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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
十
回
）

質
問

森

信
三

諸
君
ら
の
希
望
も
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
も
う

１
時
間
質
問
を
受
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ

う
。
何
で
も
よ
ろ
し
か
ら
ど
し
ど
し
質
問
し
な

さ
い
。
他
の
組
で
は
い
ろ
い
ろ
質
問
が
あ
り
ま

し
た
か
ら
…
。

第
一
問
「
先
生
、お
目
出
度
く
な
い
人
間
と
は

ど
の
よ
う
な
人
を
言
う
の
で
す
か
」

答

道
の
為
に
は
死
を
も
拒
ま
な
い
人
間
を
言

う
の
で
す
。
例
え
ば
大
楠
公
と
か
吉
田
松
陰
先

だ

い
な
ん
こ
う

し
よ
う
い
ん

生
の
ご
と
き
は
そ
の
典
型
な
方
で
し
ょ
う
。
ま

た
西
洋
で
い
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
か
キ
リ
ス
ト

の
よ
う
に
、
道
の
た
め
に
は
常
に
死
を
覚
悟
し

て
生
き
た
人
を
言
う
の
で
す
。

第
二
問
「
誠
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す

か
」

答

誠
と
は
私
心
私
慾
を
打
ち
捨
て
た
命
が
け

し

し
ん

し

よ
く

の
態
度
を
言
う
の
で
す
。
誠
と
は
私
心
私
慾
を

捨
て
る
こ
と
だ
と
は
大
抵
の
書
物
に
も
説
い
て

あ
り
、
人
も
よ
く
言
う
こ
と
で
す
が
、
真
の
「
誠
」

に
は
こ
の
「
命
が
け
」
と
い
う
こ
と
が
な
く
て

は
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
で
な
い
と
結
局
言
葉

だ
け
で
無
力
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

私
が
申
し
て
い
る
こ
と
は
今
後

年
ぐ
ら
い
経

20

つ
と
諸
君
ら
の
す
べ
て
の
人
が
「
ハ
ハ
ぁ
」
と
肯

う
な
ず

か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

第
三
問
「
教
育
者
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ

と
を
第
一
に
心
が
け
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
」

答

い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
言
え
ま
し
ょ
う
が
、

今
ひ
と
つ
の
側
か
ら
申
せ
ば
、

い
や
し
く
も
教

師
と
し
て
教
壇
に
立
つ
以
上
そ
の
言
う
と
こ
ろ

の
言
葉
は
何
時
何
処
ど
こ
で
何
人
に
伝
え
ら
れ

て
も
や
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
理
想
と
し
て
は
、
千
万
年
に
わ

た
っ
て
変
わ
ら
ぬ
大
真
理
を
伝
え
得
た
ら
と
思

い
ま
す
が
、
し
か
し
我
々
凡
人
で
は
到
底
そ
う

い
う
事
は
出
来
っ
こ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
せ

め
て

、

年
間
ぐ
ら
い
は
生
命
を
も
っ
て
相

20

30

手
の
心
の
中
に
生
き
る
言
葉
で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。
つ
ま
り
生
徒
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
、「
あ

ぁ
、
あ
の
頃
は
ぼ
ん
や
り
聞
い
て
い
た
の
で
そ

れ
ほ
ど
に
も
思
わ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
あ
の

頃
の
あ
の
先
生
の
仰
有
っ
ら
れ
た
意
味
が
今
に

し
て
初
め
て
分
か
る
」
と
感
じ
る
よ
う
に
あ
り

た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
結
局
現

在
自
分
の
教
え
て
い
る
生
徒
た
ち
の

年

年

10

20

先
を
見
通
し
つ
つ
現
在
の
一
言
一
言
を
教
え
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

第
四
問
「
衣
食
足
っ
て
礼
節
を
知
る
と
い
う
諺

た

れ

い

せ

つ
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が
あ
り
ま
す
が
、
先
生
は
こ
れ
に
同
意
な
さ
い

