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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
修
身
教
授
録
」
探
求
（
第
二
十
八
回
）

十
二

自
然
の
営
み

森

信
三

最
近
急
に
寒
く
な
り
ま
し
て
、
こ
の
教
室
で
も

窓
の
硝
子
戸
が
殆
ど
閉
め
通
し
に
な
っ
て
い
ま
す

が

ら

す

ど

か
ら
つ
い
気
付
か
ず
に
い
ま
し
た
が
、
先
程
も
こ

こ
か
ら
一
寸
外
を
の
ぞ
い
て
み
ま
す
と
、
何
時
の

間
に
や
ら
も
う
窓
の
外
に
は
早
咲
き
の
山
茶
花
が

咲
き
盛
っ
て
い
ま
す
し
、
又
そ
の
側
に
は
晩
咲
き

お
そ

の
白
山
茶
花
の
蕾
み
が
も
う
す
っ
か
り
ふ
く
ら
ん

で
今
に
も
開
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

私
は
こ
の
様
子
を
見
る
と
同
時
に
、
一
種
言
い

知
れ
な
い
深
い
感
じ
に
打
た
れ
た
事
で
あ
り
ま

す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
ど
も
人
間
の
間
に
は

怠
け
る
と
い
う
事
が
あ
り
ま
す
が
、
大
自
然
た
る

天
然
の
営
み
に
は
い
さ
さ
か
の
怠
り
も
な
い
と
い

う
事
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
私
ど
も
人
間
の
眼

に
は
或
は
映
ら
な
い
時
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
天
の
営
み
は
、
こ
う
し
て
お
話
を
し
て
い
る

間
に
も
黙
々
の
裡
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

う
ち

す
。さ

ら
に
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
も
農
業
の

塚
本
先
生
が
菊
の
鉢
植
え
を
片
づ
け
て
お
い
で
に

な
る
処
を
側
か
ら
拝
見
し
て
感
じ
た
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
す
で
に
明
年
の
菊
の

若
芽
が
、
そ
の
根
の
方
に
は
何
時
と
な
く
兆
し
始

め
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
今
年
の
花
の
盛
り

の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
早
く
も
明
年
の

営
み
が
兆
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も

は
平
素
と
か
く
人
間
界
の
難
事
に
の
み
心
を
奪
わ

れ
て
、
天
地
大
自
然
の
営
み
が
い
か
に
用
心
深
く

不
断
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
平

素
は
一
向
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
時
折
極
く
稀
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
只

今
申
し
た
様
な
場
合
に
出
逢
い
ま
す
と
、
今
夏
の

様
に
大
自
然
の
営
み
の
偉
大
さ
に
驚
か
さ
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
実
際
只
今
の
山
茶
花
に
し
ろ
菊
に

し
ろ
、
否
か
く
い
う
私
ど
も
自
身
さ
え
、
そ
の
何

れ
も
が
大
自
然
の
所
産
で
あ
り
天
然
の
営
み
の
現

れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
私
ど
も
は
た
だ
単
に
山

茶
花
や
菊
に
於
け
る
天
然
の
営
み
に
の
み
心
を
向

け
て
い
な
い
で
、
か
く
い
う
私
ど
も
自
身
が
そ
れ

ら
に
も
勝
っ
て
天
然
の
大
い
な
る
生
命
を
享
け
て

う

生
れ
出
て
い
る
こ
と
を
反
省
す
る
と
こ
ろ
が
な
く

て
は
な
ら
ぬ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

然
ら
ば
私
ど
も
と
山
茶
花
や
菊
は
、
そ
の
何
れ

も
が
等
し
く
天
地
の
生
命
を
享
け
て
生
れ
出
で
つ

つ
、
そ
こ
に
如
何
な
る
相
違
が
あ
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
思
う
に
そ
れ
は
結
局
心
の
問
題
と
い
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う
の
外
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
山
茶

花
や
菊
に
は
心
が
な
い
の
に
、
我
々
人
間
に
は
、

心
の
働
き
と
い
う
も
の
が
生
れ
な
が
ら
に
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
哲
学

