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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
六
回
）

質
問

森

信
三

今
日
は
一
つ
質
問
の
時
間
に
し
ま
す
か
ら
何
で
も
よ

ろ
し
い
質
問
し
て
く
だ
さ
い
。
遠
慮
し
な
い
で
…
。
で
な

い
と
時
間
の
経
つ
の
が
惜
し
い
で
す
か
ら
…
。

■「
読
み
」を
周
囲
が
間
違
っ
た
時

東
尾
「
岩
波
書
店
発
行
の
『
吉
田
松
陰
』
の
著

者
の
名
は
「
お
う
む
ら
」
と
読
む
ん
で
す
か
」

先
生
「
い
い
え
、
玖
村
（
く
む
ら
）
と
読
む
ん

で
す
。
私
の
高
等
師
範
時
代
の
親
し
い
友
人
で

す
。

藤
本
「
本
校
の
中
に
あ
る
「
と
も
ま
つ
か
い
」

と
い
う
の
は
何
で
す
か
」

（
こ
の
時
と
も
ま
つ
と
読
ん
だ
の
が
可
笑
し
い
と
い
っ
て

笑
う
者
少
な
か
ら
ず
。
し
か
し
先
生
少
し
も
お
笑
い
が

な
い
）

先
生
「
あ
ぁ
あ
れ
で
す
か
。
あ
れ
は
と
も
ま
つ

で
は
な
く
〝
ゆ
う
し
ょ
う
か
い
〟
と
読
む
ん
で

す
。
と
こ
ろ
で
今
諸
君
の
う
ち
に
笑
っ
た
人
が

あ
り
ま
す
が
、
他
人
の
読
み
違
い
を
笑
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
人
間
と
し
て
の
嗜

み
と
い
う
も
の
で
す
。
別
し
て
地
名
人
名
そ
の

他
固
有
名
詞
の
場
合
に
そ
う
で
す
。
人
間
嗜
み

の
第
一
歩
は
言
っ
て
な
ら
ぬ
場
合
に
は
絶
対
に

、

。

言
わ
ぬ
と
い
う
こ
と

こ
れ
が
ま
ず
第
一
で
す

次
に
第
二
の
嗜
み
と
し
て
は
笑
っ
て
な
ら
ぬ
時

に
は
絶
対
に
笑
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も

そ
も
無
意
味
に
笑
う
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
浅

薄
な
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
す
。
か
か
る
嗜

み
と
工
夫
に
よ
っ
て
人
間
の
人
格
的
圧
力
は
次

第
に
増
大
す
る
も
の
で
す
。
諸
君
も
こ
の
人
間

と
し
て
の
嗜
み
と
い
う
こ
と
に
気
が
着
か
な
か

っ
た
な
ら
何
年
学
校
へ
通
っ
て
も
何
の
役
に
も

立
ち
ま
せ
ん
。

特
に
一
番
い
け
な
い
こ
と
は
諸
君
が
他
日
教

師
に
な
っ
た
際
生
徒
の
読
み
そ
こ
な
い
を
笑
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
教
師
と
し
て
最

大
罪
悪
は
教
師
自
身
が
生
徒
を
冷
笑
す
る
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
全
ク

ラ
ス
の
生
徒
こ
ぞ
っ
て
笑
ら
お
う
と
も
、
諸
君

一
人
だ
け
は
決
し
て
笑
わ
ぬ
と
い
う
だ
け
の
心

の
引
き
締
ま
り
が
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
教
育
者
の
愛
情
と
い
う
も
の
で
す
。
か
く

し
て
一
語
を
発
せ
ず
し
て
教
育
そ
こ
に
行
わ
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
も
し
生
徒
の

読
み
誤
り
を
教
師
が
真
っ
先
に
立
っ
て
笑
う
と

い
う
が
ご
と
き
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
実
に
言
語
同
断
の
沙
汰
で
す
。
と
こ
ろ
が

