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一
「
開
顕
」
第

号
巻
頭
言

73

森

信
三

戦
後
特
に
独
立
以
来
、
時
々
「
救
国
」
と
い

う
言
葉
に
出
く
わ
す
が
、
私
は
あ
ま
り
こ
の
言

葉
を
好
ま
な
い
。
そ
れ
は
ひ
と
り
で
国
を
救
う

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
優
れ
た
人
で

な
い
限
り
不
可
能
で
あ
り
、
特
に
全
て
が
組
織

に
よ
る
で
な
け
れ
ば
、
不
可
能
に
な
り
つ
つ
あ

る
現
代
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で

こ
の
言
葉
に
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
人
が
、

私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
一
人
二
人
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち
紹
介
の
筆
を
取
る

つ
も
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
さ
さ
や
か
な
私
ご
と
き
人
間
の
し

て
い
る
事
に
対
し
て
さ
え
、
時
に
こ
の
言
葉
を

使
わ
れ
る
人
に
出
く
わ
す
が
、
た
と
い
単
な
る

辞
礼
だ
と
し
て
も
、
相
去
る
こ
と
千
万
里
で
あ

る
。
だ
が
今
夏
比
叡
山
に
お
け
る
夏
安
居
の
感

想
中
、
「
先
生
の
悲
願
の
一
端
が
分
か
り
だ
し
た

感
が
す
る
云
々
」
と
い
う
文
字
に
出
逢
っ
て
、

敗
戦
以
来
今
日
ま
で
持
ち
続
け
て
き
た
も
の
、

い
や
、
最
近
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
深
ま
り
つ
つ

あ
る
も
の
が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
悲
願

と
い
う
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
と
、
我
な
が
ら
初

め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
だ
が
こ

う
は
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
た
る
や
、
別
に
新

し
い
も
の
で
は
な
く
、「
国
民
教
育
の
真
の
確
立
」

と
い
う
こ
と
の
外
に
な
い
。
も
し
こ
れ
を
し
も

悲
願
と
い
う
べ
く
ん
ば
、
私
も
ま
た
「
悲
願
を

持
つ
者
」
の
一
人
と
な
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。

（
「
開
顕
」
昭
和

年
９
月
発
行
通
巻

号

九
月
号
）
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二

何
ゆ
え
「
整
風
文
献
」
を
選
ん
だ
か

～
夏
安
居
に
お
け
る
序
説
～

げ

あ
ん

ご

森

信
三

一
講
本
の
決
定
が
遅
れ
て
、
皆
さ
ん
に
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
恐
縮
し
て
い
ま
す
。

実
は
戦
後
に
な
っ
て
以
来
、
読
書
会
で
講
本

を
決
め
る
の
が
大
変
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
で

あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
感
じ
は
私
だ

け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
の
人
々
と
こ
う
し
た

問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
他
の
人
々
が
こ
の
点
を
ど
う
考
え
て

い
ら
れ
る
か
、
存
じ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も

私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
感
が
深
い
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
読
書
会
の
相
談
を
受
け
ま
し
て
も
、

時
間
の
点
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
講
本
問
題
の

方
が
厄
介
で
、
そ
の
た
め
に
も
う
一
つ
積
極
的

に
な
れ
ぬ
と
い
う
場
合
が
、
少
な
く
な
い
の
で

す
。
そ
う
し
て
こ
う
し
た
事
は
、
戦
前
に
は
全

く
感
じ
な
か
っ
た
事
柄
で
あ
り
ま
す
。
で
は
こ

れ
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
。
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２
こ
れ
を
一
言
で
申
せ
ば
、
「
一
切
の
書
籍
の
相

対
化
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、

も
う
少
し
具
体
的
に
申
せ
ば
、
マ
ル
キ
ズ
ム
の

出
現
以
前
に
は
、
絶
対
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た

書
物
の
意
義
が
、
全
て
そ
の
絶
対
的
意
義
を
喪

失
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
試
み
に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
を
と
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。
す
る
と
聖
書
と
い
う
も
の
は
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
の
出
現
以
前
に
は
、
何
人
も
そ
の
絶
対

性
を
疑
っ
た
者
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
仮

に
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
特
殊
な
一
部
の
学

者
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
ひ
と
た
び
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
現
れ
、