ま
す
か
」

答

そ
れ
は
支
那
の
政
治
家
の
管
仲
と
い
う
人

し

な

か
ん
ち
ゆ
う

の
言
っ
た
言
葉
で
す
。
そ
も
そ
も
政
治
家
の
立

場
と
い
う
も
の
は
外
か
ら
救
っ
て
内
を
開
く
も

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
教
育
の
立
場
は
こ
れ
に
反

し
て
内
を
救
っ
て
外
を
助
け
る
も
の
で
す
。
そ

こ
で
こ
の
言
葉
は
為
政
の
立
場
と
し
て
は
一
応

い

せ
い

正
し
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
教
育
と

い
う
内
面
の
立
場
か
ら
申
せ
ば
、
そ
も
そ
も
「
衣

食
足
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
し
か
も
こ
の
「
足

る
」
と
い
う
に
は
そ
こ
に
基
準
が
な
く
て
は
い

け
な
い
は
ず
で
す
。
す
な
わ
ち
「
足
る
」
と
は

礼
節
を
予
想
し
て
初
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
も
し
然
ら
ず
ん
ば
い
わ
ゆ
る
不
奪
不
饜
（
ふ

だ
つ
ふ
え
ん
）
（
奪
は
ず
ば
饜
（
え
ん
）
せ
ず
」
も
し

義
を
あ
と
に
し
て
利
を
先
に
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
奪
え

な
け
れ
ば
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
教
育
の
大
切
な
所
以

ゆ

え

ん

が
分
か
り
ま
し
ょ
う
。
故
に
も
し
人
に
し
て
教

育
な
か
り
せ
ば
、
つ
い
に
衣
食
足
る
こ
と
を
知

ら
し
め
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ

れ
故
管
仲
の
こ
の
言
葉
は
、
結
局
為
政
の
立
場

の
一
面
的
真
理
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
す
。

第
五
問
「
聖
書
に
『
も
し
汝
の
右
の
頬
を
打
た

ば
さ
ら
に
左
の
頬
を
向
け
よ
』と
い
う
教
え
が

あ
り
ま
す
が
、も
し
そ
う
し
た
場
合
、そ
れ
で
は

社
会
の
秩
序
が
乱
れ
は
し
ま
せ
ん
か
」

答

こ
れ
は
人
間
に
絶
対
的
態
度
…
…
こ
と
に

愛
に
よ
る
絶
対
的
態
度
を
教
え
ら
れ
た
も
の
で
、

必
ず
し
も
社
会
の
秩
序
云
々
と
い
う
こ
と
を
主

に
し
た
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
社
会

秩
序
の
根
底
に
も
、
や
は
り
こ
の
愛
に
よ
る
絶

対
的
態
度
と
い
う
も
の
が
必
要
で
す
。
す
な
わ

ち
秩
序
を
乱
す
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
こ
れ
を

内
面
か
ら
支
え
る
一
支
柱
で
す
。
そ
の
証
拠
に

は
い
ち
い
ち
五
分
五
分
の
相
対
感
か
ら
撲
り
返

な
ぐ

し
て
て
い
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
こ
そ

社
会
の
秩
序
は
乱
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も

社
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
力
と
い
う
も
の
に
も
、

内
か
ら
の
力
と
外
か
ら
の
力
と
の
２
種
類
が
あ

り
ま
し
ょ
う
。
而
し
て
外
か
ら
の
力
と
は
す
な

わ
ち
法
の
力
で
あ
り
、
内
か
ら
の
力
と
は
こ
の

愛
の
力
で
す
。
そ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
教

え
は
愛
の
精
神
を
極
度
に
ま
で
拡
大
し
て
示
し

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

第
六
問
「
先
生
の
宗
教
観
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
」

答

さ
ぁ
特
に
宗
教
観
と
い
え
る
か
ど
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
世
の
中
は
正
直
そ
の
も

の
と
信
じ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
間
真
実
の

努
力
は
必
ず
そ
れ
だ
け
の
価
値
に
お
い
て
報
い

ら
れ
、
よ
り
多
く
も
な
け
れ
ば
ま
た
よ
り
少
な

く
も
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
結
局
神

は
至
公
至
平
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

し

こ

う

し

へ

い

現
実
に
は
世
の
中
の
正
直
と
し
て
現
れ
る
の
で

す
。
も
っ
と
も
そ
の
報
い
の
現
わ
れ
方
、
な
ら

び
に
そ
の
時
期
は
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
概
し
て
申
せ
ば
偉
大
な
る
真