現
在
の
小
学
校
に
は
必
ず
し
も
絶
無
と
断
言
で

き
な
い
よ
う
で
す
。
要
す
る
に
そ
れ
は
「
教
育

者
の
道
」
と
い
う
も
の
が
立
っ
て
い
な
い
か
ら

で
す
。
さ
ら
に
ひ
ど
い
教
師
に
な
り
ま
す
と
、

教
師
自
身
生
徒
を
冷
や
か
し
た
り
す
る
教
師
も

あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
言
語
同

断
さ
え
通
り
越
し
て
、
全
く
言
う
べ
き
言
葉
が

あ
り
ま
せ
ん
。
斯
様
な
教
師
を
ど
れ
ほ
ど
作
っ

か

よ

う
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て
み
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
国
家
の
た
め
何
に
な

り
ま
す
か
。
実
際
教
育
の
大
道
廃
れ
て
こ
こ
に

年

明
治
維
新
以
後
教
育
の
道
は
全
く
地
に
堕

、

お

70ち
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
す
。
願
わ
く
ば
せ
め

て
諸
君
ら
だ
け
な
り
と
も
、
誓
っ
て
か
く
の
ご

と
き
事
を
根
絶
さ
す
と
い
う
大
決
心
を
起
こ
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
次
に
何
か
あ
り
ま
せ
ん
か
何
を
聞
か
れ

て
も
良
い
の
で
す
。

■「
友
松
会
」の
こ
と

「

、

」

中
島

先
生

友
松
会
の
ご
説
明
が
ま
だ
で
す

「

。

、

先
生

あ
ぁ
そ
う
で
し
た
ね

あ
れ
は
で
す
ね

こ
の
天
王
寺
師
範
の
卒
業
生
の
同
窓
会
で
す
。

い
ろ
い
ろ
卒
業
生
の
こ
と
に
つ
い
て
お
世
話
を

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
や
が
て
諸
君
も
本
校
を
卒

業
す
る
と
お
世
話
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■「
愛
読
書
」

中
島
「
先
生
の
愛
読
書
は
何
で
す
か
」

先
生
「
さ
ぁ
、
こ
れ
と
い
っ
て
愛
読
書
と
言
い

う
る
ほ
ど
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
の

私
の
思
想
の
根
本
を
据
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は

西
先
生
の
御
書
物
で
す
。
そ
れ
を
基
と
し
て
古

人
で
は
二
宮
尊
徳
翁
、
中
江
藤
樹
先
生
、
吉
田

松
陰
先
生
、
そ
れ
に
親
鸞
、
道
元
、
葛
城
の
慈

か
つ

ら
ぎ

じ

雲
尊
者
と
い
う
よ
う
な
方
々
の
書
物
、
ま
た
西

う

ん

そ
ん

じ
や

洋
で
は
古
代
で
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
、
近
代
で
は
ス

ピ
ノ
ザ
、
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
し
て
シ

ナ
で
は
何
と
い
っ
て
も
論
語
で
す
ね
。
そ
れ
に

宋
代
の
程
明
道
と
い
う
人
も
好
き
で
す
。
ま
ぁ

て

い

け
い

ど

う

そ
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。
さ
ぁ
、
諸
君
堅
苦

し
い
こ
と
ば
か
り
考
え
な
い
で
、
自
由
に
ど
し

ど
し
質
問
し
た
ら
よ
い
の
で
す
。
こ
ん
な
時
間

は
そ
う
度
々
は
作
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

【
注
】
程
明
道
（
て
い
め
い
ど
う
）
。
中
国
の
北
宋
時
代
の
儒
学

者
。
１
０
３
２-

１
０
８
５
年
。
河
南
洛
陽
の
人
で
名
は
顥
（
こ

う
）
、
字
を
伯
淳
と
い
う
。

弟
の
程
伊
川
と
共
に
二
程
子
と

呼
ば
れ
る
。

周
濂
渓
に
学
び
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
誠
に

よ
る
感
化
を
旨
と
し
た
。
程
明
道
は
「
宇
宙
の
生
意
と
は
万

物
一
体
の
仁
、
仁
と
は
己
と
と
も
に
人
を
生
か
す
共
存
の

心
」
と
述
べ
、
人
が
そ
の
天
稟
た
る
性
の
善
を
発
揮
す
る
に

は
、
心
を
一
に
し
て
敬
を
持
し
て
心
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
思
想
は
陸
象
山
、
王
陽
明
へ
と
受

