
1

「
開
顕
」

号
80

昭
和

年
９
月
１
日
発
行

29

夏
季
研
修
大
会
報
告
号
八
・
九
月
合
併
増
大
号

二
宮
尊
徳
と
毛
沢
東

森

信
三

１
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
長
い
間

に
、
私
の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
数
は
非
常
に

た
く
さ
ん
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ

れ
ら
の
人
々
の
う
ち
で
、
二
宮
尊
徳
と
毛
沢
東

と
か
ら
受
け
た
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
一
種
言

う
べ
か
ら
ざ
る
感
銘
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う

い
う
と
多
く
の
人
は
…
…
「
二
宮
尊
徳
と
毛
沢

東
？
そ
れ
は
ま
た
な
ん
と
い
う
奇
妙
な
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
で
は
な
い
か
」
と
訝
ら
れ
る
怒
ら
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
の
分
か
ら
ぬ
私
で

も
な
い
が
、
し
か
し
常
に
生
命
の
実
感
と
感
動

と
に
生
き
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て

も
こ
れ
は
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
な

の
で
あ
る
。

私
が
初
め
て
二
宮
尊
徳
の
偉
大
さ
を
知
っ
た

の
は
、
忘
れ
も
せ
ぬ
数
え
年

歳
の
年
の
こ
と

33

で
あ
っ
た
。
当
時
私
は
大
阪
の
天
王
寺
師
範
の

専
攻
科
で
哲
学
や
倫
理
を
教
え
て
い
た
。
そ
の

時
、
卒
業
生
の
一
人
で
あ
る
山
本
正
雄
君
が
春

休
み
を
利
用
し
て
、
二
宮
尊
徳
の
遺
跡
巡
り
を

し
、
そ
の
土
産
と
し
て
「
報
徳
記
」
と
「
二
宮

翁
夜
話
」
と
を
求
め
て
来
て
く
れ
た
。「
報
徳
記
」

と
「
夜
話
」
と
は
、
そ
の
後
数
年
し
て
か
ら
は

岩
波
文
庫
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
非
常
に
手

軽
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
時
と

し
て
は
全
然
入
手
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

小
田
原
の
「
報
徳
文
庫
」
で
刊
行
し
た
て
の
ホ

ヤ
ホ
ヤ
の
も
の
で
、
薄
水
色
の
四
六
版
の
瀟
洒

な
本
で
あ
っ
た
。

私
は
そ
の
後

年
も
経
過
し
て
い
る
今
日
で

25

も
、
こ
れ
ら
の
二
書
を
初
め
て
読
ん
だ
あ
の
時

の
感
慨
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
っ
た

く
そ
れ
は
感
動
の
無
限
連
続
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
は
、
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
深
く
心
を
打
た
れ
た
書
物
を
知
ら
な
か

っ
た
。
特
に
「
夜
話
」
の
巻
頭
劈
頭
の
「
す
べ

か
ら
く
天
地
不
書
の
経
文
を
料
す
べ
し
。
」
と
言

い
、
真
理
を
書
物
の
上
に
求
め
ん
と
す
る
学
者

輩
の
言
説
は
取
ら
ざ
る
な
り
云
々
と
記
さ
れ
て

い
る
言
葉
は
、
そ
れ
ま
で
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
ど
こ
か
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も

の
を
感
じ
て
い
た
私
に
と
っ
て
は
、
全
く
「
開

眼
」
の
役
目
を
果
た
し
て
く
れ
と
言
っ
て
良
い
。

そ
の
後
今
日
に
至
る
ま
で
の
私
の
歩
み
に
は
、

全
く
こ
の
「
夜
話
」
の
開
巻
劈
頭
の
一
句
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
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そ
の
後
の
私
の
ア
ン
チ
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と

い
う
べ
き
学
問
の
歩
み
は
、
実
に
こ
こ
に
そ
の

分
岐
点
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
私
の
そ
の

後
の
学
界
的
に
不
遇
の
基
づ
く
と
こ
ろ
も
、
全

く
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
私
は
、
私
の
学
問
の
根
本
的
な
立
場
と

