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今
月
の
谷
口
雅
春
先
生
の
お
言
葉

特
集

国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と

　

愛
国
心
の
昂こ

う

揚よ
う

な
ど
と
言
っ
て
も
、
愛
し
得う

る
値ね

打う
ち

の
あ
る
国

と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
愛
す
る
け
れ
ど
も
、
愛
し
得
る
国
と
し
て

の
資
格
が
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
ん
現
状
の
よ
う
な
日
本
国
で
は

愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
国
と
い
う
も
の

を
、
唯
、
単
に
形
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
現
状
の
国
―
―
即
ち
現
象

の
国
家
―
―
だ
け
を
日
本
国
だ
と
思
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
ん
な

に
強
盗
や
、
強
姦
や
、
失
業
者
や
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
、
戦
争
や
、

つ
ま
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
充
満
し
て
い
る
此こ

の
よ
う
な
国
家
は
、

愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
現
実
の
奥
に
「
理
念
の
日
本
の
国
」
な
る
と
こ
ろ
の
、

目
に
見
え
ざ
る
「
国
の
本
体
」
な
る
も
の
を
み
た
な
ら
ば
、
其そ

処こ

に
希
望
が
生
ま
れ
、
其そ

の
国
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
、
生い

き

甲が

斐い

を

感
じ
、
其そ

の
国
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
外
面

の
現
象
は
如い

何か

に
と
も
あ
れ
、
そ
れ
を
内
在
の
理
念
―
―
理
想
に

近
づ
け
て
行
く
と
こ
ろ
に
希
望
が
持
て
、
勇
気
が
出
、
生
甲
斐
が

感
じ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
肉
眼
に
は
見
え
な
い
け

れ
ど
も
、
既
に
在
る
と
こ
ろ
の
日
本
を
つ
く
り
出
し
た
「
完
全
模
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型
」
即
ち
「
実
相
」
と
い
う
も
の
を
、
智ち

慧え

に
依よ

っ
て
直
観
し
て
、

そ
れ
を
見
出
し
、
そ
う
し
た
完
全
模
型（
理
念
）に
向
っ
て
、
国
を

推お

し
進
め
つ
つ
あ
る
日
本
国
民
が
自
分
だ
、
と
い
う
自
覚
が
出
て

来
た
と
き
に
の
み
、
本
当
に
日
本
人
と
し
て
の
生
甲
斐
が
感
じ
ら

れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。　
（
新
版
『
真
理
』
第
７
巻
・
272
〜
273
頁
）

「
大だ
い

和わ

の
理
念
の
国
」
日
本

　

日
本
の
国
は
「
大だ

い

和わ

の
理
念
の
国
」
な
の
で
あ
る
。
詳
し
く
言

う
な
ら
ば
瑞み
ず

穂ほ

の
国
で
あ
る
。「
ミ
ズ
ホ
」
の
国
と
は
、
水ミ

ズ

火ホ
ノ

国ク
ニ

な
の
で
あ
る
。
水
は
陰
で
あ
り
、
火
は
陽
で
あ
る
。「
陰
陽
和
合

の
理
念
」
で
あ
る
。
陰（
西
欧
）と
陽（
東
洋
）と
は
和
合
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
を
司
つ
か
さ
ど

る
「
大
和
の
理
念
」

こ
そ
日
本
の
国
な
の
で
あ
る
。
陰（
物
質
）と
陽（
霊
）と
は
和
合
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
を
司
る
の
が
「
大
和

の
理
念
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
国
を
「
領
土
」
と
「
主
権
」
と
「
国
民
」
と
の
混
合
物
の

如ご
と

き
バ
ラ
バ
ラ
の
単
な
る
現
象
的
存
在
と
し
て
考
え
る
が
故
に
、

領
土
の
一
部
が
削
ら
れ
た
り
、「
主
権
」
が
一
時
停
止
せ
ら
れ
た

り
し
た
な
ら
ば
、
日
本
国
の
「
久く

遠お
ん

永え
い

続ぞ
く

性せ
い

」（
天て

ん 

壌じ
ょ
う 無む

窮き
ゅ
う）が

中

断
さ
れ
た
如
く
考
え
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
国
家
な
る

も
の
を
唯
物
論
的
に
、
そ
し
て
た
だ
の
「
現
象
」
と
し
て
観み

て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
実
相
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
新
版
『
真
理
』
第
４
巻
・
77
頁
）