け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

■「
緊
張
感
を
持
続
し
た
生
活
」

中
島
「
先
生
は
お
い
く
つ
の
頃
が
一
番
緊
張
し

た
御
生
活
だ
っ
た
の
で
す
か
」

先
生
「
人
間
と
い
う
も
の
は
年
を
と
る
と
と
も

に
い
よ
い
よ
緊
張
し
て
く
る
よ
う
で
な
い
と
い

け
な
い
で
す
。
こ
れ
を
刀
で
申
し
ま
す
と
若
い

間
は
大
上
段
の
構
え
で
も
良
い
で
す
が
、
年
を

と
る
と
と
も
に
次
第
に
青
眼
の
構
え
に
な
っ
て

せ
い

が
ん

来
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。
こ
の
言
葉
の
意、

味
は
た
と
え
今
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
し
て
も

今
後

年
も
経
て
ば
ぼ
つ
ぼ
つ
分
か
っ
て
き
ま

た

10

し
ょ
う
。
そ
し
て

年
も
経
て
ば
た
い
て
い
の

30

人
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
辺
に
居

る
タ
バ
コ
屋
や
豆
腐
屋
の
お
っ
さ
ん
で
も

、
40

と
な
れ
ば
こ
の
意
味
は
分
か
っ
て
居
る
は
ず

50で
す
。
そ
れ
は
人
生
の
経
験
が
こ
れ
を
教
え
る

か
ら
で
す
。
真
の
教
育
に
お
い
て
は
、
一
語
千

万
年
を
経
る
と
も
変
わ
ら
ぬ
と
い
う
の
が
本
当

へ

で
す
。
理
想
と
し
て
は
常
に
そ
こ
を
目
指
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
い
や
し
く
も
教

師
が
教
室
で
口
に
し
た
事
は
い
つ
何
時
何
処
へ

持
っ
て
い
っ
て
、
何
人
に
伝
え
ら
れ
よ
う
と
も

好
ま
し
く
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
で

な
け
れ
ば
真
に
道
を
説
く
者
と
は
言
え
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
理
想
を
申
し
た
の
で

あ
っ
て
、
実
際
に
は
全
く
不
可
能
と
言
っ
て
よ

い
程
に
難
し
い
こ
と
で
す
。

■「
好
き
な
言
葉
」

中
島
「
先
生
の
好
き
な
言
葉
は
何
で
す
か
」

先
生
「
手
近
な
一
つ
は
修
辞
立
誠
と
い
う
言
葉

し

ゆ

う

じ
り

つ

せ
い

で
す
。
こ
れ
は
人
間
は
言
葉
を
慎
む
こ
と
の
極

致
に
お
い
て
神
に
通
ず
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
元
来
易
経
に
あ
る
言
葉
で
す
が
、
な
か

え
き
き
よ
う

な
か
味
わ
い
の
深
い
言
葉
と
思
う
の
で
す
。
人

間
も
言
葉
の
慎
み
の
い
か
に
大
切
な
こ
と
か
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
だ
し
た
ら
修
養
も
ま
ず
本。

軌
道
に
乗
り
出
し
た
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う

最
も
手
近
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
案
外
こ
の
点

に
は
気
づ
き
に
く
い
も
の
で
す
。

次
に
日
本
人
と
し
て
い
ち
ば
ん
根
本
的
な
も
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の
は
「
七
生
報
国
」
と
言
う
言
葉
で
す
。
こ
れ

し
ち
し
よ
う
ほ
う
こ
く

は
諸
君
も
ご
承
知
の
通
り
大
楠
公
の
御
言
葉
で

だ

い

な
ん

こ
う

す
が
、
こ
れ
を
た
だ
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
自

分
自
身
の
身
に
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
大

切
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
私
共
は
私
ど
も

自
身
の
立
場
に
お
い
て
、
い
ち
ど
人
間
に
生
ま

れ
て
来
な
く
て
は
出
来
な
い
ほ
ど
の
仕
事
を
君

国
の
た
め
に
見
つ
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
希
わ
く
ば
我
微
々
た
り
と
い
え
ど
も