も
い
う
べ
き
「
真
理
は
現
実
の
只
中
に
在
り
」

と
い
う
事
を
、
そ
の
時
尊
徳
翁
の
「
夜
話
」
に

よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

２
し
か
る
に
そ
れ
か
ら
約

年
の
歳
月
を
隔
て

25

て
、
昨
年
あ
た
り
か
ら
、
私
は
毛
沢
東
の
書
物

を
ぼ
つ
ぼ
つ
と
読
み
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
実
に
不
思
議
な
、
全
く
予
期
し
な
か
っ

た
一
つ
の
感
慨
を
得
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
毛
沢

東
を
読
ん
で
い
る
と
、
何
故
か
は
知
ら
ぬ
が
、

そ
こ
に
私
に
は
そ
の
か
み

年
前
に
二
宮
尊
徳

25

の
も
の
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
感
動
と
一

脈
相
通
ず
る
も
の
が
感
取
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
こ
れ
は
初
め
て
こ
の
一
文
を
読
ま
れ

る
誌
友
に
と
っ
て
は
、
意
外
千
万
な
言
葉
で
あ

り
、
摩
訶
不
思
議
で
あ
ろ
う
事
は
も
と
よ
り
の

こ
と
、
当
の
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
全
く
予
期

せ
ざ
り
し
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
事
実
は
ど
こ
ま
で
も
事
実
で
あ
り
、
私

は
そ
れ
を
隠
す
わ
け
に
行
か
な
い
。
そ
も
そ
も

二
宮
尊
徳
と
毛
沢
東
で
は
、
誰
が
考
え
て
み
て

も
、
そ
の
違
い
が
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
ゆ

え
、
多
く
の
人
は
私
が
こ
う
い
う
の
聞
い
て
唖

然
と
し
、
さ
ら
に
は
呆
然
と
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
だ
が
こ
の
二
人
の
巨
人
が
私
の

心
に
与
え
る
感
銘
に
お
い
て
は
、
ど
こ
か
に
…

…
全
面
的
に
と
い
う
の
で
は
な
い
は
も
ち
ろ
ん
、

あ
る
意
味
で
は
全
く
正
逆
の
も
の
で
あ
り
な
が

ら
…
…
し
か
も
そ
こ
に
は
何
か
あ
る
共
通
的
な

も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
共
通
的
な
も
の
と
い
う
の
は
一
体

い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
口
で
言
う
と

あ
れ
は
、
そ
れ
は
「
現
実
に
対
す
る
態
度
の
確

か
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の

対
策
の
確
か
さ
か
ら
来
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

今
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
面
か
ら
見
た
な

ら
ば
、
こ
の
二
人
の
人
間
は
、
全
く
正
反
対
の

極
致
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
今
、

い
わ
ゆ
る
報
徳
宗
で
固
ま
っ
て
い
る
人
々
に
と

っ
て
は
、
毛
沢
東
は
い
わ
ゆ
る
「
赤
」
の
典
型

と
し
て
、
最
も
嫌
悪
す
べ
き
人
物
と
し
て
映
ず

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同

時
に
ま
た
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
思
想
家
を
以
て
任

じ
て
い
る
人
々
に
は
、
尊
徳
な
ど
と
い
う
人
間

は
、
封
建
的
反
動
の
巨
魁
で
あ
り
、
幕
末
日
本

に
お
け
る
最
も
悪
質
な
金
融
家
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
人
々
の
い
う
そ

う
し
た
悪
で
そ
れ
ぞ
れ
分
ら
ぬ
わ
け
で
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は
、
何
か
そ
れ
以
上
に

こ
れ
ら
二
人
の
巨
人
は
、
い
わ
ば
体
臭
的
に
ど

こ
か
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
私
に
は
む
し

ろ
そ
の
方
が
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
二
人

の
巨
人
の
歩
ん
だ
道
が
、
そ
れ
ぞ
れ
農
民
の
生

活
に
徹
し
た
道
で
あ
り
、
そ
の
魂
は
民
族
の
も

つ
全
農
民
の
魂
を
代
表
し
て
い
る
処
か
ら
来
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
尊
徳
と
毛
沢
東
と
で

