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「
開
顕｣

第

号
巻
頭
言

74

芦
田
先
生
の
三
周
忌
を
迎
え
て

森

信
三

芦
田
恵
之
助
先
生
を
失
っ
た
嘆
き
は
、
つ
い

え

の

す
け

こ
の
間
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
今

歳
末
を
も
っ
て
す
で
に
三
周
忌
を
迎
え
、
今
さ

ら
の
ご
と
く
に
歳
月
の
怱
忙
（
そ
う
ぼ
う
）
の

感
に
堪
え
な
い
。
今
こ
そ
我
ら
先
生
と
の
ゆ
か

り
の
深
き
同
志
は
、
い
か
な
る
途
を
歩
む
こ
と

み
ち

が
、
果
た
し
て
真
に
先
生
の
精
神
を
今
後
に
生

か
す
ゆ
え
ん
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
深
思
す
べ

き
時
期
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
巻
頭
論

文
に
お
い
て
一
応
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
し
か

し
紙
面
の
都
合
上
一
般
論
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と

は
、
我
な
が
ら
遺
憾
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に

具
体
的
結
論
を
要
約
し
て
言
え
ば
、
国
語
教
授

と
し
て
は
、
「
芦
田
…
…
国
分
ラ
イ
ン
」
を
躬
を

以
て
拓
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
教
育
全
体
の
立

場
と
し
て
は
、
ま
さ
に
「
民
族
教
育
の
定
礎
」

と
い
う
大
事
業
に
挺
身
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
い

し
ん

前
者
す
な
わ
ち
「
芦
田
…
…
国
分
ラ
イ
ン
」
の

打
開
と
は
、
そ
の
か
み
随
意
選
題
の
提
唱
者
た

り
し
人
の
生
命
は
、
今
や
生
活
綴
り
方
に
よ
っ

て
、
民
族
の
危
機
に
躬
を
以
て
当
た
り
つ
つ
あ

る
人
々
の
生
命
に
連
な
る
一
路
を
拓
か
ね
ば
な

ひ
ら

ら
ぬ
と
い
う
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は

「
個
の
自
覚
」
か
ら
「
社
会
的
解
放
」
へ
の
展

開
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
具
体
的
方

途
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
こ
こ
に
詳
述
で
き
る

事
柄
で
は
な
い
。
こ
れ
我
ら
が
「
冬
季
研
修
会
」

を
特
に
先
生
臨
終
の
地
丹
波
竹
田
の
法
楽
寺
を

選
ん
で
開
か
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

（
「
開
顕
」

号

月
号

昭
和

年

月
５
日
発
行
）

74

12

18

12

生
命
の
継
承
と
展
開

～
西
先
生
お
よ
び
芦
田
先
生
を
憶
う
て
～

森

信
三

１
今
年
の
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
は
、
私
に
と

っ
て
近
来
に
な
い
意
味
深
い
季
節
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は

月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、
初
め

10

て
「
旅
」
と
名
付
け
て
も
良
い
「
東
北
の
旅
」

に
出
で
立
っ
た
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
他
に
二

つ
の
特
記
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
去
る

月
の

日
は
故
西
晋
一

11

13

郎
先
生
の
十
周
忌
に
該
当
す
る
の
で
そ
の
記
念

事
業
の
一
つ
と
し
て
、
広
島
と
鳥
取
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
記
念
講
演
会
が
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
こ
の

月
９
日
は
誌
友

12

諸
氏
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
芦
田
恵
之
助
先
生

の
三
周
忌
に
当
た
る
の
で
、
別
項
記
載
の
よ
う

に
、
今
年
は
特
に
先
生
の
ご
臨
終
の
地
丹
波
竹

田
の
法
楽
寺
で
、
追
悼
会
を
催
し
が
て
ら
、
「
講

習
会
」
と
「
教
壇
研
修
会
」
と
を
催
そ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。

