
畠今
回
、
対
談
を
お
願
い
し
た
の

は
、
古
典
を
柱
に
据
え
た
、「
経

営
理
念
」
研
究
・
指
導
の
第
一

人
者
で
あ
る
佐
々
木
直
先
生
で

す
。
佐
々
木
先
生
は
「
古
典
学

習
陶
冶
会
」
を
主
宰
さ
れ
て
い

て
、
私
ど
も
畠
経
営
グ
ル
ー
プ

も
参
加
し
、
月
一
回
、
勉
強
会

を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
変
た
め

に
な
る
書
物
を
送
っ
て
い
た
だ

い
て
、
先
生
の
指
導
の
下
で
そ

れ
を
読
ん
だ
り
、
論
語
の
素
読

塾
な
ど
を
や
っ
た
り
し
て
お
り

ま
す
。

「
報
徳
」に
佐
々
木
先
生
と
の
対

談
を
掲
載
し
て
、
読
者
と
な
る

経
営
者
の
皆
様
に
古
典
の
素
晴

ら
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い

と
考
え
、
今
回
の
対
談
を
企
画

し
た
次
第
で
す
。

佐
々
木

古
典
学
習
陶
冶
会
を
畠
会
長
を

は
じ
め
皆
様
の
ご
協
力
で
15
年

前
に
立
ち
上
げ
、
北
陸
地
区
会

を
は
じ
め
全
国
の
会
員
の
皆
様

に
古
典（
陶
冶
会
で
は「
先
人
の

教
え
や
言
葉
」と
定
義
）の
普
及

に
努
め
、
ま
た
、
お
世
話
に
も

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
日
は
こ
う
い
う
機
会
を
設
け

て
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
質
問
に
対

し
、
私
な
り
の
率
直
な
見
解
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

畠現
在
、
日
本
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
を
考
え
る
と
、
心
配
の
種

は
尽
き
ま
せ
ん
。
か
つ
て
ド
ル

と
円
は
安
定
し
た
関
係
で
し
た

が
、
円
安
が
過
度
に
進
行
し
て

い
ま
す
。
岸
田
首
相
は「
聞
く

力
が
あ
る
」
と
自
身
の
手
帳
を

見
せ
な
が
ら
吹
聴
し
て
い
ま
し

た
が
、
私
か
ら
見
る
と
、
聞
く

力
よ
り
も
官
僚
が
書
い
た
原
稿

を
読
む
力
の
ほ
う
が
あ
る
ん
で

な
い
か
、
そ
ん
な
風
に
思
え
ま

す
。

世
界
各
国
の
日
本
の
財
政
状
況

や
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い

政
治
の
力
に
つ
い
て
見
る
目
が

厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

佐
々
木

そ
う
で
す
ね
。

畠そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
は
日
本
人

の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
が
問

わ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で

す
。
佐
々
木
先
生
は
長
年
、
古

典
と
か
あ
る
い
は
論
語
を
勉
強

さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
か
ら
ご

覧
に
な
っ
て
、
何
が
日
本
人
に

欠
け
て
い
る
か
、
お
話
し
て
も

ら
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。 

佐
々
木

「
大
道
廃
れ
て
仁
義
あ
り
」。
老

子
の
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
か
な

と
い
う
感
じ
が
ず
っ
と
し
て
い

ま
す
。

畠人
が
行
う
べ
き
正
し
い
道
、
道

徳
が
廃
れ
て
く
る
と
仁
義
が
必

要
に
な
り
提
唱
さ
れ
る
、
と
い

う
意
味
合
い
で
す
ね
。
逆
説
的

に
、「
仁
義
」
を
あ
え
て
声
高
く

叫
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
世
の

中
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

佐
々
木

わ
が
国
の
政
官
財
界
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
は
、
一
部
を
除
い
て