ね
が

こ
の
仕
事
を
通
じ
て
君
国
に
尽
く
し
た
い
。
し

か
も
そ
れ
は
幾
そ
た
び
生
ま
れ
更
わ
っ
て
き
て

か

も
尚
足
り
な
い
と
い
う
だ
け
の
仕
事
を
見
つ
け

出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
そ
こ
ま
で
行
か
な

け
れ
ば
、
忠
と
い
っ
て
も
た
だ
口
先
だ
け
の
言

葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
ま
だ
そ
こ
ま
で
行
か
な

け
れ
ば
、
真
に
日
本
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
を

享
け
た
意
味
は
無
い
わ
け
で
す
。
諸
君
に
し
て

一
た
び
こ
の
根
本
眼
目
を
掴
ん
だ
な
ら
ば
、
あ

と
の
事
は
あ
た
か
も
幾
何
学
に
お
い
て
公
理
か

ら
諸
々
の
定
理
を
導
き
出
す
よ
う
に
種
々
の
信

念
が
生
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

■
泳
力

飯
田
「
先
生
は
ど
の
く
ら
い
泳
が
れ
ま
す
か
」

先
生
「

丁
位
で
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
若
い

50

時
の
記
録
で
す
か
ら
、
今
で
は
怪
し
い
も
ん
で

【
注
】
一
丁
は
１
０
９
メ
ー
ト
ル
。
森
信
三
先

す
が
…
。

生
は
か
つ
て
三
河
湾
を
泳
い
で
…
。

■
教
育
姿
勢
に
関
し
て

岡
村
「
児
童
に
対
し
て
厳
格
主
義
を
と
る
べ
き

か
ま
た
は
温
容
主
義
を
と
る
べ
き
か
ど
ち
ら
が

良
い
で
し
ょ
う
か
」

先
生
「
寛
厳
そ
の
宜
し
き
を
得
べ
き
で
す
。
寛

か

ん
げ
ん

よ
ろ

ゆ
る

く
し
す
ぎ
る
と
つ
け
上
が
り
ま
す
し
、
厳
し
す

ぎ
る
と
伸
び
ま
せ
ん
」

■
視
学
官

北
澤
「
今
視
学
官
は
何
人
で
す
か
」

先
生
「
一
人
で
す
。
視
学
は

人
ぐ
ら
い
お
り

10

ま
す
が
視
学
官
は
一
人
で
す
。
こ
う
い
う
質
問

は
無
論
常
識
と
し
て
知
っ
て
い
て
悪
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
し
か
し
現
在
の
諸
君
に
と
っ
て
は

第
一
義
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
視
学
官
な

ど
と
い
う
も
の
は
役
人
で
、
大
抵
２
、
３
年
ぐ

ら
い
で
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
諸
君
は
も

っ
と
根
本
の
と
こ
ろ
に
目
を
つ
け
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
で
す
。
時
間
で
す
か
ら
今
日
は
こ
れ
ま

。

（

）

で
…

中
島
一
雄
記

（「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月

同
志
同
行
社
刊
）

18
（
微
言
）

神
と
人
類
と
戦
争

森

信
三

○
神
が
歴
史
と
無
関
係
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
神
は
相

対
の
神
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
如
何
に
多
く
の
宗
教

が
現
在
尚
そ
う
し
た
相
対
の
域
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

○
し
か
し
歴
史
に
内
在
し
つ
つ
歴
史
を
導
く
神
は
世

界
史
の
局
限
に
到
る
ま
で
は
人
類
の
救
済
を
完
成
し

な
い
で
あ
ろ
う
。

○
人
類
が
こ
れ
ま
で
神
と
歴
史
と
の
関
係
に
つ
い
て

ほ
と
ん
ど
考
え
な
い
で
き
た
の
は
、
神
を
単
に
個
人

救
済
の
立
場
か
ら
考
え
て
き
た
為
で
あ
ろ
う
。

〇
個
人
…
…
ま
こ
と
個
人
を
離
れ
て
神
も
ま
た
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
単
に
個
人
が
救
わ
れ
る
立
場
で