実
ほ
ど
そ
の
現
れ
る
の
に
手
間
が
か
か
り
、
多

く
は
死
し
て
後
初
め
て
現
れ
る
も
の
と
思
い
ま

す
。
現
に
古
今
の
偉
大
な
る
人
々
は
皆
そ
れ
で

す
。
そ
こ
で
こ
の
世
の
中
を
も
し
不
公
平
な
も

の
と
思
う
な
ら
ば
、
結
局
そ
れ
は
そ
の
人
自
身

が
私
心
私
慾
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
世

の
中
の
真
の
相
が
見
え
ぬ
か
ら
の
こ
と
で
し
ょ

う
。

第
七
問
「
真
の
教
育
者
と
普
通
の
教
育
者
と
の

相
違
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
」

答

さ
ぁ
、
生
徒
の
将
来
を
ど
れ
ほ
ど
遠
く
深

く
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
分
か
れ
る

と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
」

第
八
問
「
宗
教
に
は
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
る

よ
う
で
す
が
、こ
れ
は
皆
信
ず
べ
き
で
し
ょ
う

か
」

答

宗
教
と
い
う
も
の
に
は
長
所
と
短
所
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
事
は
現
在
あ
ま
り
人
の
言
わ

な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の
点
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
世
間
の
人
は
宗
教
と
さ
え
い
え
ば
皆
良

い
事
ば
か
り
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私
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は
必
ず
し
も
そ
う
の
み
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
な
る
ほ
ど
宗
教
と
い
う
も
の
は
個
人

の
私
慾
を
捨
て
さ
せ
る
上
に
は
確
か
に
効
果
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
宗
教
の
長
所
で
あ
り
宗
教
独

特
の
受
け
持
ち
と
申
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
で

は
宗
教
の
短
所
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
宗
教

と
い
う
も
の
は
、
う
っ
か
り
す
る
と
国
家
観
念

を
希
薄
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
宗
教
の
対
象
を
絶
対
的
と
し
て
信
じ

る
と
こ
ろ
か
ら
国
家
以
上
の
も
の
あ
り
と
し
て
、

国
家
の
絶
対
性
と
い
う
点
に
お
い
て
時
に
遺
憾

な
こ
と
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な

い
の
で
す
。
大
本
教
の
如
き
は
そ
の
顕
著
な
一

お
お
も
と
き
よ
う

例
で
す
。
し
か
し
日
本
人
と
し
て
国
民
道
徳
に

真
に
身
を
も
っ
て
徹
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し

て
も
ま
ず
私
心
私
慾
を
除
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
そ
の
際
私
心
私
慾
を
除
く
に
は
ど
う

し
て
も
宗
教
に
よ
る
の
が
早
道
の
よ
う
で
す
。

宗
教
を
こ
う
い
う
意
味
に
生
か
す
と
い
う
の
が
、

私
は
日
本
人
と
し
て
の
大
道
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
宗
教
を
通
ら
な
い
と
、
大
義
な
ど
と
い