西
先
生
と
芦
田
先
生
と
は
、
私
の
生
涯
に
お

い
て
最
も
深
い
生
命
の
関
連
を
持
っ
た
方
で
あ

り
、
し
か
も
こ
の
二
人
の
方
が
、
一
方
は

周
10

年
忌
他
方
は
三
年
忌
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
記
念

さ
れ
る
べ
き
年
の
巡
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
と
い
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う
事
は
、
私
と
し
て
も
ひ
と
し
お
に
感
慨
が
深

く
、
そ
れ
故
こ
こ
に
「
生
命
の
継
承
及
び
展
開
」

と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
多
少
の
感
慨

を
述
べ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
次

第
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
一
人
の
卓
越
し
た
人
物
の
没
後
に

は
、
必
ず
や
そ
の
継
承
に
関
し
て
問
題
の
現
れ

る
の
を
常
と
す
る
。
而
し
て
こ
れ
を
換
言
す
れ

ば
、
外
形
形
式
の
継
承
を
専
ら
と
す
る
保
守
守

旧
の
側
に
立
つ
人
々
と
、
旧
形
骸
を
打
破
し
て

そ
の
生
命
を
新
た
な
る
形
骸
に
お
い
て
展
開
せ

ん
と
す
る
人
々
と
に
分
か
れ
る
の
を
常
す
る
。

今
は
事
の
煩
わ
し
さ
故
に
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト

と
か
、
釈
迦
と
か
乃
至
は
わ
が
国
に
お
け
る
親

鸞
、
日
蓮
の
よ
う
な
史
上
に
著
名
な
人
々
に
つ

い
て
、
そ
の
事
の
実
証
を
試
み
る
こ
と
は
差
し

控
え
る
が
、
し
か
も
私
が
上
に
概
括
的
に
述
べ

た
事
柄
は
、
い
わ
ば
生
命
継
承
の
原
則
と
も
言

い
得
る
ほ
ど
に
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
当
て
は

ま
る
と
言
っ
て
良
い
と
思
う
。

２
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
「
で
は
一
体
そ
れ
ら
二
つ

の
立
場
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
が
果
た
し
て
真
実

で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
言
う
ま

で
も
な
く
そ
れ
は
後
者
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち

先
人
の
旧
形
骸
を
破
砕
し
て
、
一
新
形
態
を
創

造
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
に
「
生
命
継
承
」
の

秘
義
は
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

そ
れ
に
は
①
旧
形
骸
を
破
砕
す
る
力
と
、
②
新

た
な
る
形
骸
を
創
造
す
る
力
と
が
、
同
時
に
要

請
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
生
命
の
展
開
を
最
も
明
瞭
に
示

す
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
我
々
は
カ
ン
ト
か
ら

フ
ィ
フ
テ
、
お
よ
び
シ
エ
リ
ン
グ
を
経
て
、
ヘ

ー
ゲ
ル
に
至
っ
た
生
命
の
展
開
様
式
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
言
う
の
に
対
し
て
、
「
だ
が
そ
れ
は
単

に
哲
学
上
の
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
人
が

あ
る
か
と
も
思
う
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
「
生

命
継
承
の
真
理
」
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
上
に

も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
仏
教
の
嗣
法
の
伝
統
の

上
に
も
実
証
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
否
、
一
個

人
の
生
命
す
ら
厳
密
に
は
二
度
と
同
じ
日
は
な

い
の
に
、
ま
し
て
人
を
異
に
す
る
場
合
、
「
生
命

の
継
承
」
が
単
な
る
先
人
の
言
説
の
蒸
し
返
し

の
程
度
に
留
ま
る
と
い
う
事
は
、
真
に
生
命
を

継
承
す
る
所
以
で
な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

否
、
も
っ
と
も
厳
密
な
立
場
か
ら
言
え
ば
、

生
命
に
は
い
わ
ゆ
る
、
伝
承
と
い
う
よ
う
な
事

は
あ
り
え
な
い
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ

し
生
命
と
は
厳
密
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
全
一
的

「
個
」
な
る
が
故
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
生
命

の
伝
承
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
実
は
卓
れ

た
る
先
人
の
生
命
力
に
触
発
せ
ら
れ
て
、
自
ら

も
ま
た
そ
の
先
人
の
生
き
た
よ
う
に
、
「
自
ら
の

生
命
に
徹
し
て
生
き
る
」
こ
と
の
外
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
生
命
触
発
の
機
と
し