古
典
を
学
ん
で
い
な
い
た
め
、

こ
れ
に
気
づ
け
て
い
な
い
。

畠大
道
が
も
う
失
わ
れ
て
い
る
の

に
、仁
義
に
も
欠
け
て
い
る
と
。

佐
々
木

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
の
候
補
に

挙
が
っ
た
こ
と
の
あ
る
、
大
阪

大
学
名
誉
教
授
等
を
務
め
た

森
嶋
通
夫
先
生
が
生
前
、『
な
ぜ

日
本
は
没
落
す
る
か
』（
岩
波
書

店
）と
い
う
本
の
中
で
、
明
治

維
新
も
そ
う
だ
け
ど
没
落
は
政

治
か
ら
始
ま
る
と
強
調
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。
虚
偽
、不
正
、不
祥

事
等
が
は
び
こ
り
、
大
道
が
廃

れ
て
し
ま
う
。

政
官
財
の
リ
ー
ダ
ー
に
は
、リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
前
に
人
間
と
し
て

の
原
点
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
自
然
に
、

素
直
に
、
正
直
に
生
き
て
い
く

と
い
う
人
と
し
て
の
基
本
で
あ

る
人
間
学
が
欠
け
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

畠も
う
少
し
国
民
に
行
動
の
見
本

を
示
せ
る
よ
う
な
政
治
家
が

い
て
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

佐
々
木

世
界
的
投
資
家
の
ジ
ム
・
ロ

ジ
ャ
ー
ズ
が
昨
年
、『
世
界
大

異
変
』（
東
洋
経
済
新
報
社
）と

い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
今
の
日
本
に
求
め
ら
れ
る
政

治
家
は
、
約
50
年
前
に
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
を
再
建
し
た
リ
ー
・
ク

ワ
ン
ユ
ー
元
首
相
だ
と
明
確
に

書
い
て
い
ま
す
。

松
下
電
器
産
業（
現
パ
ナ
ソ

ニ
ッ
ク
）の
３
代
目
社
長
を
務

め
た
山
下
俊
彦
氏
は
、『
ぼ
く

で
も
社
長
が
務
ま
っ
た
』（
東
洋

経
済
新
報
社
）と
い
う
自
著
で
、

リ
ー
・
ク
ワ
ン
ユ
ー
に
は
政
治

家
と
し
て
、
首
相
と
し
て
素
晴

ら
し
い
も
の
が
あ
る
と
記
し
て

い
ま
す
。
リ
ー
・
ク
ワ
ン
ユ
ー

は
閣
僚
会
議
の
席
で
各
大
臣
に

「
清
廉
潔
白
で
あ
り
な
さ
い
」と

常
に
伝
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

50
年
前
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
今

の
日
本
と
同
じ
な
ん
で
す
。
不

正
、不
祥
事
等
が
は
び
こ
っ
て
、

非
常
に
廃
れ
た
国
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
倫

理
道
徳
の
塊
で
あ
る
リ
ー
・
ク

ワ
ン
ユ
ー
が
建
て
直
し
ま
し
た
。

た
と
え
自
分
の
友
人
・
知
人
で

も
、
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
捕
ま

え
て
刑
務
所
に
入
れ
た
そ
う

で
す
。

今
の
日
本
で
は
、
国
会
議
員
に

２
世
、
３
世
が
少
な
く
な
く
、

政
治
家
が
い
わ
ば
家
業
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で

あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
幼
少
期
か

ら
の
指
導
、
教
育
、
中
で
も
人

間
学
が
大
事
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

畠私
も
先
生
と
同
じ
考
え
で
す
。

今
の
日
本
の
政
治
家
に
そ
ん

な
倫
理
観
を
急
に
持
て
と
言
っ

て
も
、
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
々
木
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る

通
り
、
人
間
の
真
理
を
早
い
時

期
か
ら
勉
強
し
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
。

そ
れ
は
法
人
や
事
業
所
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
経
営
者
も
同
じ
で

