
さ
す
が
、
戦
国
時
代
最
高
の
智
将
と
い
わ
れ
た
毛
利
元
就

の
言
葉
で
す
。
並
み
の
考
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。 

二
つ
目
の
説
の
中
国
の
書
物
「
月
令
広
義
」（
げ
つ
り
ょ
う

こ
う
ぎ
）
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
年
中
行
事
、
儀
式
、
し
き

た
り
な
ど
を
解
説
し
た
書
物
で
、
そ
の
中
に
四
計
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

一
日
之
計
在
晨 

（
一
日
の
計
は
晨
（
あ
し
た
）
に
あ
り
） 

一
年
之
計
在
春 

（
一
年
の
計
は
春
に
あ
り
） 

一
生
之
計
在
勤 

（
一
生
の
計
は
勤
に
あ
り
） 

一
家
之
計
在
身 

（
一
家
の
計
は
身
に
あ
り
） 

こ
の
中
で
、
１
、
２
番
め
の
「
一
日
の
計
は
晨
（
あ
し
た
）

に
あ
り
、
一
年
の
計
は
春
に
あ
り
」
を
「
一
年
の
計
は
元
旦

に
あ
り
」
と
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
晨
（
あ
し
た
）
は
、
朝
と
い
う
意
味
で
、
春

は
、
中
国
の
暦
で
い
う
正
月
と
い
う
の
で
す
。 

そ
し
て
、「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
の
続
き
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
四
計
の
３
、
４
番
目
の
こ
と
を

い
う
の
で
す
。
「
一
生
の
計
は
勤
に
あ
り
」
「
一
家
の
計
は
身

に
あ
り
」
こ
の
意
味
は
と
い
い
ま
す
と
、
こ
う
な
り
ま
す
。 

ま
じ
め
に
努
力
す
る
こ
と
で
、
人
生
が
決
ま
り
、
身
の
振

り
方
や
生
き
方
で
、
一
家
の
将
来
が
決
ま
る
。
と
の
こ
と
で

し
た
。 

毛
利
元
就
と
は
一
本
の
矢
は
折
れ
や
す
い
が
三
本
の
矢
は

折
れ
な
い
と
３
人
の
息
子
た
ち
に
お
互
い
協
力
し
て
力
を
合

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
を
新
年

に
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
わ
ざ
に
関
し
て
面
白
い
記

事
が
あ
っ
た
の
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
の
由
来
は
、
諸
説
あ
る
ら

し
い
の
で
す
が
こ
の
２
つ
の
説
が
有
力
だ
そ
う
で
す
。 

ま
ず
、
一
つ
目
の
説
は
、
毛
利
元
就
の
言
葉
。
ご
存
じ
、

毛
利
元
就
は
、
傑
出
し
た
戦
略
家
・
謀
略
家
で
戦
国
時
代
最

高
の
智
将
で
す
。
そ
の
毛
利
元
就
が
言
っ
た
言
葉
が
こ
れ
で

す
。「
一
年
の
計
は
春
に
あ
り
、
一
月
の
計
は
朔
（
つ
い
た
ち
）

に
あ
り
、
一
日
の
計
は
鶏
鳴
（
一
番
鶏
が
鳴
く
早
朝
）
に
あ

り
。
」
毛
利
元
就
は
、
何
事
も
最
初
が
肝
心
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
図
し
た
と
い
い
ま
す
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
逸
話
が
あ
る
の
で
す
。 