て
偉
大
な
る
先
人
の
生
命
が
要
と
せ
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
「
伝
承
」
と
考
え
ら
れ
る
一
面
も
存
す

る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
自
明
事
と
も
言
う
べ
き
真
理
が
、

一
人
の
偉
れ
た
人
格
の
没
後
当
分
の
間
は
、
関

係
者
の
間
に
お
い
て
、
と
も
す
れ
ば
混
乱
し
不

分
明
に
陥
り
や
す
い
の
は
そ
も
そ
も
何
故
で
あ

ろ
う
か
。

３
そ
の
一
つ
は
、
我
こ
そ
は
亡
き
先
人
の
道
を

継
承
し
て
い
る
…
…
と
い
う
人
間
に
通
有
な
自

負
の
心
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
自
負
と
と
も
に
、

ひ
そ
か
な
る
自
己
満
足
を
伴
う
を
常
と
す
る
。

し
か
も
時
と
し
て
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
に
留
ま

ら
な
い
で
、
そ
こ
に
打
算
の
心
さ
え
潜
み
得
る

場
合
さ
え
少
く
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

西
田
幾
多
郎
先
生
の
没
後
い
わ
ゆ
る
側
近
の

人
々
に
よ
っ
て
、
先
生
に
関
す
る
幾
多
の
書
物

が
著
わ
さ
れ
た
が
、
し
か
し
西
田
先
生
の
思
想

を
真
に
内
か
ら
こ
れ
を
斬
っ
て
こ
れ
を
超
克
し

よ
う
と
し
た
人
あ
る
を
見
な
い
。
（
柳
田
謙
十
郎

氏
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
の
転
換
も
、
あ
る
意
味

で
は
西
田
哲
学
の
超
克
と
言
え
な
い
こ
と
は
な

い
と
思
う
が
、
こ
こ
に
は
紙
面
の
都
合
上
、
立

ち
入
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
）

だ
が
こ
の
場
合
田
辺
先
生
だ
け
は
例
外
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
田
辺
先
生
の
西
田
哲
学
に
対

す
る
内
的
超
克
の
ご
努
力
は
、
遠
く
す
で
に
西

田
先
生
の
生
前
に
発
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は

肉
の
西
田
先
生
を
し
て
、
す
で
に
常
に
心
を
遣

わ
せ
、
感
情
的
に
は
不
快
な
ら
し
め
て
い
た
ら

し
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
例
証
す
る
話
と
し
て
、
晩
年
の
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西
田
先
生
は
、
そ
の
座
談
の
席
上
、
い
わ
ゆ
る

側
近
の
人
々
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
時
は
、
頗

す
こ
ぶ

る
ご
機
嫌
が
よ
く
、
談
論
風
発
の
趣
が
あ
っ
た

が
、
一
座
の
中
に
田
辺
先
生
が
一
枚
加
わ
っ
て

い
ら
れ
る
と
、
苦
虫
を
噛
み
潰
し
た
よ
う
に
苦

つ
ぶ

り
切
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

ま
た
そ
の
著
書
の
序
文
に
「
日
本
の
学
会
は
ど

う
も
自
分
の
考
え
を
受
け
入
れ
て
く
れ
ぬ
よ
う

だ
が
…
…
」
と
い
う
意
味
の
文
字
が
し
ば
し
ば

見
受
け
ら
れ
た
が
、
あ
れ
程
ま
で
、
学
会
に
支

配
的
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
言
わ
れ
る
の
か
分
か
ら
ず
、
不
思
議
で
、

こ
れ
も
謙
虚
の
言
葉
と
解
し
て
い
た
あ
る
人
が
、

い
つ
か
そ
の
事
に
触
れ
て
、
西
田
先
生
に
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
「
い
や
、
田
辺
の
ヤ
ツ
が
い
つ
も
噛