す
。
孔
子
に
代
表
さ
れ
る
昔
か

ら
あ
る
古
典
を
学
び
直
す
こ
と

が
必
要
で
し
ょ
う
。
儒
教
が
説

く「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」の
五

常
の
徳
性
を
養
っ
て
ほ
し
い
。

佐
々
木

孟
子
が
言
う「
仁
・
義
・
礼
・
智
」

の「
四
端
」
に「
信
」
を
加
え
た

も
の
で
す
ね
。

人
間
は
誰
で
も
惻
隠
の
心（
か

わ
い
そ
う
だ
と
思
う
心
）、羞
悪

の
心（
悪
を
恥
じ
憎
む
心
）、
辞

譲
の
心（
譲
り
合
い
の
心
）、
是

非
の
心（
善
悪
を
判
断
す
る
心
）

を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
に「
仁
・
義
・
礼
・
智
」

の
芽
生
え
に
つ
な
が
り
ま
す
。

一
、惻
隠
の
心
は
仁
の
端
な
り
、

二
、羞
悪
の
心
は
義
の
端
な
り
、

三
、辞
譲
の
心
は
礼
の
端
な
り
、

四
、是
非
の
心
は
智
の
端
な
り
。

孟
子
は
こ
れ
ら
四
端
を
大
き
く

育
て
て
い
け
ば
、
誰
で
も
立
派

な
人
物
に
な
れ
る
と
説
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
上
に
立
つ
人

に
は
、
ぜ
ひ
こ
う
し
た
古
典
に

学
び
精
通
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ

で
す
。

日
立
製
作
所
が
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
２
０
０
９

年
３
月
期
に
製
造
業
で
過
去
最

大
の
７
８
７
３
億
円
も
の
赤
字

を
記
録
し
た
際
、
子
会
社
の
日

立
マ
ク
セ
ル
の
会
長
だ
っ
た

川
村
隆
氏
が
日
立
本
体
の
社
長

と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
、
経
営
再

建
の
タ
ク
ト
を
振
る
い
ま
し
た
。

３
年
で
Ｖ
字
回
復
を
果
た
し
た

わ
け
で
す
が
、
孔
子
の「
忠
恕
」

を
参
考
に
し
な
が
ら
経
営
再
建

を
果
た
し
た
と
川
村
氏
は
著
書

の
中
で
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

川
村
氏
の
よ
う
に
古
典
を
学
び
、

経
営
の
ベ
ー
ス
に
据
え
て
い
る

経
営
者
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
で

す
が
、
も
っ
と
増
え
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
政

治
家
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
ね
。

畠ど
う
学
び
始
め
れ
ば
い
い
で

す
か
。

佐
々
木

古
典
と
い
う
の
は
、
意
味
が
分

か
ら
な
く
て
も
と
り
あ
え
ず

声
に
出
し
て
読
む
「
素
読
」
が

ま
ず
は
重
要
で
す
。
声
に
出

す
こ
と
で
心
の
奥
底
に
あ
る

本
来
自
己（
私
は
こ
こ
を
「
悟

り
」の
部
分
と
呼
ん
で
い
ま
す
）

を
刺
激
し
、
人
間
本
来
の
自
分

が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
多

く
の
先
人
が
、
そ
う
い
う
学
び

を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

よ
と
教
え
て
い
ま
す
。

畠佐
々
木
先
生
は
「
企
業
倫
理
」

と
い
う
言
葉
も
よ
く
使
わ
れ
ま

す
ね
。

佐
々
木

人
間
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
会

社
も
嘘
は
つ
か
な
い
。
わ
が
社

は
正
直
で
正
し
い
会
社
で
す
よ
、

だ
か
ら
皆
さ
ん
、わ
が
社
と
安
心

し
て
取
引
し
ま
し
ょ
う
。
企
業

倫
理
の
追
求
確
立
は
、
そ
う
い

う
有
効
な
発
信
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

畠昭
和
の
名
経
営
者
・
松
下
幸
之
助 

さ
ん
、
平
成
の
名
経
営
者
・ 

稲
盛
和
夫
さ
ん
は
、
損
得
の
判

断
で
は
な
く
善
悪
の
判
断
を
き

ち
ん
と
や
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
素
晴
ら
し
い
会
社
が

つ
く
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

佐
々
木

松
下
幸
之
助
は
わ
ず
か
８
歳
で

大
阪
船
場
に
丁
稚
奉
公
に
出
ま

し
た
。
稲
盛
和
夫
は
目
指
し
て

い
た
第
一
志
望
の
受
験
に
失
敗

問
わ
れ
て
い
る
の
は

人
間
と
し
て
の
あ
り
方

リ
ー
・
ク
ワ
ン
ユ
ー
を

政
治
家
は
目
指
せ

儒
教
が
説
く
五
つ
の

徳
を
養
う
べ
き

損
得
で
は
な
く
、

善
悪
の
判
断
を

古
典
と
向
き
合
え
ば
、人
間
と
は
何
か
、

経
営
と
は
何
か
が
明
瞭
に
な
る
。
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特
別
対
談
企
画