的
に
申
せ
ば
、
動
植
物
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
の

極
微
な
心
が
あ
る
と
も
言
え
な
い
事
は
な
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
仮
に
か
か
る
種
類
の
心
が
あ
っ
た

と
致
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
私
ど
も
人
間
の
心
に

比
べ
ま
す
れ
ば
、
現
実
に
は
統
局
有
る
も
無
き
に

等
し
い
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
く
し

て
私
ど
も
人
間
が
植
物
と
異
な
る
所
以
は
、
結
局

は
心
の
有
無
、
更
に
は
精
神
の
有
無
と
い
う
べ
き

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
斯
様
に
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
こ
こ

に
一
つ
の
問
題
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
植
物
は
我
々
人
間
の
様
に
心
が
無
い
に
も
拘

わ
ら
ず
、
年
中
そ
の
天
然
の
営
み
を
中
絶
す
る
時

と
て
な
い
の
に
、
心
を
持
て
る
私
ど
も
人
間
の
方

に
、
却
っ
て
努
め
る
時
と
怠
る
時
、
張
る
時
と
弛

む
時
と
が
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
訳
で

あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
お
互
に
深
く
考
え
て
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
心
を
持
て
る
我
々
人
間
に
却
っ
て
弛
み
怠

る
時
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
寸
考
え
ま
す
と

如
何
に
も
不
合
理
な
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
事
実

は
必
し
も
そ
う
と
は
言
え
ま
す
ま
い
。
そ
も
そ
も

人
間
の
心
と
い
う
も
の
は
、
一
方
か
ら
は
一
心
よ

く
天
地
の
心
に
も
通
じ
、
更
に
は
神
の
心
に
す
ら

通
う
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
一

歩
を
誤
れ
ば
心
は
実
に
曲
者
魔
者
で
あ
っ
て
、
常

く
せ
も
の

に
あ
ら
ぬ
方
へ
と
さ
ま
よ
い
易
い
も
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
反
し
て
山
茶
花
や
菊
な
ど
と
い
う
も

の
は
、
自
己
に
与
え
ら
れ
た
る
も
の
に
安
心
し
て
、

決
し
て
迷
う
と
か
怠
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
自
己
に
与
え
ら
れ
た
物
以

外
を
欲
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
山
茶
花

は
、
そ
の
植
え
ら
れ
た
場
所
が
悪
い
か
ら
と
て
、

決
し
て
あ
ち
こ
ち
と
新
た
な
る
場
所
を
求
め
て
動

き
廻
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
又
菊
は
自

己
に
与
え
ら
れ
た
肥
料
が
不
十
分
だ
と
い
っ
て
、

決
し
て
自
ら
養
分
を
探
し
求
め
て
そ
の
辺
を
ほ
っ

っ
き
廻
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ

植
物
が
時
来
た
れ
ば
必
ら
ず
花
を
開
き
、
時
来
れ

ば
必
ら
ず
実
を
結
ぶ
所
以
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
意
識
を
持
た
な
い
無
心
の
植
物
は
、
無
心
な
る

が
故
に
却
っ
て
分
不
相
の
望
も
抱
か
な
け
れ
ば
、

又
人
の
思
わ
く
に
よ
っ
て
自
己
の
な
す
べ
き
営
み

を
怠
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か

く
し
て
深
山
の
桜
は
訪
う
人
も
無
き
に
、
時
来
た

れ
ば
必
ず
そ
の
花
を
開
く
の
で
あ
っ
て
、
人
の
見

る
見
な
い
と
い
う
事
に
よ
っ
て
自
己
の
営
み
に
弛し

張
勤
惰
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
私
共

ち
よ
う
き
ん

だ

人
間
は
、
な
ま
じ
い
に
心
の
働
き
あ
る
が
故
に
と

か
く
人
の
こ
と
が
気
に
な
り
、
外
の
物
に
眼
が
散

り
や
す
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果

自
然
と
わ
が
為
す
べ
き
務
を
も
怠
る
こ
と
に
な
る

訳
で
す
。

然
ら
ば
大
自
然
は
何
故
に
私
ど
も
人
間
に
か
よ

う
な
心
の
働
き
を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
も
し
人
間
に
心
の
働
き
あ
る
こ
と
が
、
た