み
つ
き
お
っ
て
…
…
」
と
答
え
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
柄
は
恐
ら
く
読
者
諸
氏
を
し
て

如
何
に
も
奇
異
の
感
を
与
え
る
こ
と
と
思
う
が
、

「
生
命
継
承
の
秘
義
」
に
つ
い
て
、
多
年
心
を

苦
し
め
て
考
え
て
き
た
私
に
と
っ
て
は
、
毫
も

不
思
議
で
は
な
い
。
否
、
不
思
議
ど
こ
ろ
か
、

ま
さ
に
然
（
し
か
）
か
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
方
が
か
え
っ
て
お
か
し
い
く
ら
い

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
卓
れ
た
人
の
場
合
に
も
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

真
に
自
己
の
思
想
を
継
承
す
る
者
に
対
し
て
は
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

安
易
な
態
度
を
以
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
で
あ
る
。

．
．
．
．
．

４
去
る

月
中
旬
、
広
島
と
鳥
取
の
二
カ
所
で

11

行
わ
れ
た
西
先
生
の

周
年
記
念
の
講
演
会
で

10

も
、
そ
こ
で
講
演
し
た
人
々
は
、
西
先
生
の
思

想
を
、
敗
戦
と
い
う
未
曽
有
の
歴
史
的
悲
劇
を

通
過
し
て
、
い
か
に
現
在
に
新
生
せ
し
め
得
る

か
に
心
を
砕
い
て
い
る
人
々
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
先
生
の
よ
う
に
、
民
族
と
そ
の
歩

み
を
共
に
せ
ら
れ
た
思
想
家
の
場
合
に
は
、
今

回
の
敗
戦
は
ま
っ
た
く
文
字
通
り
「
最
深
の
悲

劇
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
私
は
先
生

が
戦
後
の
今
日
ま
で
生
き
て
お
い
で
に
な
ら
な

い
こ
と
に
対
し
て
も
、
却
っ
て
先
生
の
た
め
に

お
幸
せ
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
直
接
血
に
つ
な

が
る
ご
遺
族
の
方
々
に
は
申
し
上
げ
ら
れ
る
事

柄
で
は
な
い
け
ど
、
さ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
先
生

の
悲
劇
の
深
さ
に
対
し
て
、
何
ら
の
感
覚
を
も

持
た
な
い
立
場
か
ら
、
果
た
し
て
真
に
先
生
の

生
命
に
つ
い
て
語
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
直
接
先
生
の
弟
子
で
は
な
い
け
れ
ど
、

身
分
的
に
は
先
生
と
も
関
係
の
最
も
深
か
っ
た

さ
る
人
の
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち
に
も
「
今
日

の
世
相
の
混
乱
を
思
う
時
、
い
つ
も
西
先
生
が

ご
存
命
だ
っ
た
と
思
わ
ぬ
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
意
味
の
こ
と
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
仮
に

今
日
西
先
生
が
ご
存
命
だ
っ
た
と
し
て
も
、
80

を
越
え
た
先
生
に
、
果
た
し
て
今
日
の
こ
の
激

流
の
よ
う
な
時
代
を
照
ら
す
光
を
期
待
し
得
る

で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
こ
う
し
た
言
葉
は
時
代

を
知
ら
ず
、
先
生
を
知
ら
ず
、
や
が
て
は
ま
た

自
己
自
身
を
も
知
ら
ざ
る
の
言
と
い
う
ほ
か
な

い
感
が
し
て
、
先
生
亡
き
後
の
先
生
の
周
囲
に

対
し
て
、
そ
ぞ
ろ
に
感
慨
を
そ
そ
ら
れ
た
次
第

で
あ
る
。

５
翻
っ
て
芦
田
先
生
の
没
後
満
二
年
の
現
状
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
先
生
の
精
神
を
真
に
今

日
に
生
か
す
と
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
一
人
の
卓
れ
た
る
師
の
弟
子
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
師
の
精
神
に
よ
っ
て
、
そ

れ
以
前
の
自
己
が
斬
ら
れ
て
、
そ
こ
に
初
め
て

真
の
自
己
が
生
誕
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
師
の
道
を
嗣
ぐ
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
と
は
違
う
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
ま