考
え
ら
れ
る
神
は
、
人
類
争
闘
の
最
大
様
式
た
る
戦

争
に
対
し
て
は
全
く
無
力
で
あ
る
。

○
神
と
歴
史
…
…
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
い
限

り
、
神
も
真
実
の
神
で
は
な
く
歴
史
も
真
の
歴
史
と

は
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
今
や
人
類
は
こ
の
問
題
と
取
り
組
ま
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

○
信
者
に
は
懺
悔
悔
い
改
め
を
す
す
め
つ
つ
、
自
ら

ざ

ん

げ

懺
悔
悔
い
改
め
し
た
宗
教
が
か
つ
て
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。
唯
一
そ
れ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
人

類
は
ま
だ
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
。
全
人
類
が
そ
れ
を

知
る
日
…
…
そ
れ
は
果
た
し
て
い
つ
の
日
で
あ
ろ
う

か
。

○
大
抵
の
宗
教
は
歴
史
に
対
し
て
背
を
向
け
て
き

た
。
そ
れ
は
歴
史
的
実
現
の
重
責
を
回
避
し
て
彼
岸

へ
逃
避
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
宗
教
が
歴
史
と
取
組
む
と
き
、
そ
こ
に
初
め
て
宗

教
新
生
の
第
一
歩
は
踏
み
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

○
神
は
案
外
吝

嗇
で
あ
る
。
一
挙
に
し
て
自
己
の
全

り
ん
り
よ
く

容
を
人
類
に
示
さ
な
い
で
、
極
め
て
徐
々
に
し
か
自
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己
を
啓
示
し
な
い
か
ら
…
…
。

○
神
は
そ
の
全
容
を
一
切
時
一
切
処
に
露
呈
す
る
と

説
い
た
宗
教
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
個

人
的
諦
念
の
立
場
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時

宗
教
は
阿
片
と
嘲
け
ら
れ
て
も
己
む
を
得
な
い
面
を

あ
ざ

生
じ
る
。

○
こ
れ
ま
で
の
宗
教
は
歴
史
が
苦
手
で
あ
っ
た
。
し

か
し
歴
史
を
拒
否
す
る
宗
教
は
、
絶
対
的
な
な
も
の

で
は
な
い
。
勿
論
歴
史
を
拒
否
す
る
宗
教
も
尚
存
続

し
う
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
か
る
宗
教
は
時
の

経
過
と
共
に
次
第
に
色
褪
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
確
か
で

あ

あ
る
。

○
歴
史
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
人
類
が
問
題

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
随
っ
て
ま
た
歴
史
を

拒
否
す
る
宗
教
は
人
類
を
拒
否
す
る
宗
教
と
い
っ
て

よ
い
。
た
と
い
観
念
的
に
は
全
人
類
を
救
う
と
考
え

て
い
る
と
し
て
も
…
…
。

○
従
来
の
宗
教
の
誤
り
は
個
人
を
救
い
さ
え
す
れ

ば
、
そ
の
総
計
（
ト
ー
タ
ル
）
と
し
て
の
人
類
も
ま

た
救
わ
れ
る
と
考
え
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
目
の
子

算
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

○
真
に
人
類
を
救
い
得
る
宗
教
に
は
、
単
な
る
個
人

救
済
以
上
の
或
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の

「
或
る
も
の
（
サ
ム
シ
ン
グ

」
を
見
い
だ
す
処
に

）

今
後
の
人
類
の
道
は
あ
る
。

○
真
に
人
類
を
救
う
宗
教
…
…
そ
の
資
格
は
只
一

つ
。
そ
れ
は
自
己
の
根
本
的
立
場
そ
の
も
の
を
反
省

す
る
こ
と
、
只
こ
の
一
道
あ
る
の
み
。

○
宗
教
者
は
無
神
論
者
を
軽
蔑
し
て
は
な
ら
な
い
。

容
易
に
無
神
論
者
を
軽
蔑
す
る
時
、
実
は
自
ら
も
ま

た
軽
蔑
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

○
無
神
論
者
も
宗
教
者
を
軽
蔑
し
て
は
な
ら
な
い
。

何
と
な
れ
ば
真
実
の
宗
教
に
は
阿
片
の
み
で
な
い
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