日
本
の
精
神
は
風
呂
敷
精
神

　

日
本
民
族
は
、
人
類
互
に
相あ

い

和わ

そ
う
と
云い

う
理
想
を
も
っ
て
、

国
を
は
じ
め
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、「
大や
ま
と和

」
の
国こ

く

号ご
う

が
そ
れ
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
建
国
の
精
神
な
の
で

あ
り
ま
す
。「
形
は
心
を
あ
ら
わ
す
」
と
云い

う
諺

こ
と
わ
ざが

あ
り
ま
す
が
、

日
本
人
の
発
明
し
た
風
呂
敷
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
風
呂
敷
は

ど
ん
な
形
の
も
の
で
も
、
そ
の
形
を
毀こ
わ

さ
ず
に
一
緒
に
包
ん
で
し

ま
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
国
を
毀こ
わ

し
て
併へ

い

呑ど
ん

す

る
の
は
覇は

道ど
う

で
あ
っ
て
、
日
本
の
皇こ

う

道ど
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

の
精
神
は
風
呂
敷
精
神
で
あ
り
ま
す
。
総す
べ

て
の
物
を
毀こ

わ

す
こ
と
な
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く
一
つ
に
包
ん
で
「
人
類
」
と
兄
弟
と
な
り
一
家
族
と
な
る
の
を

建
国
の
理
想
と
し
て
い
る
の
が
日
本
民
族
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

 

「
人
類
は
互た

が
いに

一
つ
だ
」
と
云
う
大だ

い

和わ

の
精
神
が
日
本
精
神
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
建
国
の
理
想
は
「
愛
」
だ
と
云
う
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
。「
愛
」
と
云
う
の
は
、
ど
の
人
種
も
、
元も
と

は
一

つ
と
云
う
自
他
一
体
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。
自
分
と
他ひ
と

と
は
形
の

上
で
は
別
々
で
あ
っ
て
も
、
生
命
は
一
体
だ
と
云
う
自
覚
で
す
。

「
私
は
あ
の
人
を
愛
す
る
」
と
云
う
こ
と
は
、
あ
の
人
と
私
と
は

本
来
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
悦
び
を
私
の
悦
び
と
し
、
彼
の

悲
し
み
を
私
の
悲
し
み
と
感
ず
る
、
こ
れ
が
「
愛
」
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
或あ
る
い

は
男
女
の
恋
愛
の
よ
う
に
も
現
わ
れ
、
或
は

父
母
親
子
の
愛
と
云
う
よ
う
な
関
係
に
も
現
わ
れ
、
或
は
家
族
が

一
体
で
あ
る
と
云
う
感
じ
の
家
族
愛
と
云
う
も
の
に
な
っ
て
現
わ

れ
、
或
は
国
を
愛
す
る
愛
国
心
と
も
あ
ら
わ
れ
、
或
は
人
類
を
愛

す
る
人
類
愛
と
も
な
っ
て
、
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
吾わ
れ

々わ
れ

は
こ
れ
ら
の

色
々
の
愛
を
、
そ
の
内
の
一
つ
で
な
く
、
み
な
こ
と
ご
と
く
調
和

し
た
相す
が
たで

愛
し
得う

る
よ
う
に
努
力
す
る
と
き
、
偏か

た
よっ

た
人
間
で
は

な
く
「
全ぜ
ん

人じ
ん

」
と
し
て
の
完
全
な
人
間
の
魂
が
み
が
か
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
・
232
〜
233
頁
）

日
本
民
族
の
精
神
を
象
徴
す
る
も
の

　

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
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
」
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
」

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

に
「
纏
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
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
。　
（
新
版
『
真
理
』
第
３
巻
・
241
頁
）

“日本の心”を守った人たち