ず
師
の
肉
体
の
こ
の
地
上
よ
り
の
消
滅
を
機
と

し
て
、
師
の
教
説
の
形
骸
を
斬
る
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
も
っ
と
も
田
辺
先
生
は
前
述
の
よ
う

に
、
西
田
先
生
の
生
前
す
で
に
こ
れ
を
敢
行
し

て
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
私
は
そ
こ
に
「
西
洋

的
な
る
も
の
」
を
看
破
し
て
、
自
ら
を
顧
み
て

感
激
を
深
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

だ
が
こ
の
場
合
、
最
も
深
く
注
意
を
要
す
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

点
は
、
師
の
教
説
の
形
骸
を
斬
る
事
は
、
実
は

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

そ
れ
ま
で
の
自
己
…
…
即
ち
師
の
生
き
て
い
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

間
の
自
己
を
も
斬
る
こ
と
だ
け
で
な
け
れ
ば
な

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

ら
ぬ
。
ま
た
は
も
ち
ろ
ん
同
一
で
は
あ
る
が
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

そ
こ
に
斬
ら
れ
る
も
の
も
ま
た
本
質
的
に
は
一

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

か
く
し
て
師
の
没
後
、
師
の
教
説
の
形
骸
を

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

斬
る
者
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
自
身
を
斬
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

こ
と
が
要
と
せ
ら
れ
る
。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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し
か
も
こ
の
よ
う
な
事
は
、
時
代
が
そ
れ
ほ

ど
激
変
し
な
い
時
代
に
あ
っ
て
も
、
な
お
か
つ

そ
う
で
あ
っ
た
。
現
に
西
田
先
生
に
対
す
る
田

辺
先
生
の
斬
り
込
み
は
、
前
述
の
よ
う
に
戦
前

の
こ
と
に
属
す
る
。
況
ん
や
民
族
の
歴
史
そ
の

も
の
が
切
断
さ
れ
た
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
絶
大

な
る
悲
劇
的
敗
戦
を
通
過
し
た
今
日
に
お
い
て

お
や
で
あ
る
。

こ
の
場
合
注
意
を
要
す
る
点
は
、
な
る
ほ
ど

芦
田
先
生
の
な
く
な
れ
た
の
は
、
戦
後
６
年
を

経
過
し
た
昭
和

年
の
歳
末
で
あ
る
が
、
し
か

26

し
静
坐
と
禅
と
を
主
と
さ
れ
た
先
生
の
世
界
観

人
生
観
は
、
厳
密
に
は
「
戦
前
的
な
る
も
の
」

と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
如
何
に

偉
れ
た
る
魂
と
い
え
ど
も
、
時
代
を
超
え
て
生

き
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
前
述
の
た
と
え
西
先
生
が
、
今
日
に
ご
存

命
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
今
日
の
こ
の

激
し
い
時
代
に
生
き
る
指
針
を
先
生
か
ら
仰
ぎ

得
な
い
と
い
う
の
と
同
一
で
あ
る
。

も
っ
と
も
厳
密
に
言
え
ば
専
ら
「
個
」
の
自

覚
に
生
き
ら
れ
た
芦
田
先
生
と
、
「
国
」
の
自
覚

を
主
と
し
て
生
き
ら
れ
た
西
先
生
と
の
間
に
は
、

そ
の
間
多
少
の
相
違
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
か
ら
は
芦
田
先
生
の
御
精
神
の
方
が
、

な
お
今
日
の
時
代
へ
の
連
続
性
を
も
た
れ
る
点

が
多
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
代
は
、
単
に

自
足
自
全
「
東
洋
的
個
」
に
留
ま
る
こ
と
が
許

さ
れ
ず
、
個
は
自
ら
を
内
面
的
に
斬
っ
て
「
社

会
へ
の
解
放
」
を
敢
行
す
べ
き
こ
と
を
要
請
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
縁
あ
っ
て
芦
田

