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史
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※

心
学
を
学
び
、
広
め
、

�

実
践
し
た
日
野
商
人

　
今
年
の
広
報
六
月
号
で
、「
日
野
商
人

の
商
業
道
徳
」
に
つ
い
て
記
し
ま
し
た

が
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ

う
。

　
日
野
商
人
の
組
合
「
日
野
大
当
番
仲

間
」
で
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
に
、

商
業
道
徳
と
し
て
心
学
を
重
視
し
、
組

合
員
個
々
に
奨
励
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
背
景
に
は
、
全
国
に
広
ま
り
つ

つ
あ
る
心
学
の
商
業
道
徳
を
身
に
つ
け

た
商
人
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や
世
間
に

通
用
し
な
い
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
り

ま
し
た
。

　
す
で
に
十
九
世
紀
の
初
め
頃
か
ら
、

時
代
の
先
読
み
に
敏
感
な
日
野
商
人
の

な
か
に
は
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
心
学
を

学
ぶ
人
も
多
く
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、
中
在
寺
村
の
四
代
目
矢や

尾お

喜き

兵へ

衛い

は
、『
心
学
見け

ん

聞ぶ
ん

草そ
う

』、『
道
中
独ひ

と
り

問も
ん

答ど
う

草ぞ
う

子し

』
な
ど
の
覚
え
書
き
を
残
す

ほ
ど
心
学
に
心
酔
し
、「
商
家
の
主
人
が

心
学
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
家
の
繁
栄
は

　
今
回
は
、
近
江
日
野
商
人
館
か
ら
お
届
け
し
ま
す
。

　
商
人
館
で
は
、
企
画
展
「
日
野
商
人
の
ハ
イ
カ
ラ
道
具

展
」
を
開
催
中
で
す
（
十
月
末
ま
で
）。
幕
末
か
ら
戦
前

ま
で
の
ハ
イ
カ
ラ
道
具
の
数
々
を
展
示
し
、
堅
実
に
生
き

た
日
野
商
人
が
反
面
で
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
、
進
取
性
に

富
む
斬
新
な
生
活
ぶ
り
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

危
う
く
、
強
欲
な
商
人
に
な
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
」
と
、
子
孫
に
言
い
残
し

て
い
ま
す
。  

　
息
子
の
五
代
目
喜
兵
衛
も
感
化
さ
れ
、

「
先
代
が
ま
と
め
た
心
学
の
書
物
は
、
毎

日
、
読
む
べ
き
で
あ
る
」
と
、
遺
言
し

て
い
ま
す
。

　
内
池
町
の
商
人
門か

ど

坂さ
か

善ぜ
ん

太た

郎ろ
う

も
熱
心

に
心
学
を
学
ん
だ
一
人
で
す
。
京
都
の

有
名
な
心
学
者
脇わ

き

坂さ
か

義ぎ

堂ど
う

に
入
門
し
て

お
り
、
師
匠
の
薦
め
で
日
野
の
善
治
青

年
の
親
孝
行
ぶ
り
を
描
い
た
『
江
州
日

野
孝こ

う

子し

善ぜ
ん

治じ

行ぎ
ょ
う

状じ
ょ
う

』
と
い
う
道
徳
本
を

京
都
で
出
版
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
本
は
、
寺
小
屋
や
家
庭
用
の

徳
育
教
科
書
と
し
て
多
く
の
人
に
読
ま

れ
ま
し
た
。      

　
こ
の
脇
坂
義
堂
は
心
学
の
精
神
を
行

動
に
移
し
、
数
々
の
陰い

ん

徳と
く

善ぜ
ん

事じ

（
社
会

貢
献
事
業
）
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
協
力
者
の
一
人
が
日
野
商
人
の
中
井

源
左
衛
門
（
岡
本
町
）
で
し
た
。

　
脇
坂
の
協
力
要
請
に
応
じ
て
、
文
化

二
（
一
八
〇
五
）
年
に
、
京
都
・
大
津
間

で
困
難
を
極
め
て
い
た
荷
物
輸
送
を
楽

な
も
の
に
す
る
た
め
、
石
に
わ
だ
ち
を

刻
ん
だ
牛

ぎ
ゅ
う

車し
ゃ

道み
ち

を
敷
設
し
、
日
本
で
最

初
の
道
路
舗
装
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　
初
代
源
左
衛
門
は
、
子
孫
に
伝
え
残

し
た
「
金か

ね

持も
ち

商し
ょ
う

人に
ん

一い
ち

枚ま
い

起き

請し
ょ
う

文も
ん

」
に
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
始
末
・
節
約
の
精

神
を
強
調
す
る
一
方
で
、
陰
徳
善
事
の

大
切
さ
を
も
力
説
し
て
お
り
、
社
会
貢

献
事
業
を
積
極
的
に
実
践
し
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
、
多
方
面
で
惜
し
み
な
く
多

額
の
寄
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
起
請
文
は
、
脇
坂
の
著

書『
五ご

用よ
う

心じ
ん

慎
つ
つ
し
み

事ご
と

』に
も
記
さ
れ
て
お
り
、

心
学
実
践
の
同
士
と
し
て
の
両
者
の
親

密
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
陰
徳
善
事
の
実
践
は
、

中
井
家
だ
け
で
な
く
、
他
の
日
野
商
人

に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、
山や

ま

中な
か

兵ひ
ょ
う

右う

衛え

門も
ん

家
（
仕
出

町
）
の
家
憲
「
慎
み
十
か
条
」
で
は
、

最
初
の
一
か
条
に

　
一
、「
役
職
を
利
用
し
、
私
生
活
で
は

威
張
ら
な
い
」
と
い
う
慎
み
を
日

常
の
心
が
け
と
せ
よ
。

　
　
　
な
お
、
陰
徳
を
大
切
に
し
て
、

世
に
役
立
つ
こ
と
を
行
え
。

と
、
慎
み
の
あ
る
生
活
の
中
で
の
陰
徳

行
為
の
大
切
さ
を
特
筆
し
て
い
ま
す
。

　
内
池
町
の
日
野
商
人
外と

の

池い
け

清せ
い

兵べ

衛い

は
、

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
、
心
学
の
教

科
書
『
道ど

う

歌か

百
人
一
首
』
を
人
々
の
た

め
に
出
版
し
て
い
ま
す
。

　
　「
働
け
ば
　
宝
の
で
き
る
手
を
持
ち

て
　
遊
ん
で
い
る
は
　
を
ろ
か
な
り
け

り
」

　
こ
の
よ
う
な
教
訓
的
な
心
学
の
歌

（
道
歌
）
を
百
首
集
め
た
も
の
で
す
。

　
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
は
彦
根
で

も
出
版
さ
れ
、
庶
民
の
道
徳
・
倫
理
感

を
育
成
す
る
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
日
野
商
人
の

心
に
は
、
心
学
が
深
く
浸
透
し
て
い
た

の
で
す
。
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