元
日
の
朝
、
祝
い
の
膳
を
食
べ
る
よ
う
に
、
毛
利
元
就
の

家
臣
が
、
毛
利
元
就
に
促
し
た
と
こ
ろ
、
毛
利
元
就
は
、
黙

っ
て
席
を
立
っ
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
、
し
ば
ら
く
し

て
そ
の
後
、
家
臣
を
呼
び
出
し
て
「
な
ぜ
元
旦
を
祝
う
か
？
」

と
た
ず
ね
た
の
と
い
う
の
で
す
。 

答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
臣
に
向
か
っ
て
毛
利
元
就

は
、
こ
う
答
え
た
と
い
い
ま
す
。「
世
の
愚
か
者
ど
も
は
、
恵

方
を
拝
ん
で
、
と
そ
を
飲
み
、
長
寿
・
子
孫
繁
栄
を
祝
っ
て

浮
か
れ
て
い
る
が
、
元
旦
は
そ
ん
な
暢
気
（
の
ん
き
）
な
も

の
で
は
な
く
、
年
の
初
め
に
一
年
の
事
を
じ
っ
く
り
考
え
る
。

そ
れ
が
本
当
の
祝
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」  

わ
せ
る
こ
と
を
説
い
た
武
将
で
あ
り
。
広
島
の
小
さ
な
領
土

の
武
将
か
ら
、
西
は
九
州
、
東
は
関
西
方
面
ま
で
領
地
を
拡

大
し
た
戦
国
時
代
最
高
の
智
将
と
し
て
有
名
で
す
。 

や
は
り
人
が
浮
か
れ
て
い
る
時
に
自
分
と
向
き
合
い
、
作

戦
や
考
え
を
研
ぎ
澄
ま
す
と
い
う
不
断
の
努
力
が
成
果
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

も
う
、
正
月
が
終
わ
っ
た
ん
で
す
け
ど
・
・
・
・
と
い
う

方
も
お
い
で
で
し
ょ
う
が
、
ま
だ
ま
だ
今
か
ら
で
も
間
に
合

い
ま
す
（
笑
）
し
っ
か
り
と
考
え
た
い
も
の
で
す
ね
。 

私
も
、
昔
に
比
べ
る
と
節
目
、
節
目
で
目
標
を
立
て
る
習

慣
が
つ
い
て
来
た
こ
と
で
、
得
ら
れ
る
結
果
も
少
し
ず
つ
向

上
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
毎
月
し
っ

か
り
振
り
返
り
が
出
来
て
い
る
か
？
毎
日
出
来
て
い
る
か
？

と
問
わ
れ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
全
く
で
き
て
い
な
い
に
等
し
い

で
す
。
優
秀
な
経
営
者
に
は
早
起
き
な
人
が
多
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
毛
利
元
就
の
言
葉
を
実
践
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
ね
。 

中
国
の
書
物
「
月
令
広
義
」
で
は
、「
一
年
の
計
は
元
旦
に

あ
り
」
の
続
き
と
し
て
、
「
一
生
の
計
は
勤
に
あ
り
」
「
一
家

の
計
は
身
に
あ
り
」
。
と
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
の
続

き
を
説
い
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
と
や
る
べ
き
こ
と
を
考
え

て
、
勤
勉
に
務
め
、
そ
し
て
す
べ
て
自
己
責
任
で
生
き
て
い

け
ば
、
間
違
い
な
く
成
功
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
言
う
は

易
し
、
行
う
は
難
し
で
す
が
、
新
年
早
々
身
の
引
き
締
ま
る

思
い
で
す
。
今
年
も
い
ろ
い
ろ
と
目
標
を
立
て
ま
し
た
が
、

今
年
は
早
起
き
し
て
今
日
の
目
当
て
を
考
え
る
こ
と
を
追
加

し
た
次
第
で
す
。
み
な
さ
ん
お
互
い
頑
張
り
ま
し
ょ
う
ね
。 
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つ
い
つ
い
使
っ
て
し
ま
う

「
で
も
」
と
い
う
言
い
訳
で
す

が
こ
れ
に
つ
い
て
と
て
も
腑
に

落
ち
る
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

一
時
期
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ

た
ホ
リ
エ
モ
ン
こ
と
堀
江
貴
文

氏
の
コ
メ
ン
ト
は
ネ
ッ
ト
上
で

大
人
気
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

の
堀
江
氏
が
「
本
音
で
生
き
る
」

と
い
う
本
を
出
版
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し

た
。
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
と
堀
江
氏
は
実
に
沢
山

の
本
を
書
い
て
い
て
正
直
び
っ
く
り
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
た
め
、
今
度
機
会
が
あ

れ
ば
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
記
事
の
中
に
本
音
で
生
き
る
た
め
に
必
要

な
こ
と
は
、
３
つ
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

１
つ
は
、「
言
い
訳
」
し
な
い
こ
と
、
２
つ
め
は
、

「
バ
ラ
ン
ス
」
を
と
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
、
３
つ
め

は
、「
自
意
識
」
と
「
プ
ラ
イ
ド
」
を
捨
て
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

全
部
を
記
載
す
る
と
長
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

一
番
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
「
言
い
訳
」
し
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
の
概
要
を
シ
ェ
ア
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
以
下
引
用
）
本
音
で
生
き
る
た
め
に
、
ま
ず
や