し
、
鹿
児
島
大
学
で
学
ん
だ
も

の
の
、
卒
業
後
に
就
職
し
た
京

都
の
碍が
い
し子
メ
ー
カ
ー
が
経
営
難

に
陥
り
、
27
歳
で
自
ら
創
業
す

る
道
を
選
び
ま
し
た
。
二
人
は

ど
ん
底
に
近
い
と
こ
ろ
で
苦
し

ん
だ
経
験
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

事
業
の
成
功
者
と
し
て
の
階
段

を
駆
け
上
が
り
ま
す
。

畠最
低
と
最
高
を
知
っ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
人
間
と
し
て
の
幅

が
広
が
り
ま
す
。

佐
々
木

人
の
心
の
痛
み
や
苦
労
が
分

か
る
。
そ
れ
が
他
人
を
思
い
や

る「
仁
」に
つ
な
が
り
、経
営
に

も
反
映
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ

の
こ
と
に
気
づ
く
た
め
に
は
、

古
典
を
学
ぶ
か
、
座
禅
を
行
う

か
、
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

例
え
ば
、
ア
ッ
プ
ル
を
創
業
し

た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
は

挫
折
し
、
ど
ん
底
を
味
わ
っ
た

時
期
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
追
放

さ
れ
る
よ
う
な
形
で
ア
ッ
プ
ル

を
一
度
退
社
し
ま
す
が
、
そ
の

後
、曹
洞
宗
の
禅
僧
の
も
と
で
、

座
禅
で
修
行
を
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
自
己
の
内
面
世
界
に

入
り
込
み
、
シ
ン
プ
ル
な
思
考

の
重
要
性
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
復
社
後
は
、
誰
も
が
知

る
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
真
の

リ
ー
ダ
ー
と
い
う
の
は
、
自
ら

も
が
き
、
苦
し
み
、
あ
が
き
の

中
か
ら
一
皮
む
け
た
人
間
性
が

醸
成
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

畠先
ほ
ど
触
れ
た「
仁
・
義
・
礼
・

智
・
信
」を
欠
け
ば
、経
営
も
人

生
も
成
り
立
た
な
い
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
辛
酸
を
な
め

る
経
験
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

せ
め
て
頭
の
中
に
こ
の
五
文
字

を
永
遠
に
置
い
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

佐
々
木

同
感
で
す
。
経
営
理
念
や
経
営

哲
学
を
改
め
て
策
定
・
構
築
に

入
る
機
会
に
は
、「
仁
・
義
・
礼
・

智
・
信
」
は
ぜ
ひ
入
れ
て
お
き

た
い
言
葉
で
す
ね
。例
え
ば
、「
わ

が
社
は
、
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信

を
重
視
す
る
」と
か
。

日
本
資
本
主
義
の
父
と
呼
ば
れ

る
渋
沢
栄
一
は「
道
徳
経
済
合

一
」
を
自
身
の
経
営
哲
学
の
中

心
と
し
て
い
ま
し
た
。
社
会
貢

献
を
中
心
と
す
る
公
益
を
追
求

す
る「
道
徳
」
と
利
益
を
求
め

る
経
済
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。

義
と
利
も
実
は
両
立
で
き
ま
す
。

畠義
が
一
緒
に
な
っ
た
利
益
の

追
求
は
Ｏ
Ｋ
と
い
う
こ
と
で

す
よ
ね
。
経
済
人
と
し
て
求
め

る
道
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

佐
々
木

利
益
だ
け
、
売
上
だ
け
、
欲
望

だ
け
の
事
業
は
い
け
ま
せ
ん
よ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
義
が
根
幹