は
、
そ
の
抱
懐
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
文
字

通
り
正
逆
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
尊
徳
の
立
場
は
、

封
建
政
治
体
制
を
肯
定
し
て
、
そ
れ
を
万
古
不

動
の
も
の
と
、
そ
の
絶
対
的
基
盤
の
よ
う
に
、

農
民
救
済
の
方
案
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
仕
法
」

と
称
せ
ら
れ
る
対
策
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
毛
沢
東
は
、
そ
れ
に
対
比
す
れ
ば
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
封
建
的
な
る
も
の
の
行
き
詰

ま
り
の
極
限
的
時
点
に
出
現
し
て
、
こ
れ
を
根

底
的
に
破
棄
せ
ん
が
た
め
に
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

の
思
想
法
式
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
尊
徳
の
仕

法
な
る
も
の
が
、
い
か
に
固
定
的
静
止
的
な
も

の
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
仕
法
の
雛
形
と
称
さ
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れ
る
農
村
救
済
の
原
型
を
樹
立
す
る
に
あ
た
り
、

処
に
よ
っ
て
１
８
０
年
の
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
そ
の
地
方
の
農
業
収
穫
を
計
算
し
て
、
そ

の
収
入
の
平
均
高
を
算
出
し
、
そ
れ
を
も
っ
て

歳
入
の
基
準
と
し
て
、
歳
出
を
引
き
締
め
る
べ

し
と
す
る
方
案
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
毛
沢
東
の
方
は
、
国
内
に
残
存
す

る
封
建
的
な
る
も
の
と
、
列
強
の
帝
国
主
義
的

な
侵
略
勢
力
を
駆
逐
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期

に
出
現
し
、
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
他
な
い
と
の
結

論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
の
摂
取
の
仕
方
は
、
決
し
て
い
わ
ゆ

る
模
写
的
公
式
的
で
は
な
く
、
深
く
民
族
の
現

状
と
世
界
史
の
現
段
階
と
を
、
そ
の
冷
徹
無
比

な
る
眼
を
以
て
分
析
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ

は
、
ま
さ
に
１
８
０
度
的
転
回
を
施
し
て
振
取

せ
ら
れ
た
と
も
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え

ば
従
来
の
都
市
労
働
者
を
主
体
と
す
る
革
命
様

式
を
、
農
民
主
体
の
そ
れ
に
転
換
し
、
ま
た
ゲ

リ
ラ
戦
法
を
以
て
、
か
つ
て
無
き
高
度
の
評
価

の
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
主
要
戦
術
と
し
た
る

が
如
き
そ
の
一
端
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
尊
徳
と
毛
沢

東
と
は
、
ま
さ
に
正
逆
の
人
物
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
い
さ
さ
か
た
り
と
も
共
通
性
を
感
取
す
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
断
じ
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
私
が
、
こ
の
二
人
の
巨
人
か
ら

受
け
る
感
銘
に
は
、
ほ
と
ん
ど
優
劣
の
言
う
べ

き
も
の
が
な
い
こ
と
に
深
大
で
あ
る
。
私
が
33

歳
の
歳
に
尊
徳
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
影
響
は
、

決
し
て
そ
の
時
、
限
り
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

否
そ
れ
の
み
か
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
持
続
し
て

お
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
現
在
と
て
も

な
お
続
い
て
い
る
と
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
私
が
揮
毫
な
ど
を
頼
ま
れ
た
際
、
と
も

す
れ
ば
書
く
と
こ
ろ
の
「
真
理
は
現
実
の
只
中

に
在
り
」
と
い
う
前
掲
の
言
葉
な
ど
も
、
こ
の

淵
源
を
尋
ね
れ
ば
、
結
局
尊
徳
に
よ
っ
て
「
開

眼
」
せ
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
私
が
最
近
毛
沢
東
に
つ
い
て
多
大