っ
て
も
ど
こ
か
に
我
見
の
根
が
残
り
や
す
い
よ

が

け
ん

う
で
す
。

第
九
問
「
神
社
は
宗
教
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」

（
こ
れ
に
つ
き
先
生
生
徒
に
質
し
給
う
も
、
生
徒
間
に
宗

た
だ

た
ま

教
に
あ
ら
ず
と
の
意
見
あ
り
て
一
致
せ
る
見
解
成
立
せ

ず
）

答

神
社
は
こ
れ
を
宗
教
と
い
え
ば
広
義
の
宗

教
の
中
に
入
り
ま
す
し
、
か
つ
最
高
の
宗
教
で

す
。
従
っ
て
そ
れ
は
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど

と
い
う
よ
う
な
普
通
に
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
名
付

け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
と
対
立
す
る
狭
義
の
宗

教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
じ
く
神
道
と

い
っ
て
も
、
黒
住
教
と
か
金
光
教
と
い
う
よ
う

く
ろ

ず
み
き
よ
う

こ
ん
こ
う
き
よ
う

な
い
わ
ゆ
る
宗
派
神
道
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ

は
仏
教
な
ど
と
並
ぶ
と
こ
ろ
の
狭
義
宗
教
た
る

こ
と
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
反
し

て
神
社
は
こ
れ
ら
一
切
の
宗
教
を
超
越
し
て
一

切
の
宗
教
を
有
ら
し
む
る
根
本
力
で
す
。

第
十
問
「
教
師
を
し
な
が
ら
傍
ら
家
の
仕
事
を

手
伝
う
と
い
う
事
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

答

本
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
家
業
が

や
り
た
か
っ
た
ら
、
潔
く
教
育
者
た
る
こ
と
を

辞
め
て
家
業
に
専
心
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
資
産

家
、
特
に
借
家
な
ど
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
先

生
は
、
ち
ょ
っ
と
大
風
で
も
吹
き
ま
す
と
、
も

う
自
分
の
貸
し
家
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
出
す

と
い
う
始
末
で
す
。
教
壇
に
立
っ
て
い
て
も
ど

う
し
て
も
も
う
一
つ
身
が
入
ら
な
い
よ
う
で
す
。

い
わ
ん
や
職
員
室
等
に
お
い
て
、
自
分
の
貸
家

の
話
な
ど
を
持
ち
出
す
と
い
う
よ
う
で
は
言
語

道
断
の
沙
汰
で
す
。
（
岡
沢
義
夫
記
）

（「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月

同
志
同
行
社
刊
）

18

神
意
の
開
顕
（
微
言
）

か

い

け

ん

森

信
三

○
旧
約
日
本
は
「
大
日
本
は
神
曲
な
り
」
を
根

本
信
条
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
敗
戦

を
契
機
と
し
て
日
本
は
新
約
に
転
生
す
る
に
至

っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
根
本
信
条
は
「
世
界
史

は
神
曲
な
り
」
と
い
う
一
語
に
要
約
せ
ら
れ
る

と
思
う
。

○
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
は
現
実
の
世
界

史
は
少
な
く
と
も
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
跡
に
つ
い

て
み
れ
ば
手
筋
一
筋
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
必
然
を

以
て
展
開
し
、
し
か
も
そ
の
必
然
の
微
妙
な
る

こ
と
、
全
く
神
業
と
い
う
ほ
か
な
い
と
こ
ろ
か

ら
い
う
の
で
あ
る
。

○
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
は
、
従
っ
て
現

実
の
世
界
史
は
い
か
な
る
国
家
民
族
の
恣
意
を

し

い

も
っ
て
し
て
も
左
右
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

○
世
界
史
は
、
そ
れ
が
現
実
の
歴
史
的
実
現
で

あ
る
限
り
人
間
の
営
為
を
離
れ
て
は
一
歩
も
進

ま
な
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
要
し
な
い
が
、
同

時
に
現
実
の
世
界
史
は
、
一
切
の
人
間
の
恣
意

を
超
越
し
て
進
行
す
る
一
面
を
見
逃
し
て
も
な

る
ま
い
。

○
歴
史
が
人
間
的
理
性
の
ま
ま
に
進
行
す
る
と

み
る
観
方
は
、
人
間
本
位
論
の
究
極
と
し
て
一

み

か
た

応
成
立
し
得
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
た
だ

現
実
の
世
界
史
は
人
間
的
理
性
の
ま
ま
に
動
い
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て
来
て
い
な
い
こ
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
人
類
の
世
界
史
に
対
す
る
関
心
が
、
今
日
ほ

ど
異
常
な
高
揚
を
示
し
た
時
代
は
か
つ
て
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
今
や
人
類
全
体
が
渾
一

こ
ん
い
つ

的
一
体
へ
の
第
一
歩
を
近
く
踏
み
出
そ
う
と
し

て
い
る
前
兆
と
言
っ
て
よ
い
。

○
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
を
裏
返
せ
ば
「
世
界
史
は
審
判
（
し
ん
ぱ

ん
）
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
神
は
Ａ
民
族
を
審
判
す
る
に
あ
た
り
、
Ｂ
民

族
を
し
て
こ
れ
に
当
た
ら
し
め
、
さ
ら
に
Ｂ
民

族
を
審
判
す
る
の
に
Ｃ
民
族
を
以
て
す
る
。
審

判
せ
ら
れ
た
民
族
が
、
神
意
を
畏
み
受
く
べ
き

か
し
こ

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
神
の
審
判
に
用
い
ら

れ
た
民
族
も
、
ま
た
自
ら
懼
れ
畏
む
と
こ
ろ
が

お
そ

か
し
こ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
族
に
対
す

る
ペ
ル
シ
ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
国
民
と
い
う
前
例

を
も
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
以

て
、
何
か
神
を
架
空
の
存
在
の
如
く
に
考
え
る

者
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
妙
じ
き
（
正
直
の
誤

り
？
）
誤
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
宇
宙
の
根
本

力
の
絶
対
必
然
的
展
開
を
い
う
に
外
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