に
あ
る
利
を
求
め
る
会
社
を

目
指
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

畠二
宮
尊
徳
は
、「
道
徳
な
き
経
済

は
犯
罪
で
あ
り
、
経
済
な
き
道

徳
は
寝
言
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
一
方
、論
語
で
は「
君

子
は
義
に
悟
り
、
小
人
は
利
に

悟
る
」
と
あ
り
ま
す
。
小
さ
い

人
間
は
利
益
に
悟
る
け
ど
も
、

君
子
は
義
に
悟
る
。
経
営
者
も

利
益
に
悟
る
だ
け
の
小
人
で
は

な
く
、
義
に
悟
る
君
子
を
目
指

す
べ
き
で
し
ょ
う
。

佐
々
木

先
日
、
陶
冶
会
の
あ
る
支
部
例

会
で
、
参
加
会
員
か
ら
「
お
金

を
儲
け
る
こ
と
は
い
け
な
い
の

で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。
実
は
、
15
～
17
世

紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
金
儲
け

は
悪
で
あ
る
と
の
教
会
の
考
え

方
が
深
く
浸
透
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、16
世
紀（
１
５
１
７
年
）

に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
現

れ
、
宗
教
改
革
を
実
行
し
ま
し

た
。
ル
タ
ー
は
ど
う
し
た
か
と

い
う
と
、
金
儲
け
は
悪
い
も
の

で
は
な
い
、
大
事
な
の
は
稼
い

だ
お
金
を
ど
う
使
う
か
だ
と
説

き
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革

を
広
め
た
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
道
徳
経
済
合
一
に
近
い

経
済
社
会
が
築
か
れ
ま
し
た
。 

つ
ま
り
、
儲
け
た
お
金
の
一
部

は
社
会
の
た
め
に
寄
付
し
ま

し
ょ
う
、と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
、

病
院
や
学
校
な
ど
へ
の
寄
付
、

奨
学
金
と
い
っ
た
地
域
社
会
へ

の
貢
献
、
社
会
的
慈
善
事
業
が

大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

畠欧
米
で
は
今
も
寄
付
が
当
た
り

前
で
す
よ
ね
。

佐
々
木

「
同
行
二
人
」と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
同
様
に「
利
の
も
と

は
義
で
あ
る
」
と
い
う
経
営
思

想
で「
利
と
義
」は
歩
み
続
け
る
、

そ
う
い
う
考
え
方
で
私
は
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
も
高
度
成
長
時
代
に
あ

り
ま
し
た
よ
ね
、
利
益
の
何
％

か
を
社
会
貢
献
に
拠
出
す
る

気
運
が
。
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、

日
本
経
済
は
ず
っ
と
苦
し
ん
で

い
る
の
で
最
近
は
そ
う
い
う
意

識
が
薄
れ
て
い
ま
す
が
、
で
も

内
部
留
保
を
貯
め
込
ん
で
い
る

企
業
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

儲
け
た
な
ら
ば
従
業
員
と
社
会

に
お
返
し
を
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

畠た
だ
、
赤
字
で
は
寄
付
ど
こ
ろ

か
税
金
を
収
め
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
欲
は
経
済
を
動
か
す
大