の
感
銘
を
与
え
ら
れ
て
い
る
点
も
、
あ
る
意
味

で
は
、
彼
の
立
場
が
、
い
わ
ゆ
る
学
者
先
生
的

で
は
な
く
し
て
、
正
し
く
「
真
理
は
現
実
の
只

中
に
在
り
」
と
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
中
国
五

億
の
民
衆
の
生
活
の
改
善
と
取
っ
組
ん
で
い
る

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
私
が
、

二
宮
尊
徳
と
の
間
に
一
脈
の
共
通
性
を
感
取
す

る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

私
が
物
心
つ
い
て
か
ら
、
今
日
ま
で
読
ん
で

き
た
書
物
の
数
と
種
類
と
は
、
必
ず
し
も
少
な

い
と
は
思
わ
ぬ
が
、
し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
、

尊
徳
の
書
物
か
ら
受
け
た
感
じ
ほ
ど
も
、
生
々

し
い
深
い
感
動
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
れ
以
前

は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
後
も
、
最
近
毛
沢
東
の

書
物
の
一
端
に
触
れ
る
ま
で
、
か
つ
て
な
か
っ

た
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
。
か
く
し
て
私
に
と
っ

て
は
、
尊
徳
と
毛
沢
東
と
の
間
に
、
一
切
の
理

論
を
越
え
た
あ
る
共
通
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

と
い
う
ほ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
い

わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
を
越
え
た
あ
る

何
も
の
か
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち

私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
二
人
の
巨
人
に
対
す
る

親
愛
感
は
、
こ
の
二
人
の
巨
人
の
持
つ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
相
違
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
種
類

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ

ら
二
人
の
巨
人
が
、
そ
の
全
精
魂
を
傾
け
た
対

象
が
農
民
で
あ
り
、
お
の
お
の
そ
の
与
え
ら
れ

た
時
代
と
環
境
に
即
し
つ
つ
他
の
処
の
い
わ
ゆ

る
思
想
家
た
ち
と
違
っ
て
、
現
実
そ
の
も
の
の

中
か
ら
生
き
た
真
望
を
洞
察
徹
見
し
て
い
る
点

に
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に

私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
二
人
の
巨
人
の
人
生
に

対
す
る
主
的
態
度
の
上
に
動
か
し
難
い
共
通
的

な
る
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
否
定
し
が
た
い
の

で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
か
く
言
う
こ
と
は
、
今
日
の
時
代

に
お
い
て
、
特
に
全
民
族
が
、
他
国
の
支
配
下

に
置
か
れ
て
い
る
と
き
、
単
な
る
「
報
徳
宗
に

還
れ
！
」
な
ど
と
い
う
時
代
を
無
視
し
た
素
朴

な
言
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と

は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
私
の
言

い
た
い
事
は
、
我
等
の
民
族
は
、
今
や
こ
の
二

人
の
巨
人
の
間
に
生
命
の
大
流
を
開
通
せ
し
む

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
相
違
に
よ
っ
て
、
こ
の
二

人
の
巨
人
を
二
者
択
一
的
に
安
易
に
取
捨
す
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
私
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
も
し
尊
徳

の
よ
う
な
巨
人
が
仮
に
毛
沢
東
の
生
ま
れ
た
よ

う
な
時
代
と
国
に
生
を
享
け
た
と
し
た
ら
、
多

分
毛
沢
東
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
毛
沢
東
の
よ
う
な
人
間
が
、
尊
徳
の

よ
う
な
時
代
と
国
に
生
ま
れ
た
と
し
た
ら
、
た

ぶ
ん
尊
徳
に
近
い
…
…
決
し
て
同
一
と
は
言
わ

ぬ
が
…
…
道
を
歩
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う

気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。

も
と
よ
り
現
実
の
歴
史
の
歩
み
は
、
そ
の
一

つ
一
つ
が
絶
対
的
で
あ
っ
て
、
一
切
の
仮
定
を

許
さ
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
一
場
の
議

論
と
し
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ

れ
ば
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
一
言
も
な

い
わ
け
で
あ
る
。
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
は
、
こ
の
よ
う
に
正
逆
の
外
相
を
呈
す
る
こ