○
ど
ち
ら
が
早
く
反
省
す
る
か
、
ど
ち
ら
が
よ
少
多

く
反
省
す
る
か
。
歴
史
は
結
局
そ
の
方
向
へ
向
っ
て

流
れ
る
で
あ
ろ
う
。

○
戦
に
敗
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
の
民
族
は
今

や
大
い
な
る
「
開
眼
」
を
得
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
民

族
の
歴
史
上
か
つ
て
な
か
り
し
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ

問
題
は
そ
れ
が
世
界
史
上
か
つ
て
あ
り
し
や
否
や
の

点
に
あ
る
で
あ
ろ
う

仮
に
世
界
史
上
未
曾
有
の

開

。

「

眼
」
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
我
々
の
民
族
の
力
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

開
顕
」
第

号

昭
和

年
２
月
）

「

23

24

あ
と
が
き
に
替
え
て

今
回
の
「
微
言
」
も
初
め
て
の
掲
載
で
あ
る
。
愚
生
は
不
勉
強

で
こ
こ
ま
で
神
の
本
質
？
に
迫
っ
た
論
考
に
接
し
た
覚
え
は
な

い
。
さ
す
が
森
信
三
先
生

「
神
」
を
鳥
瞰
さ
れ
て
余
り
あ
る
。

。

し
か
も
人
類
の
有
し
た
時
間
軸
と
「
戦
争
」
に
的
を
絞
ら
れ
て
い

る
。
世
界
の
宗
教
指
導
者
が
心
し
て
こ
の
課
題
に
応
え
て
欲
し
い

と
願
う
し
、
ま
た
森
信
三
先
生
の
「
真
実
の
神
」
が
奈
辺
に
あ
る

か
を
日
本
民
族
こ
そ
一
番
理
解
し
や
す
い
と
、
ご
暗
示
な
さ
っ
て

い
る
か
と
思
う
。
宗
教
を
ど
う
す
る
か
は
各
自
自
由
と
し
て
も

「
神
」
の
存
在
は
ま
あ
疑
う
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ど

ん
な
「
神
」
を
考
え
る
か
を
森
信
三
先
生
は
は
っ
き
り
と
方
向
を

示
さ
れ
た
。
そ
し
て
約

年
を
経
て
未
だ
愚
生
は
「
神
」
で
迷
っ

70

て
は
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
が
懺
悔
と
悔
い
改
め
を
行
う
と
は
一
体

如
何
な
る
こ
と
か
。
今
で
も
宗
教
を
勝
手
に
解
釈
し
非
道
の
限
り

を
尽
く
す
イ
ス
ラ
ム
国
あ
り
。
宗
教
の
非
道
を
糺
す
に
武
力
を
以

て
す
る
こ
と
は
旧
態
依
然
で
あ
る
。
こ
の
挾
間
に
日
本
民
族
の
立

（

日
二
繁
）

場
を
ど
う
鮮
明
に
？
で
き
る
か
だ
。
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のご案内第151回「 」かよう会
（火）日 時 平成 年27 ９月１５日

～（毎月第三火曜日原則）18時00分
四ツ橋ビル地下１階『会議室』場 所

「電話 （四ツ橋ビル 管理事務所）」
０６－６５３１－３６８６

交 通 地下鉄：四つ橋線四ツ橋駅下車
２番出口へ。歩30秒
「長堀鶴見緑線」並びに「御堂筋線」

心斎橋駅及び「クリスタル長堀」との
連絡口で直結。

( )テキスト 森 信三著「修身教授録」 致知出版
２３００円（大きな書店で購入）
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