○
「
世
界
史
は
神
曲
な
り
」
と
は
世
界
史
を
以

て
宇
宙
の
根
本
力
の
必
然
的
展
開
を
考
え
る
こ

と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
必
然
性
と
は
個

体
の
自
由
を
否
定
す
る
物
理
的
必
然
で
は
な
く

て
、
各
々
の
個
体
的
自
由
を
承
認
し
た
上
で
、

し
か
も
こ
れ
を
全
体
の
上
か
ら
眺
め
て
そ
こ
に

絶
大
な
る
必
然
…
…
神
的
必
然
…
…
の
存
す
る

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

○
物
理
的
必
然
と
は
謂
わ
ば
平
面
的
必
然
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
個
体
の
自
由
は
全
然
な
い
。
し

か
る
に
神
的
必
然
は
、
こ
れ
に
対
し
て
は
ま
さ

に
立
体
的
必
然
と
も
言
う
べ
く
、
一
切
の
個
体

が
個
体
的
自
由
を
許
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
全

体
と
し
て
絶
対
的
必
然
の
絶
対
な
る
因
果
の
連

鎖
を
為
す
を
い
う
の
で
あ
る
。

○
神
的
必
然
の
世
界
は
謂
わ
ば
物
理
的
必
然
と

道
徳
的
必
然
と
の
総
合
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ

そ

が
真
の
現
実
的
必
然
で
も
あ
る
。

○
我
ら
の
民
族
は
今
や
こ
の
よ
う
な
神
的
宇
宙

的
必
然
に
対
し
て
、
そ
の
心
眼
を
開
か
し
め
ら

れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
而
し
て
こ
れ
の

み
が
敗
戦
と
い
う
絶
大
な
る
悲
劇
に
対
し
て
神

の
与
え
た
ま
え
る
唯
一
の
報
償
で
あ
る
。

○
古
来
い
か
な
る
民
族
が
、
世
界
史
の
展
開
を

以
て
、
神
意
の
開
顕
と
観
じ
た
も
の
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

○
古
来
い
か
な
る
国
民
が
、
神
的
必
然
を
、
現

実
の
世
界
史
の
展
開
の
上
に
認
め
た
も
の
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。

○
全
人
類
に
と
っ
て
唯
一
に
し
て
最
高
な
る
真

理
が
、
今
や
我
ら
の
民
族
の
上
に
啓
示
せ
ら
れ

ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
「
開
顕
」
昭
和

年
７
月
５
日
発
行

第

号
７

24

28

月
号
）

あ
と
が
き
に
替
え
て

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
配
送
廃
止
後
の
第
一

号
と
な
り
ま
す
。
今
後
い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
今
後
と
も
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
質

問
続
編
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
森
信
三
先
生
の
慈
愛
と

深
い
見
識
が
滲
み
出
て
い
て
、
教
育
関
係
者
は
も
と
よ
り
心
あ
る

方
々
の
滋
養
と
な
る
こ
と
必
定
。
微
言
は
こ
れ
ま
た

余
年
を
経

70

た
現
代
で
も
一
読
の
価
値
あ
る
論
考
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
森

信
三
先
生
が
仰
言
る
日
本
民
族
へ
の
神
の
顕
現
は
果
た
し
て
全
国

民
が
了
知
す
る
に
到
っ
て
い
る
か
は
？
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
も

こ
の
渾
沌
の
時
代
、
日
本
以
外
の
国
の
ど
の
国
に
世
界
を
リ
ー
ド

す
る
力
と
備
え
が
あ
り
ま
し
ょ
う
や
。
唯
一
及
ば
ず
な
が
ら
日
本

こ
そ
世
界
か
ら
そ
の
座
を
希
求
せ
ら
れ
る
国
家
た
る
資
格
が
あ
り

そ
う
に
思
い
ま
す
。（

二
繁
）
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