ
く

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（「
忘
れ
得
ぬ
人　

わ
た
し
の
丁

稚
時
代
の
ご
主
人
」『
家
の
光
』
一
九
七
二
年
四
月
号
、
家

の
光
協
会
刊
）

幸
之
助
は
そ
の
学
校
を
「
船せ

ん

場ば

学
校
」
と
称
し
て
い

た
が
、
そ
の
実
は
ほ
か
で
も
な
い
音
吉
の
教
え
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

音
吉
は
顧
客
大
事
に
徹
し
た
真
面
目
な
性
格
で
、
厳

し
く
受
け
た
躾
を
幸
之
助
が
感
謝
し
て
い
る
点
か
ら
も
、

誠
実
な
主
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
音
吉
の
キ
ャ
リ

ア
や
親
方
と
し
て
の
資
質
に
つ
い
て
も
興
味
深
く
、
や

は
り
幸
之
助
の
商
売
観
に
影
響
を
与
え
て
い
る
面
が
う

か
が
え
る
。

た
だ
し
、
幸
之
助
の
「
商
人
道
」
に
は
五
代
五
兵
衛
、

音
吉
兄
弟
か
ら
多
分
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
え
ど
も
、

も
と
よ
り
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
の
ち
に
独
立

し
た
折
、
厳
し
い
得
意
先
で
あ
っ
た
山
本
商
店
の
店

主
・
山
本
武
信
と
の
交
流
も
「
商
人
道
」
を
磨
か
せ
る

試
練
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
奉
公
時
代
の
先
輩
か

ら
の
助
言
の
ほ
か
、
人
生
や
宗
教
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
番

組
、
浪な

に
わ花

節ぶ
し

、
講
談
や
講
談
本
（
立
川
文
庫
）
と
い
っ

た
幸
之
助
が
親
し
ん
だ
教
養
や
娯
楽
か
ら
も
ま
た
、
通

念
と
し
て
の
商
売
の
学
び
を
得
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
が
幸
之
助
自
身
の
「
商
人
道
」
に
ど
の
よ
う

に
影
響
し
た
か
は
、
幸
之
助
の
商
売
の
変
遷
を
よ
り
細

か
く
検
証
す
る
し
か
な
い
。
先
述
の
通
り
、
以
降
の
研

究
会
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
引
き
続
き
検
証
を
重
ね

て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
幸
之
助
の
商
売
に
関
す
る
主

著
『
商
売
心
得
帖
』
な
ど
か
ら
幸
之
助
の
商
売
観
に
お

け
る
主
要
な
論
点
を
抜
き
出
せ
ば
上
の
図
表
２
の
よ
う

に
な
る
が
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
幸
之
助
の

信
条
と
な
っ
た
の
か
、
ま
た
一
方
で
そ
れ
が
現
代
に
ど

の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
べ
き
か
も
、
今
後
の

論
点
と
い
え
よ
う
。

今
後
の
展
開
に
つ
い
て

さ
て
、
次
回
以
降
は
「
商
人
道
」
の
歴
史
を
把
握
し

て
い
く
上
で
は
ず
せ
な
い
商
家
や
人
物
に
つ
い
て
焦
点

を
当
て
、
各
専
門
家
の
講
義
と
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
応

答
に
よ
っ
て
、
理
解
を
深
め
て
い
く
ス
タ
イ
ル
を
取
る
。

第
二
回
は
、
宮み

や

本も
と

又ま
た

郎お

大
阪
大
学
名
誉
教
授
に
、

「
上
方
商
家
の
家
訓
」
を
中
心
と
し
た
テ
ー
マ
で
講
義

し
て
い
た
だ
く
。
宮
本
名
誉
教
授
は
日
本
経
済
史
・
経

営
史
研
究
の
重
鎮
で
あ
り
、
日
本
の
商
人
道
の
基
盤
と

な
る
と
こ
ろ
を
解
明
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

上
方
商
家
が
江
戸
期
に
お
い
て
そ
の
存
続
を
確
か
な

も
の
に
す
る
た
め
に
家
訓
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
焦
点

を
当
て
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
が
近
代
企
業
経

営
の
経
営
理
念
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
論
点
を
踏

ま
え
、
日
本
人
が
商
売
・
経
営
に
お
い
て
重
視
し
、
か

つ
必
要
と
し
て
き
た
商
売
観
へ
の
洞
察
を
深
め
る
契
機

と
し
た
い
。

ま
た
第
三
回
は
「
石
田
梅
岩
」
を
テ
ー
マ
に
森も

り

田た

健け
ん

司じ

大
阪
学
院
大
学
教
授
に
、
第
四
回
は
「
近
江
商
人
」

に
つ
い
て
末
永
國
紀
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
に
講
義
し

て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
日
本
の
商
人
道
に
お
い
て

「
連
続
性
・
非
連
続
性
」
を
見
極
め
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
議
論
を

深
め
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
新
し
い
商

人
道
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
こ
の
研
究
会

を
意
欲
的
に
継
続
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。�

◆ 公共を重んじる、肯定的な世界観を持つ
◆ 共存共栄に徹する
◆ お客様第一主義、お得意先第一主義を貫く
◆ 反過当競争
◆ 適正経営に徹する
◆ 適正利潤を確保する（適正価格の維持）
◆ 商売の意義を理解する
◆ 凡事徹底（集金、支払等）
◆ 生成発展するという信念
◆ 好不況はない
◆ 日に新たな発想
◆ 知らせる義務

図表 2『商売心得帖』などからうかがえる
　　　  幸之助の商人道の主な論点