特
に
そ
の
地
上
的
実
現
と
し
て
の
ソ
連
邦
お
よ

び
中
国
が
出
現
し
ま
す
と
、
聖
書
の
教
え
さ
え

も
絶
対
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
人
々
が

感
じ
始
め
て
く
る
…
…
こ
れ
を
他
の
言
葉
で
申

せ
ば
、
「
聖
書
で
さ
え
絶
対
的
と
の
み
言
え
な
い

一
面
の
あ
る
こ
と
を
、
人
々
が
気
づ
き
初
め
て

き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ

ば
、
聖
書
の
教
訓
は
「
愛
」
の
教
え
で
あ
る
に

対
し
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
不
正
に
対
す
る

「
憎
」
を
力
説
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
中
共
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ
り
ま
し
て
、
な
る
ほ
ど
中
共
の
文
献
の
中

に
は
時
に
孔
子
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
場
合
も

な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
全
体
の
調

子
と
し
て
は
孔
子
的
な
考
え
を
、
根
底
か
ら
一

度
裏
返
し
て
見
る
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
一
言
に
し
て
言
え
ば
孔

子
教
に
対
し
て
の
批
判
で
あ
る
。
今
手
元
に
文

献
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
い
ち
い
ち
そ
の

証
拠
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か

し
中
共
の
文
献
全
体
を
貫
く
も
の
は
、
マ
ル
ク

ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン

を
貫
通
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
西
欧
に
お

い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
的
プ
ロ
テ

ス
ト
で
あ
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
聖
書
と
か
論
語
と
か
言

わ
れ
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
人
類
の
聖
典
と
し

て
、
全
く
何
人
も
こ
れ
に
対
し
て
批
評
が
ま
し

い
態
度
を
と
る
事
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て

タ
ブ
ー
視
せ
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
今
や

こ
れ
に
対
し
て
公
然
た
る
批
判
の
プ
ロ
テ
ス
ト

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
で
わ
が
国
に
お
い
て
は
今
回
の
敗
戦

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
絶
対
視
せ
ら
れ
て
き
た

国
体
観
念
の
崩
壊
と
と
も
に
、
初
め
て
こ
の
よ

う
な
根
本
批
判
の
立
場
が
現
実
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
も
し
敗
戦
と
い
う
最
大
の
悲
劇
的
な
出
来

事
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
一
切
の
典
籍
の
「
相

対
化
」
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
に
深

刻
な
現
実
感
を
持
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
読
書

会
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
を
選
ぶ
の
に
、
何
ら
困

難
を
感
じ
な
か
っ
た
私
た
ち
な
の
に
、
如
何
な

る
書
物
も
相
対
的
な
感
じ
が
し
て
、
一
体
ど
れ

を
選
ぶ
べ
き
か
に
迷
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

も
こ
の
こ
と
は
畢
竟
人
類
の
歴
史
が
今
や
テ
ー

ゼ
の
時
代
か
ら
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
時
代
に
移
行

し
か
け
て
い
る
証
拠
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

３
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
「
そ
れ
で

は
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
時
代
を
導
き
入
れ
ん
と
し

つ
つ
あ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
書
物
を
選
ん
だ
ら

ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
自
身
が
批
判
の
立
場
、
プ
ロ
テ
ス
ト
の
立

場
に
立
つ
者
と
し
て
、
そ
れ
自
身
相
対
性
を
示

現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
今
や
人
類
は
論
語
や
聖
書
が
相
対
化
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
投
げ
う
っ
て
、
「
資

本
論
」
以
下
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
関
係
の
文
献
の
み

が
、
人
類
の
絶
対
的
典
籍
に
化
し
た
と
は
言
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
一
面
か
ら
は
確
か
に
そ

う
し
た
断
言
を
迫
る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
、
他
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の
一
面
ど
う
し
て
も
そ
う
だ
と
は
言
い
切
れ
な

い
も
の
も
あ
る
こ
と
を
、
人
類
の
本
能
感
覚
は
、

我
わ
れ
に
感
受
せ
し
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で

は
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
。

聖
書
や
論
語
が
相
対
化
し
た
と
言
い
な
が
ら
、

し
か
も
「
資
本
論
」
を
以
て
こ
れ
ら
の
す
べ
て

と
取
り
代
え
る
と
言
う
こ
と
の
で
き
か
ね
る
も

の
の
あ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
聖
書

や
論
語
は
人
類
文
化
の
テ
ー
ゼ
の
時
代
の
自
覚

的
始
源
を
示
す
代
表
的
典
籍
と
し
て
、
時
代
的

に
は
相
対
化
し
た
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
な

お
そ
の
絶
対
性
を
保
持
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反

し
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
諸
典
籍
は
人
類
の
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
の
時
代
を
導
く
も
の
と
し
て
、
時
代