だ
我
々
人
間
を
迷
わ
し
怠
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
な

ら
ば
、
お
そ
ら
く
神
は
斯
様
な
も
の
を
我
々
人
間

に
授
け
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

で
は
私
ど
も
人
間
の
心
の
真
の
相
は
如
何
に
あ
る

べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
ぅ
か
。
そ
れ
は
只
自
己
の
な

す
べ
き
営
み
を
、
か
の
動
植
物
に
於
け
る
が
如
く

に
た
だ
無
意
識
に
謂
は
ば
機
械
的
に
営
む
許
り
で

ば
か

は
な
く
、
自
ら
の
為
す
べ
き
事
を
自
覚
的
に
意
識

し
て
、
そ
の
深
い
意
味
を
知
り
つ
つ
履
み
行
わ
ん

ふ

が
為
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
成
程
動
植
物
に
迷
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
動
植
物
に
勤
惰
な
き
所
以
で

き

ん

だ

あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
又
そ
れ
は
自

覚
に
出
づ
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
近
頃
は

非
常
に
勉
強
し
出
し
た
と
い
う
事
も
な
い
訳
で

す
。
今
年
は
こ
の
庭
の
菊
の
出
来
が
良
か
っ
た
と
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い
い
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
菊
自
身
の
自
覚
的
努
力

に
よ
る
も
の
で
な
く
し
て
、
実
に
菊
作
り
た
る
人

間
自
身
の
努
力
に
よ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
そ
の
行
届
い
た
手
入
れ
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
訳

で
す
。
か
く
し
て
植
物
の
出
来
映
え
の
よ
し
あ
し

は
、
畢
竟
こ
れ
に
対
し
て
尽
く
す
人
間
の
心
の

ひ
つ
き
よ
う

弛
張
浅
深
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
訳
で
あ
り
ま

し
ち
よ
う
せ
ん
し
ん

す
。斯

様
に
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
私
ど
も
は
、
こ

こ
に
人
間
と
し
て
の
生
を
享
け
て
心
を
与
え
ら
れ

た
事
を
、
何
よ
り
も
先
ず
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
同
時
に
又
そ
の
事
の
本

意
を
知
っ
て
、
心
を
そ
の
正
し
さ
に
お
い
て
生
か

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な

わ
ち
神
は
我
々
人
間
を
迷
わ
し
め
ん
が
為
に
心
を

授
け
給
う
た
の
で
は
な
く
、
動
植
物
に
は
見
ら
れ

な
い
自
覚
の
光
に
照
ら
し
て
自
ら
の
道
を
知
り
、

そ
の
日
々
の
務
を
営
ま
し
め
ん
が
為
め
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
心
の
働
き
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
又
自
由
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
自
由
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

又
そ
れ
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
も
の
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
動
植
物
の
営
み
は
、

