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2 019年4月、甲南学園は創立10 0周年を迎えます。 百
不
磨

ひ
ゃ
く

せ
い

ま

世
ふ

創
立
者 

平
生
釟
三
郎
の
教
え
を
礎
に
積
み
重
ね
る「
甲
南
教
育
」を

永
遠
に
消
え
る
こ
と
な
く
、存
在
し
続
け
る
さ
ま
を
表
す

「
百
世
不
磨
」と
い
う
標
題
に
た
と
え
紹
介
い
た
し
ま
す
。

理
想
家
肌
の
平
生
釟
三
郎
対

現
実
主
義
の
小
林
一
三

　

阪
急
阪
神
東
宝
グ
ル
ー
プ
の
創
業
者
小
林

一
三
は
平
生
釟
三
郎
の
７
つ
年
下
、互
い
に
大

阪
を
代
表
す
る
実
業
家
で
あ
っ
た
。大
阪
ロ
ー

タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
創
立
に
あ
た
っ
て
チ
ャ
ー

タ
ー
メ
ン
バ
ー
と
し
て
名
を
連
ね
、機
会
が
あ

る
ご
と
に
日
本
の
経
済
、政
治
、教
育
な
ど
に

つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
て
い
た
。理
想
家
肌
の

平
生
と
現
実
重
視
の
小
林
は
意
見
が
違
っ
て

い
る
か
に
見
え
て
も
、互
い
に
堅
く
信
頼
し

合
っ
て
い
た
。こ
れ
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
。平
生
を
団
長
と
す
る「
訪
伯
使
節
団
」が
昭

和
10
年
に
結
成
さ
れ
た
時
、小
林
は
後
に
彼
の

後
継
者
と
な
る
三
男
の
米
三
を
団
長
秘
書
、つ

ま
り「
カ
バ
ン
持
ち
」と
し
て
平
生
に
託
す
る

ほ
ど
深
く
信
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
第
一
次
大
戦
後
、日
本
経
済
は

失
業
問
題
が
深
刻
で
、高
学
歴
者
も
例
外
で

は
な
く
、１
９
２
５
年
内
務
省
の
報
告
に
よ

る
と
大
卒
は
約
４
割
、高
等
専
門
学
校
卒
で

約
５
割
が
職
に
あ
り
つ
け
ず
、「
大
学
は
出
た

け
れ
ど
」が
流
行
語
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

小
林
は
も
ち
ろ
ん
、七
年
制
の
甲
南
高
校
を

設
立
し
て
日
も
浅
い
平
生
に
と
っ
て
も
深
刻

な
経
済
不
況
は
他
人
ご
と
で
は
な
か
っ
た
。

社
員
採
用
時
の「
実
力
本
位
」か

採
用
後
の「
抜
擢
主
義
」か

　

平
生
が
当
時
出
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト「
実
力

本
位
の
社
員
採
用
法
に
つ
き
て
」で
、平
生
と

小
林
の
論
法
の
仕
方
が
興
味
深
い
。東
京
海
上

火
災
の
専
務
を
辞
し
て
教
育
に
専
念
し
よ
う

と
決
心
し
て
い
た
平
生
は
、高
学
歴
者
の
就
職

難
を
こ
う
考
え
た
。日
本
で
は
学
校
の
ラ
ン
ク

や
成
績
が
彼
ら
の
就
職
時
の「
正
札
」と
な
り
、

そ
の
後
の
人
生
を
決
す
る
た
め
、ど
ん
な
に
不

景
気
で
就
職
難
で
も
、誰
も
が
帝
大
を
め
ざ

す
。し
か
し
、人
間
十
人
十
色
。世
間
に
名
の

通
っ
た「
正
札
」を
つ
け
た
学
生
も
、そ
れ
を
信

現
代
版「
高
等
遊
民
」の
可
能
性

　

今
か
ら
約
90
年
前
、平
生
と
小
林
が
学
生

の
採
用
を
め
ぐ
っ
て
、「
正
札
」か
、「
実
力
本

位
」か
、「
抜
擢
主
義
」か
で
論
争
し
合
っ
た

が
、現
在
で
も
問
題
の
決
着
は
つ
い
て
い
な

い
。そ
れ
に
加
え
て
最
近
で
は
A
I（
人
工
知

能
）の
普
及
で
何
も
か
も
が
便
利
に
な
り
、そ

の
た
め
に
人
的
就
労
機
会
が
奪
わ
れ
る
危
険

が
急
速
に
迫
っ
て
い
る
。外
国
人
労
働
者
受

け
入
れ
増
加
の
問
題
も
そ
れ
に
付
け
加
わ

る
。ま
た
今
論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
、就

職
に
際
し
て
の
学
生
の
採
用
方
法
の
自
由
化

ま
で
も
本
格
化
す
れ
ば
、か
つ
て
の「
高
等
遊

民
」が
現
代
風
に
姿
を
変
え
て
出
現
し
て
く

る
か
も
知
れ
な
い
。複
雑
化
す
る
雇
用
問
題

の
行
く
末
を
、大
学
と
し
て
も
し
っ
か
り
と

見
据
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
、

な
っ
て
き
て
い
る
。

台湾製糖会社視察、前列左より4人目が小林、6人目が平生。 
1926〈大正15〉年8月 （大阪ロータリークラブ 当時平生が会長を務める）

台湾製糖会社視察、前列左より4人目が小林、6人目が平生。 
1926〈大正15〉年8月 （大阪ロータリークラブ 当時平生が会長を務める）

◎平生と小林との関係は、WEBサイト「一三ネットワークの100人」でも詳しく紹介されています。http://www.hankyu-bunka.or.jp/ichizo/network100/politics/

じ
て
採
用
す
る
官
庁
や
会
社
も
誤
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
平
生
は
、採
用
に
あ
た
っ
て
、学
校
の

ラ
ン
ク
に
関
係
な
く
一
定
の
実
務
実
習
期
間

を
設
け
、そ
の
間
に
能
力
な
ど
を
見
極
め
た
上

で
地
位
も
仕
事
も
報
酬
も
確
定
す
べ
き
だ
と

主
張
し
た
。ち
な
み
に
平
生
は
後
に
川
崎
造
船

所
社
長
に
就
任
す
る
が
、実
務
と
教
育
を
兼
ね

備
え
た
ユ
ニ
ー
ク
な
職
工
の
た
め
の
東
山
学

校
を
創
設
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
小
林
は
平
生
に
共
感
し
つ

つ
も
、採
用
す
る
側
と
し
て
平
生
の
意
見
は
実

行
に
困
難
が
あ
る
、と
私
見
を
示
す
。一
定
期

間
の
実
習
と
い
っ
て
も
上
司
や
部
署
に
左
右

さ
れ
短
期
間
で
正
確
に
考
査
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。む
し
ろ
長
年
多
く
の
人
に
よ
っ
て
評

価
さ
れ
た「
学
校
の
資
格
や
学
業
の
成
績
」を

も
と
に
考
査
す
る
ほ
う
が「
却
っ
て
公
平
」で

あ
る
。学
校
の
ラ
ン
ク
で
は
な
く
修
学
年
限
の

み
を
考
慮
す
る
に
止
め
、採
用
後
は「
抜
擢
主

義
」で
適
材
適
所
に
配
置
す
れ
ば
、「
真
の
実

力
」に
よ
っ
て
地
位
も
仕
事
も
報
酬
も
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

平生釟三郎と
ひらお はちさぶろう

小林一三こばやし いちぞう

4
校