的
に
は
絶
対
化
し
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

故
を
以
て
本
質
的
に
絶
対
化
し
た
と
は
言
え
な

い
…
…
と
言
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
以
上

に
述
べ
た
こ
と
が
ら
を
要
約
的
に
申
し
ま
す
と

す
れ
ば
、
聖
書
の
精
神
を
最
も
端
的
に
表
す
こ

と
ば
が
「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
言
う
言
葉
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
精
神
を
現

す
も
の
は
、
不
正
な
る
「
汝
の
敵
を
憎
め
」
と

い
う
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
分
明
で
あ

る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

か
く
し
て
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
一
言
で

言
え
ば
、
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
出
現
に
よ
っ
て
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
も
含
め
た
一
切
の
書
物
が
相

対
化
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

人
に
よ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
、

何
と
な
く
頼
り
な
く
な
り
が
ち
に
な
り
、
が
っ

か
り
し
た
感
じ
を
抱
く
人
も
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
が
、
実
は
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
人
類
は

真
の
自
由
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
言
っ
て
良

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
上
で

は
い
か
な
る
も
の
も
「
絶
対
的
絶
対
」
な
も
の

は
あ
り
え
ず
、
い
か
に
絶
対
的
だ
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
が
地
上
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
は

「
相
対
的
絶
対
」
た
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
書
物
文
献
の
上
に
も
初
め
て
明
ら
か
に

な
り
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。

４
そ
こ
で
問
題
は
、
で
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け

で
今
回
の
テ
キ
ス
ト
に
こ
の
「
整
風
文
献
」
を

選
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
第
一
に
は
時
代
の
趨
勢
か
ら
し
て
、
ど
う
し

て
も
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
関
係
の
文
献
中
か
ら
選
び

た
い
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に

は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
文
献
中
か
ら
選
ぶ
と
す
れ

ば
、
結
局
中
共
の
文
献
か
ら
…
…
と
考
え
た
と

言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
第
一
の
方

は
説
明
せ
ず
と
も
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
と

思
う
の
で
す
が
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
文
献
と
い

う
の
は
、
人
に
も
よ
り
ま
し
ょ
う
が
、
一
般
的

に
は
な
か
な
か
入
り
に
く
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

特
に
本
誌
の
誌
友
諸
氏
に
は
、
そ
う
し
た
人
が

多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
に
つ
け
て

も
、
そ
れ
だ
け
今
日
の
時
代
に
お
い
て
は
、
何

か
一
つ
入
門
的
手
引
き
に
な
る
良
書
を
選
ん
で

購
読
し
て
み
た
ら
…
…
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
が
こ
の
第
二
の
点
、
す
な
わ
ち
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
へ
の
入
門
を
中
共
の
文
献
に
よ
ろ
う

と
し
た
事
は
、
順
次
こ
れ
か
ら
本
文
を
購
読
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
わ
か
り
に
な
る
と

思
い
ま
す
が
、
一
般
に
中
共
の
文
献
と
言
う
も

の
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
も
と
よ
り

の
こ
と
、
レ
ー
ニ
ン
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
も
の
に

比
べ
て
み
て
も
、
格
段
に
わ
か
り
や
す
い
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
点
は
今
後
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
非
常
に

重
大
な
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
と
に
か
く

中
共
の
文
献
は
読
み
や
す
く
て
、
し
か
も
わ
か

り
や
す
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
特
に
毛
沢
東
の
文
献
に
つ
い
て
言
え
る
と
思

い
ま
す
。
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
も
の
を

読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
秋
霜
烈
日
、
ま
る
で
牢

獄
の
ご
と
き
峻
厳
さ
が
感
じ
ら
れ
る
に
対
し
て
、

毛
沢
東
の
も
の
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
ほ
ん
わ

り
と
暖
か
く
、
ま
る
で
早
春
の
土
の
暖
か
さ
に

も
似
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
か
と
い
う
よ
う

な
点
は
、
順
次
本
文
の
講
読
に
よ
っ
て
説
明
し
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て
ま
い
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
中
共
の
文
献
は
、

同
じ
く
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
背
骨
と
す
る
と
言
い

な
が
ら
、
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
文
献
と

は
そ
の
調
子
の
上
で
必
要
な
違
い
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

実
は
始
め
毛
沢
東
の
「
実
践
論
」
に
し
よ
う

か
、
そ
れ
と
も
こ
の
「
整
風
文
献
」
に
し
よ
う

か
と
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
迷
っ
た
あ
げ
く
、
最
後

に
こ
の
本
を
と
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
実

践
論
」
以
上
に
こ
の
方
が
分
か
り
や
す
く
汁
気

が
多
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

５
か
く
し
て
私
が
今
回
の
夏
安
居
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
こ
の
書
を
選
ん
だ
の
は
、
大
体
以
上
の