そ
こ
に
な
ま
じ
い
の
意
識
が
な
い
だ
け
に
、
少
く

と
も
型
と
し
て
は
、
却
っ
て
と
も
す
れ
ば
怠
り
勝

ち
な
る
私
ど
も
に
と
っ
て
大
な
る
教
訓
と
な
る
と

も
言
え
ま
し
ょ
う
。
実
際
私
ど
も
は
静
か
に
大
自

然
の
営
み
を
観
ず
る
時
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
る

神
の
御
旨
を
汲
む
事
が
出
来
る
と
も
言
え
る
で
あ

み

し

り
ま
し
ょ
う
。

（
大
林
カ
ネ
記
）

（
「
修
身
教
授
録
」
第
四
巻
同
志
同
行
社
昭
和

年
刊
）

15

森
信
三
先
生
の
短
文
紹
介

前
号
で
紹
介
し
た
論
文
「
第
二
の
夜
明
け
」
の
続

き
を
紹
介
す
る
。

論
文

第
二
の
夜
明
け
（
続
き
）

森

信
三

三
、内
な
る
変
革

民
族
の
生
命
の
危
険
は
感
じ
つ
つ
も
竟
に
こ
れ
を

つ
い

乗
り
切
る
こ
と
の
で
き
た
明
治
維
新
の
変
革
は
、
当

時
日
本
の
置
か
れ
て
い
た
境
位
の
必
然
と
し
て
「
外

に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
」
変
革
で
あ
っ
た
が
、
一
応

西
洋
文
化
の
皮
相
を
模
し
得
て
東
西
の
文
化
を
融
合

し
得
た
り
と
錯
覚
し
つ
つ
、
竟
に
そ
の
虚
し
き
誇
負

に
つ
ま
ず
き
敗
れ
た
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ

る
今
回
の
変
革
は
、
そ
の
境
位
の
必
然
と
し
て
、
ま

た
実
に
「
内
に
向
か
う
」
変
革
で
も
あ
る
。
こ
こ
に

今
回
の
変
革
を
「
第
二
の
夜
明
け
」
と
し
ま
た
こ
れ

を
「
内
か
ら
の
変
革
」
と
言
っ
た
所
以
が
あ
る
。
「
内

か
ら
の
変
革
」
と
「
内
に
向
か
う
変
革
」
と
は
単
に

言
葉
の
皮
相
か
ら
は
正
逆
の
矛
盾
を
犯
す
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
全
く
同
一
の
も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
「
内
か
ら
の
変
革
」
と

は
結
果
の
外
形
に
即
し
て
言
い
、「
内
に
向
か
う
変
革
」

と
は
変
革
の
志
向
と
態
度
に
即
し
て
言
う
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
ら
の
両
相
に
通

ず
る
「
内
な
る
も
の
」
に
今
回
の
変
革
の
本
質
は
存

す
る
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

確
か
に
明
治
維
新
は
「
外
」
に
向
か
っ
て
開
か
れ

た
変
革
で
あ
っ
た
。
我
々
は
世
界
史
上
類
例
を
見
な

い
そ
の
永
き
自
己
封
鎖
の
扉
を
開
い
て
そ
こ
に
無
量

の
珍
奇
な
る
も
の
に
瞠
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
明
治
維
新
の
変
革
は
「
外
な
る
物
」
へ
の
「
ま

な
び
」
と
そ
の
模
倣
輸
入
と
に
奔
命
し
た
の
で
あ
っ

た
。
明
治
期
の
日
本
は
し
か
し
そ
う
し
た
外
来
事
物

の
模
写
的
移
入
に
よ
っ
て
も
済
ん
だ
の
で
あ
り
、
我

々
は
そ
れ
ら
の
模
写
的
移
入
品
に
よ
っ
て
、
国
の
危

険
を
除
去
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
こ
の
「
外
な
る
物
」
へ
の
学
び
は
十
分

に
「
内
な
る
物
」
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
は
し
な
か

っ
た
。
成
る
ほ
ど
我
々
は
西
洋
の
哲
学
倫
理
芸
術
等

を
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
な
る
物
」
を
も
摂

取
し
得
た
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
が
そ
う
で

な
か
っ
た
こ
と
は
今
回
が
敗
戦
に
よ
っ
て
、
完
膚
な

き
ま
で
に
露
呈
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
否
そ
れ
は
ま

つ
た
く
悲
痛
感
す
ら
も
破
砕
し
終
わ
る
徹
底
性
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
今
に
し
て
初
め
て
「
内

な
る
も
の
」
の
裏
付
け
な
き
単
な
る
異
な
る
「
外
な

る
も
の
」
の
移
入
の
如
何
に
愚
か
し
か
っ
た
か
悟
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
我
々
が
単
に
「
外
な
る
も
の
」
の
移
入
に

奔
命
し
て
、
そ
の
裏
付
け
と
し
の
「
内
な
る
物
」
を

閑
却
し
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
と
言
わ
れ
な
い
。
何

と
な
れ
ば
我
々
は
「
内
な
る
物
」
は
我
々
自
身
の
も

の
を
も
っ
て
十
分
と
し
、
た
だ
「
外
な
る
も
の
」
さ

え
移
入
す
れ
ば
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
我
々
の
民
族
に
特
有
な
「
浅
薄
さ
」
の
あ

