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今
月
の
谷
口
雅
春
先
生
の
お
言
葉

日
本
建
国
の
理
想
は

　
全
世
界
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

日
本
国
家
は
、

　

人
民
の
集
合
体
で
あ
る
組
合
国
家
で
は
な
い

　

先
般
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
愛
国
心
に
就つ

い
て
」
と
い
う
題
で
札
幌
の
大

学
の
学
生
と
も
う
一
つ
二
つ
ど
こ
や
ら
の
学
生
と
を
集
め
て
、
そ

の
討
論
だ
か
問
答
だ
か
を
し
て
い
る
録
音
放
送
が
あ
り
ま
し
た

特
集
①
＝
建
国
記
念
の
日
を
こ
と
ほ
ぐ

２
月
11
日
は
、
わ
が
国
の
建
国
記
念
の
日
で
す
。

日
本
が
建
国
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。
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国
の
国
家
はState

（
状
態
）と
云
う
英
語
で
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
一
つ
の
集
合
状
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、

日
本
の
建
国
の
由
来
か
ら
考
え
る
と
日
本
国
家
はState

（
状
態
）

で
は
な
く
、「
大だ
い

和わ

」
な
る
理
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
る
「
理

念
表
現
」
の
国
家
な
の
で
あ
り
ま
す
。

（
新
版
『
真
理
』
第
７
巻
265
～
266
頁
）

国
家
に
は
「
理
念
」
が
あ
る

　

国
家
と
い
う
も
の
も
唯
物
論
的
に
言
え
ば
、
小
さ
い
個
人
個
人

と
い
う
細
胞
が
契
約
を
し
て
、
そ
し
て
こ
う
い
う
国
を
拵こ
し
らえ

て
お

け
ば
個
人
に
都
合
が
良
い
と
い
う
の
で
拵
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
人
民
主
権
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
人
民
主
権
と
云
う
こ
と

は
人
体
に
た
と
え
て
み
れ
ば
細
胞
主
権
と
い
う
こ
と
に
当
り
ま

す
。
併し
か

し
国
家
が
有
機
的
生
命
体
で
あ
る
以
上
、
一
つ
一
つ
の
細

胞
が
主
権
を
も
っ
て
お
る
と
云い

う
こ
と
は
不
合
理
な
の
で
あ
り
ま

す
。
人
体
は
人
体
と
し
て
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
よ

う
に
、
国
家
も
、
国
そ
の
も
の
に
目
的
と
す
る
「
理
念
」
が
あ
っ

が
、
そ
の
中
で
「
愛
国
―
―
と
は
国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け

れ
ど
も
、
今
の
日
本
の
国
が
愛
す
べ
き
国
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
愛
す
べ
き
値ね

打う
ち

の
無
い
国
な
ら
愛
し
な

く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
発

言
し
た
大
学
生
が
居
た
の
で
、
驚
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大だ
い

体た
い

、

国
と
い
う
も
の
の
概
念
が
、（
中
略
） 

人
民
が
相
互
に
契
約
を
し

て
、
一
つ
に
集
っ
て
人
民
の
た
め
に
な
る
組
合
を
拵こ
し
ら
え
よ
う
で

は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
組
合
と
し
て
出
来
上
っ
た
も

の
が
国
家
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
を
戦
後
の
日
本
青

年
は
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
人
民
主
権
と
云い

う
の
が
そ

れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
建
国
の
由
来
と
は
異
る
の
で

あ
り
ま
す
。
占
領
後
の
連
合
軍
に
よ
る
日
本
弱
体
化
の
政
策
に

よ
っ
て
、
神
武
の
建
国
の
歴
史
は
事
実
で
は
な
い
と
し
て
、
神

武
天
皇
は
存
在
し
た
の
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
に
し
て
し
ま
わ

れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
人
民
が
互
に
相
談
し
て
国
と
云
う
集
合

体
を
つ
く
っ
た
の
で
、
主
権
は
そ
れ
を
つ
く
っ
た
人
民
に
あ
り
、

そ
の
人
民
の
都
合
の
良
い
組
合
が
国
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う

に
し
て
出
来
上
っ
た
の
が
、
国
家
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
外

特 集特 集 建国記念の日をことほぐ①
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て
、
そ
の
理
念
目
的
の
姿
に
住
民
が
結
び
つ
い
て
国
家
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
少
く
と
も
日
本
民
族
は
、
国
と
い
う
も
の

を
一
つ
の
生
き
も
の
と
し
て
、
又ま
た

体
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
理

想
を
有も

つ
一
個
の
「
有
機
的
生
命
体
」
で
あ
る
と
し
て
考
え
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
の
民
族
精
神
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら

日
本
人
の
民
族
精
神
の
表
現
で
あ
る
『
古
事
記
』
に
は
、
人
間
の

生
れ
る
ま
で
に
先ま

ず
「
国
」
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
新
版
『
真
理
』
第
７
巻
269
～
270
頁
）

日
本
国
家
の
本
質
は
、

　

天
皇
を
中
心
と
し
た
国
で
あ
る

　

日
本
国
家
と
云い

う
家
も
色
々
の
部
分
が
集あ
つ
まっ

て
出
来
て
い
ま
す

が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
何
々
人
種
が
日
本
国
家
で
す
か
と
云
っ