事
な
原
動
力
で
も
あ
る
の
で
、

否
定
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
ね
。

佐
々
木

江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
あ
る

佐
藤
一
斎
は
、『
言
志
四
録
』（
講

談
社
学
術
文
庫
）と
い
う
聖
賢

の
経
書
の
中
で
、
欲
に
は
公
欲

と
私
欲
が
あ
り
、
公
欲
が
大
事

だ
と
書
い
て
い
ま
す
。

松
下
幸
之
助
は「
会
社
は
天
下

の
公
器
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
を
企
業
に
当
て
は
め

れ
ば
、「
わ
が
社
で
は
公
欲
を
追

求
す
る
。
わ
が
社
が
目
指
す
利

益
は
こ
れ
だ
け
で
、
得
た
利
益

の
何
割
は
税
と
し
て
社
会
に
還

元
し
、
さ
ら
に
残
っ
た
利
益
の

何
％
は
慈
善
事
業
に
寄
付
す
る
」

と
い
っ
た
方
針
を
経
営
者
が
示

す
こ
と
は
、「
会
社
は
天
下
の
公

器
」
を
世
に
示
す
健
全
な
会
社

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
道
徳
経

済
合
一
に
か
な
う
も
の
で
す
。

畠私
は
講
演
な
ど
で「
徳
」と
い
う

漢
字
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。「
徳
」と
い
う
字
は
、

行
人
偏
に
漢
数
字
の
十
四
、
そ

し
て
そ
の
下
に
心
と
書
き
ま

す
。
こ
れ
に
ち
な
ん
で
、
毎
日
、

十
四
の
良
い
こ
と
を
し
て
徳
を

積
み
ま
し
ょ
う
、と
。

毎
日
十
四
の
良
い
こ
と
を
す
る

の
は
意
外
と
難
し
く
、
説
い
て

い
る
私
自
身
も
で
き
な
い
日
が

大
半
で
す
が
、
公
欲
を
目
指
す

上
で
は
大
事
な
こ
と
か
な
と
思

い
ま
す
。

佐
々
木

中
国
の
古
典
に「
私
た
ち
人
間

は
生
涯
成
長
す
る
た
め
に
生
ま

れ
て
き
た
」と
あ
り
ま
す
。
学
び

を
あ
き
ら
め
ず
、
人
間
性
を
追

求
し
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

畠な
る
ほ
ど
。
肝
に
銘
じ
ま
す
。

今
日
は
先
生
か
ら
孟
子
の「
四

端
」
を
は
じ
め
、
い
ろ
ん
な
お

話
を
聞
き
ま
し
た
。
経
営
者
は

自
身
の
人
格
形
成
を
含
め
、
常

に
勉
強
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
お
り
ま

す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

佐
々
木

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

「
公
欲
」を
求
め
る

企
業
経
営
を

人
間
は
生
涯
成
長
す
る

た
め
に
生
ま
れ
て
き
た

2023年2月10日　金沢市疋田の畠経営グループ本部にてリモート取材

株
式
会
社
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
総
研
代
表

取
締
役
、古
典
学
習
陶
冶
会
会
長

畠 

善
昭

畠
経
営
グ
ル
ー
プ
　
会
長

ささきただし。1946年生まれ。日本オリベッティを経てTKCに入社。97年独立し、ハートランド総研を創立、代表に就任。2008年古典学習陶冶会
設立。経営コンサルタント、社会教育家として活躍中。著書に『企業発展の礎となる経営理念の研究』（産能大学出版部）、『古典経営論21世紀の帝王学』
（中央経済社）、『企業永続論』（中央経済社）、『社是・経営理念論』（中央経済社）等がある。
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冶
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佐
々
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氏

日本経済は長らく停滞を余儀なくされて
います。Ｖ字回復など夢のまた夢。ならば
政治に期待するしかないと思いはするものの、
残念ながらこちらも体たらくを露呈したままです。
日本人は一体全体どうなってしまったのか。 
そんな思いがこみ上げてきます。

二宮尊徳は、「道徳なき経済は犯罪であり、
経済なき道徳は寝言である」と舌鋒鋭い名言
を残しています。また、農業経済を専門とする
東京大学大学院の鈴木宣弘教授は、「今だけ、
金だけ、自分だけ」の三だけ主義が日本社会
にはびこっている点を問題視していました。

そこで今回、こうした心の荒廃にビジネス
リーダーはどう対応し克服すればいいかを
ポイントに、ハートランド総研代表取締役で
古典学習陶冶会の会長も務める佐 木々直さん
にお話を聞きました。佐々木さんは、経営者
が古典を学ぶことは人間としてぶれない土台、
精神的なバックボーンを築くきっかけになると
指摘しています。読者の皆様が古典に興味
を持ち、自身の成長や経営の糧とされることを
願い、対談の内容をご紹介します。
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