先
生
の
自
覚
に
触
発
せ
ら
れ
て
、
戦
前
ま
で

「
個
」
の
道
を
主
と
し
て
行
っ
て
き
た
人
々
は
、

こ
の
激
流
の
如
き
時
代
に
お
い
て
、
先
生
の
道

を
継
承
せ
ん
と
す
る
に
は
い
か
な
る
道
を
歩
む

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
方
向
的
示
唆
は
以
上
を
以

て
ほ
ぼ
事
足
り
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

か
く
し
て
早
結
論
を
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が

き
た
。
そ
れ
は
、

師
の
形
骸
を
斬
り
得
る
者
に
し
て
、
初
め
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

師
の
生
命
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

も
師
の
形
骸
を
斬
る
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
自

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

己
そ
の
も
の
を
斬
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
こ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
で
あ
る
。

．
．
．
．
．

而
し
て
自
己
を
斬
り
、
師
の
形
骸
を
斬
る
利

刃
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
時
代
の
背
負
う
そ

の
歴
史
的
意
義
の
認
識
の
外
に
な
く
、
而
し
て

こ
れ
を
照
明
す
る
最
も
有
力
な
る
思
想
の
一
つ

が
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
何

人
も
異
論
な
き
処
で
あ
ろ
う
。

試
み
に
師
の
形
骸
を
固
守
す
る
人
々
に
向
か

っ
て
、
「
一
体
あ
な
た
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
尊

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

敬
せ
ら
れ
る
先
生
の
思
想
を
、
今
日
の
若
い
人

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

々
に
伝
え
得
る
自
信
が
お
あ
り
で
す
か
」
と
尋

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

ね
る
と
し
た
ら
、
私
の
言
お
う
と
し
て
い
る
問

題
の
焦
点
は
最
明
瞭
と
な
る
。
師
の
道
を
真
に

敬
重
す
る
者
は
何
よ
り
も
こ
れ
を
、
若
き
人
々

に
伝
え
る
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
そ
こ

に
こ
そ
生
命
伝
承
の
真
義
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
で
「
ど
う
も
今
日
の
若

い
連
中
は
…
…
」
な
ど
と
嘯
い
て
恬
然
た
る
人

々
が
あ
る
と
し
た
ら
、
た
と
え
自
分
で
は
、
師

の
道
を
継
承
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
実

は
師
の
生
命
の
若
き
世
代
へ
の
流
入
を
自
ら
阻

止
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
す
べ
て
は
現
実
の
歴
史
が
実
証
す
る
。

冷
厳
な
る
歴
史
の
法
則
の
前
に
は
、
一
切
の
雲

霧
は
や
が
て
消
滅
す
る
秋
（
と
き
）
が
来
る
で

あ
ろ
う
。

（
「
開
顕
」
昭
和

年

月
５
日
発
行
第

号
）
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74

あ
と
が
き
に
替
え
て

今
号
は
森
信
三
先
生
の
求
道
の
精
神
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る

貴
重
な
文
献
で
あ
る
と
思
う
。
〝
厳
し
い
！
〟
と
い
う
感
懐

が
強
く
残
っ
た
。
何
度
も
読
ん
で
み
て
、
と
て
も
「
生
命
の

継
承
」
等
は
普
通
の
人
間
の
覚
悟
で
は
到
底
難
し
い
一
事
で

あ
る
こ
と
を
改
め
て
考
え
た
。
学
問
の
世
界
の
み
の
話
で
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
Ｓ
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｐ

＆

Ｂ
Ｕ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ａ
Ｎ
Ｄ

Ｇ
Ｏ
の
精
神
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
〝

破
砕
〟
と
か
〝
超
克
〟
と
か
ま
あ
、
常
人
に
は
別
世
界
の

言
辞
で
も
あ
ろ
う
か
。
さ
す
が
多
く
の
先
哲
の
生
き
様
を

学
ん
だ
森
信
三
先
生
だ
か
ら
の
到
達
点
な
の
だ
ろ
う
。

（

日
二
繁
）
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Em
ail:hiji3@

kcn.jp
http://w

eb1.kcn.jp/syushn
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