て
も
、
そ
れ
は
日
本
国
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
此こ

の
机
が
日
本
国

家
で
す
か
と
云
っ
て
も
、
机
が
日
本
国
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
土
が
日
本
国
家
で
す
か
と
云
っ
て
も
土
が
日
本
国
家
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
す
べ
て
は
日
本
国
家
を
形か
た
ち 

造づ
く

る
材
料
で
あ
っ

て
、「
家
」
に
す
れ
ば
、
材
料
や
瓦
や
壁
や
セ
メ
ン
ト
に
当
る
も
の

な
の
で
す
。
神
話
的
に
云
い
ま
す
な
ら
ば
、
日
本
国
家
は
、
天あ

ま

照
て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の
理
お
お
み
こ
こ
ろ

念
の
中
に
先ま

ず
造
ら
れ
て
、
そ
れ
が
「
千ち

五い

百ほ

秋あ
き

の
瑞み
ず

穂ほ

の
国
は
世よ

よ々

わ
が
子う
み

孫の
こ

の
王き
み

た
る
べ
き
地く
に

な
り
」
と
云

う
天て
ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

の
神し
ん 

勅ち
ょ
くと
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。（
中
略
） 

だ
か
ら
日
本
国
家
の
本
質
及
び
設
計
は
、
天
皇
国
家
の
姿
を
と
る

べ
く
日
本
民
族
全
体
の
心
の
中
に
既
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
世
の
中
の
進
む
に
従
い
、
形
の
世
界
に
徐
々
に
出
来
上
っ

て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
神じ
ん

武む

天
皇
が
大や
ま
と和

に
都
を
奠は
じ

め

給た
ま

う
た
の
は
、
天
皇
中
心
の
国
と
云
う
日
本
民
族
全
体
の
精
神
が

具
体
化
し
た
第
一
期
工
事
の
完
成
だ
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
新
版
『
真
理
』
第
１
巻
64
～
65
頁
）

全
世
界
の
人
類
が

　

兄
弟
と
し
て
ま
と
ま
る
と
い
う
理
想

　

神じ
ん

武む

天
皇
の
建
国
も
神
話
で
あ
っ
て
、
神
武
天
皇
は
実
在
の
人

物
で
な
か
っ
た
と
云い

う
人
が
、
戦
後
に
日
本
の
歴
史
家
の
中
に
も
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出
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併し

か

し
神
武
天
皇
が
実
在
で
あ
ろ
う
が

な
か
ろ
う
が
、
そ
の
神
話
を
古
代
の
日
本
民
族
が
つ
く
っ
た
と
云い

う
こ
と
其そ

の
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
日
本
の
国
を
建
設
し
た
古

代
民
族
の
心
の
中
に
あ
る
「
建
国
の
理
想
」
が
、
人
格
的
に
表
現

さ
れ
て
「
神
武
天
皇
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

神
武
天
皇
が
、
建
国
の
理
想
と
し
て
「
八は
っ

紘こ
う

を
蔽お
お

い
て
宇い
え

と
為な

さ

ん
」
と
仰お
お

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
吾わ
れ

々わ
れ

は
一ひ
と

口く
ち

に
「
八は
っ

紘こ
う

一い
ち

宇う

」
の

建
国
の
理
想
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、（
中
略
） 

天て
ん

地ち

間か
ん

に
外
国

は
無な

い
、
何ど

処こ

も
彼か
し

処こ

も
一
家
族
で
兄
弟
で
あ
る
と
云
う
理
想
を

表
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
は
そ
の

建
国
の
は
じ
め
か
ら
、
全
世
界
の
人
類
は
互た
が
いに
兄
弟
で
あ
る
と
云

う
民
主
主
義
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
神
武
天
皇
が
描
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
日
本
民
族
の
理
想
を
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

（
新
版
『
真
理
』
第
１
巻
65
～
66
頁
）

す
べ
て
を
一
つ
に
調
和
す
る
の
が
日
本
人
の
使
命

　

日
本
民
族
は
総す
べ

て
バ
ラ
バ
ラ
に
分
か
れ
て
い
る
の
を
一
つ
に
綜そ
う

合ご
う

す
る
と
こ
ろ
の
天
分
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
日

本
の
国
の
名
前
を
「
大や
ま
と和

」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、

「
や
」
と
い
う
の
は
「
弥い
よ

々い
よ

」
と
云い

う
字
が
当
て
は
ま
る
の
で
、

い
よ
い
よ
多
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。「
ま
と
0

0

」
と
い
う
の

は
「
纏ま
と

め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
弓
で
射
る
「
的ま
と

」

を
「
ま
と
」
と
い
う
の
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
中
心

に
「
纏ま
と

ま
っ
て
」
い
る
姿
を
現
わ
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
に

分
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
悉
こ
と
ご
とく

が
一
つ
に
纏ま
と

ま
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
、
宇
宙
は

一
つ
で
あ
る
、
世
界
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
の
そ
の
人

生
観
が
、
古
代
の
日
本
民
族
を
通
し
て
現
在
の
日
本
民
族
に
至
る

ま
で
ず
っ
と
貫
き
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
民
族
的
信
念
と
で
も
い

う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
） 

日
本
民
族
は
「
大や
ま
と和
」

と
国
を
号
し
て
す
べ
て
の
国
々
は
皆み
な

家
族
で
あ
る
と
し
て
、
一
切

の
も
の
を
一
つ
に
調
和
せ
し
め
る
使
命
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

（
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
241
～
244
頁
）

特 集特 集 建国記念の日をことほぐ①