よ
う
な
考
え
か
ら
し
て
、
第
一
に
こ
れ
に
よ
っ

て
我
々
が
現
在
当
面
し
つ
つ
あ
る
世
界
史
の
現

段
階
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
は
隣
邦
中
国
の
未
曽
有
の
大
変
革
を
導

き
つ
つ
あ
る
指
導
理
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
知
る
事
。
第
三
に
は
そ
れ
か
ら
し
て
中

国
と
わ
が
国
と
の
現
実
的
諸
条
件
の
共
通
点
と

相
違
点
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後

わ
が
民
族
の
行
く
べ
き
方
向
を
見
出
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
、
私
と
し
て
今
日
ほ

ぼ
確
定
的
に
言
い
得
る
事
は
、
今
日
我
ら
の
民

族
に
と
っ
て
フ
ィ
フ
テ
の
「
ド
イ
ツ
国
民
に
告

ぐ
」
に
代
わ
る
べ
き
書
物
は
ま
さ
に
こ
の
「
整

風
文
献
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
端
的
に
言
っ
て
今
や
我
々
は
フ
ィ
フ
テ
の

「
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
」
を
投
げ
う
っ
て
、
毛

沢
東
の
こ
の
「
整
風
文
献
」
と
取
り
替
え
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉

は
意
外
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
フ
ィ
フ
テ
の
生
き
て
い
た
時
代
お

よ
び
彼
の
置
か
れ
た
国
家
の
環
境
よ
り
も
毛
沢

東
の
そ
れ
の
方
が
、
は
る
か
に
我
々
の
今
日
の

現
実
に
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
そ
れ
は
こ
の
「
整
風
文

献
」
は
中
共
革
命
を
成
就
せ
し
め
た
偉
大
な
実

現
建
設
の
真
理
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば
、
現
在
我
々

の
当
面
し
て
い
る
「
国
民
教
育
の
再
建
」
に
対

し
て
も
、
そ
こ
に
多
大
の
示
唆
と
暗
示
と
が
含

ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
書
自
身
は
一
応
政
治
的
建
設
の
立
場
で

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
と

し
て
は
同
時
に
そ
れ
を
「
教
育
再
建
の
真
理
」

と
し
て
、
転
読
し
活
訳
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

に
関
し
て
は
全
く
ズ
ブ
の
素
人
に
過
ぎ
な
い
私

が
、
こ
の
書
を
講
読
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
し

多
少
な
り
と
も
そ
こ
に
取
り
得
が
あ
る
と
し
ま

し
た
ら
、
こ
の
一
点
位
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。（
昭
和

年
９
月
５
日
発
行
「
開
顕
」
第

号
９
月
号
）

28

73

【
注
】
夏
安
居
（
げ
あ
ん
ご
）
は
一
定
期
間
、
外
出
せ
ず
に
、
寺
に
こ

も
っ
て
修
行
し
ま
す
。

■
安
居
は
、
雨
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
、
雨
期
を
意
味
し
ま
す
。

■
夏
安
居
げ
あ
ん
ご
、
夏
行
げ
ぎ
ょ
う
、
夏
籠
り
、
夏
勤
め
、
坐
夏
ざ

げ
、
坐
臘
ざ
ろ
う
、
な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

■
い
わ
ば
安
居
は
夏
の
講
習
会
。
安
居
会
あ
ん
ご
え
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

毛
沢
東
著
の
「
整
風
文
献
」
は
若
い
頃
手
に
し
た
記
憶
は

あ
る
が
、
生
来
の
食
わ
ず
嫌
い
が
ペ
ー
ジ
を
最
後
ま
で
め
く

ら
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
小
生
は
共
産
党
嫌
い
で
あ
っ

た
し
今
も
そ
う
で
あ
る
。
森
信
三
先
生
は
時
代
の
変
化
に
敏

感
で
時
代
に
即
し
た
書
物
を
追
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。
他

を
導
く
立
場
に
あ
る
人
は
、
右
も
左
も
知
っ
た
上
で
の
発
言

が
求
め
ら
れ
る
。
小
生
は
森
信
三
先
生
を
は
じ
め
、
そ
ん
な

知
ら
な
い
世
界
を
知
っ
て
い
る
人
の
言
動
を
観
て
、
自
己
の

考
え
を
決
め
る
、
そ
う
い
う
ず
る
い
人
間
で
あ
る
。
小
生
に

と
っ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
な
ど
ア
ヘ
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
。

（

日
二
繁
）
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