る
べ
き
は
、「
言
い
訳
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
僕
は
メ
ル
マ
ガ
を
含
め
、
人
か
ら
相
談
を
受

け
る
こ
と
も
多
い
が
、
せ
っ
か
く
答
え
て
も
、
「
で

も
○
○
だ
か
ら
、
そ
れ
は
で
き
な
い
ん
で
す
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
か
な
り
あ
る
。
そ
の
「
で
も
」
が
、

自
分
自
身
を
不
自
由
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
お
金
が
な
い
か

ら
で
き
な
い
」
と
い
う
言
い
訳
。
い
ま
や
熱
意
と
や

る
気
が
あ
れ
ば
、
お
金
や
人
を
集
め
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ク
マ
ム
シ
研
究
家
の
堀

川
大
樹
さ
ん
は
、
有
料
メ
ル
マ
ガ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ス
タ

ン
プ
な
ど
を
つ
く
っ
て
、
自
分
自
身
で
研
究
資
金
を

稼
ぎ
、
自
分
の
や
り
た
い
研
究
を
自
由
に
で
き
る
環

境
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
疑
問
に
思
う
の

だ
が
、
「
お
金
が
な
い
か
ら
で
き
な
い
」
と
言
っ
て

い
る
人
は
、
い
っ
た
い
い
く
ら
の
お
金
が
あ
れ
ば
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
金
が
問
題
で
は
な
い
人
も
多

い
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
が
。
「
時
間
が
な
い
か
ら
で

き
な
い
」
と
い
う
人
も
よ
く
い
る
が
、
成
功
す
る
人

に
は
時
間
が
あ
っ
て
、
成
功
し
な
い
人
に
は
時
間
が

な
い
、
な
ん
て
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
な
い
。
「
時

間
が
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
そ
れ
を
始
め
る
と
今

や
っ
て
い
る
何
か
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
世
の
中
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
だ
。
時
間
が
な
い

な
ら
、
ど
ち
ら
か
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
、
「
何
か
を
は
じ
め
る
な
ら
、
何
か
を
捨
て
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
た
り
前
の

こ
と
だ
と
知
っ
て
お
く
こ
と
だ
。
（
以
下
省
略
） 

私
が
一
番
使
う
の
は
忙
し
い
、
時
間
が
な
い
と
い

う
言
い
訳
な
の
で
す
が
、
こ
の
記
事
を
読
ん
で
少
し

恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
や
め
る
と
い
う
決

断
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
（
涙
） 

何
か
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
何
か
を
捨
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
特
に
時
間
は
誰
に
で
も
平
等
に
２
４

時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
し
、
何
か
事
を
起

こ
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
の
時
間
を
辞
め
る
の

か
？
そ
こ
を
し
っ
か
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
痛
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
で
も
」
と
い
う
言
葉

を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

やる気相談室 

書籍紹介                    子供に読み聞かせたい日本人の物語 

先月のＹＥＳ通信でも紹介させていただいた占部先生の本です。他にも著書があり私も５冊ほど買いま

したが、この本が一番読みやすいです。小学校の高学年なら十分読めるのではないでしょうか？しか

も、大人が読んでも「そんな人がいたのか～」と日本人としてとても嬉しくなる本です。人間学を学ぶ月

刊誌「月刊致知」で有名な致知出版から出版されているのも頷けます。ここに出てくる人々は決して有名

な人ばかりではありません。また、地位のある人ばかりでもありません。一所懸命に生きてきた日本人

の中に真実の人たちがいる。そういう真実の人たちの体験やそこで得られた英知に学ぼうという本なの

です。この本の中でいちばん興味深かった人物は脚気を撲滅した医師高木兼寛です。当時細菌が原因

だとされていた脚気を食事療法で解決した人物です。日本では当時ドイツ医学が主流だったため森鴎

外を筆頭とする東大医学部等の批判を受け日本では全くの無名でしたが、海外ではビタミン学説が登

場する１０年も前に脚気撲滅を達成した人物として、イギリス人が高木岬と地名に命名するほどの人物

だったそうです。このようなたくさんの先人たちのおかげで今の日本があるだと改めて感動しました。親

が読んで子供や周りの人に話したくなる本なので、是非読んでみてくださいね（＾＾）/ 

 