の
二
人
の
巨
人
の
う
ち
に
、
ど
こ
ま
で
も
否
定

し
が
た
い
あ
る
類
同
性
の
感
じ
る
事
を
否
み
難

い
の
で
あ
る
。

私
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
こ
こ
に
記
す
の
は
、

も
と
よ
り
世
界
史
の
も
つ
客
観
的
展
開
の
意
義

を
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な

い
。
だ
が
我
々
日
本
民
族
が
毛
沢
東
と
い
う
よ

う
な
現
存
の
巨
人
に
学
ぶ
場
合
、
同
族
の
先
覚

中
、
そ
の
体
臭
的
類
型
に
お
い
て
、
最
も
類
同

性
の
多
い
尊
徳
と
い
う
よ
う
な
巨
人
と
相
即
せ

し
め
て
、
そ
の
摂
取
す
べ
き
を
摂
取
す
る
と
い

う
態
度
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
生
温
い
な
ど
と

い
う
態
度
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
一
蹴
す
べ
き

で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

否
、
今
日
我
々
日
本
民
族
が
隣
邦
の
英
傑
毛

沢
東
に
学
ぶ
に
は
、
い
わ
ば
テ
ー
ゼ
の
時
代
に

生
き
た
同
族
の
英
傑
尊
徳
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
的

な
翻
転
的
自
己
実
現
と
し
て
解
す
る
と
い
う
一

面
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
分

裂
症
的
病
弊
を
深
く
内
蔵
し
て
い
る
我
ら
の
民

族
に
あ
っ
て
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
い
ま

だ
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
言
う
も
の
は
、
全

く
一
顧
だ
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
よ

う
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
の
内
な
る
民
族
の
血

の
同
感
共
鳴
す
る
真
理
は
、
い
つ
の
日
に
か
そ

の
真
実
の
顕
彰
さ
れ
る
日
が
来
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

こ
の
論
文
は
終
戦
後
十
年
内
外
の
頃
の
も
の
で
あ
る
。

現
代
の
人
々
が
読
め
ば
、
あ
る
い
は
驚
く
人
も
あ
る
で
あ

ろ
う
。
実
は
愚
生
も
毛
沢
東
に
つ
い
て
は
考
え
が
な
い
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
確
か
に
中
国
五
億
の
民
を
養
い
列
強

の
呪
縛
を
払
い
、
建
国
の
一
途
を
走
っ
た
毛
沢
東
の
並
々

な
ら
ぬ
手
腕
と
指
導
力
に
は
驚
嘆
の
外
な
い
。
が
し
か
し
、

や
は
り
共
産
党
一
局
支
配
を
樹
立
し
、
そ
の
た
め
に
は
自

国
民
の
犠
牲
も
や
む
な
し
、
と
の
勢
い
で
虐
殺
の
あ
っ
た

誹
り
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
の
残
滓
が
今
も
中
国
国
内
で
の

人
権
無
視
の
蛮
行
で
あ
る
。
中
国
政
府
に
よ
る
ウ
イ
グ
ル

人
弾
圧
の
実
態
を
示
す
内
部
文
書
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

1
0
0

万
人
を
強
制
収
容
し
て
思
想
改
造
を
行
っ
て
い
る
と

い
う
。
確
か
に
今
と
中
国
建
国
時
代
と
は
、
世
界
が
異
な

る
と
は
思
う
が
、
素
直
に
毛
沢
東
の
業
績
に
諸
手
を
挙
げ

て
賞
賛
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
尊
徳
さ
ん
の
業

績
は
今
な
お
厳
然
と
日
本
民
族
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
根
付
い
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
如
何
？
本
年
も
印
刷
機
が
動

く
う
ち
は
本
誌
を
作
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。
（

日
二
繁
）

25

〒
６
３
３
ー
０
０
０
３

桜
井
市
朝
倉
台
東
２
ー
５
３
８
ー
８
９

臂

繁
二

電
話
０
７
４
４
ー
４
５
ー
３
４
２
２

Em
ail:hiji3@

kcn.jp
http://w

eb1.kcn.jp/syushn

ネットで 森信三先生と修身教授録 と検索

飛耳長目（ひじちょうもく） 通巻１９４号 令和２年１月１日発行