っ
た
こ
と
は
、
も
と
よ
り
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同

時
に
そ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
み
に
留
ま
ら
な
い
よ
り
深

い
根
源
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

し
て
そ
れ
は
我
々
の
民
族
が
そ
の
生
活
環
境
と
し
て
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の
島
国
的
限
定
の
歴
史
的
所
産
と
し
て
の
「
素
朴
な

る
単
純
性
」
さ
ら
に
は
「
素
朴
な
る
無
知
」
に
根
ざ

す
「
独
善
主
義
」
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
の
言
葉

を
無
意
識
に
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私

が
私
自
身
の
今
日
ま
で
の
歩
み
を
反
省
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
の
姿
の
上
に
見
い
だ
し
た
痛
ま
し
き
根

本
性
格
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
程
度
の
差
は
無
量

で
あ
る
と
し
て
も
、
極
め
て
少
数
の
例
外
を
除
い
て

は
、
国
民
の
大
部
分
が
そ
れ
よ
り
免
れ
得
な
い
民
族

の
宿
命
的
制
約
と
思
わ
れ
る
。

し
か
ら
ば
か
く
の
如
き
宿
命
的
な
る
根
本
制
約
は

何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
外
的

環
境
的
条
件
に
即
し
て
言
え
ば
、
前
に
も
述
べ
た
よ

う
に
有
史
以
来
の
生
活
環
境
た
る
こ
の
島
国
的
限
定

に
よ
る
と
い
う
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
一
歩

を
進
め
て
こ
れ
を
民
族
生
命
の
内
的
規
定
の
う
ち
に

求
め
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
我
々
は
わ

が
民
族
が
生
命
展
開
の
縦
の
系
列
を
重
視
し
来
た
っ

た
そ
の
基
本
性
格
に
求
め
る
の
ほ
か
な
い
と
思
う
。

わ
が
民
族
の
根
本
病
弊
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
今
回
の

敗
因
の
最
大
原
因
と
し
て
の
「
素
朴
な
る
無
知
」
に

基
づ
く
「
独
善
」

が
、
民
族
の
世
界
観
人
生
観
に

固
有
す
る
こ
の
特
質
に
基
因
す
る
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
は
、
不
賛
の
意
を
表
明
せ
ら
れ
る
向
き
も
少
な

く
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
人
々
は
そ
れ
を
単
に
外

的
環
境
的
条
件
と
し
て
の
島
国
的
限
定
の
み
に
帰
せ

め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
と
い
え
ど
も
単
な
る

主
観
的
情
念
と
し
て
は
も
と
よ
り
同
様
で
あ
る
。
し

か
も
一
度
自
省
の
内
面
光
を
向
け
る
時
我
々
は
遺
憾

な
が
ら
そ
の
深
因
が
結
局
民
族
の
世
界
観
人
生
観
に

基
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。（

「
開
顕
」
創
刊
号
か
ら
昭
和

年

月
）
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あ
と
が
き

「
第
二
の
夜
明
け
」
の
残
り
の
全
部
を
紹
介
し
た

か
っ
た
が
紙
幅
の
関
係
で
そ
れ
が
出
来
な
い
。
今
回

の
一
部
の
論
考
で
全
て
を
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差

し
控
え
る
が
、
前
号
を
読
ん
で
、
読
者
か
ら
「
原
爆

肯
定
論
」
と
い
う
言
辞
は
い
か
が
な
も
の
か
？
と
い

う
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
申

し
述
べ
て
み
る
と
、
勿
論
森
信
三
先
生
は
原
爆
投
下

の
現
実
事
実
を
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
今
後
も

原
爆
の
使
用
を
も
肯
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
核

兵
器
そ
も
の
も
の
を
も
肯
定
さ
れ
た
文
章
を
拝
読
し

た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
肯
定
」
と
い
う
言

葉
に
固
執
す
れ
ば
、
こ
れ
は
不
適
切
で
あ
っ
た
。
改

め
て
ご
指
摘
に
感
謝
し
た
い
。

森
信
三
先
生
は
投
下
そ
の
も
の
を
事
実
と
し
て
直

視
し
こ
れ
を
先
生
の
〝
最
善
観
〟
に
依
っ
て
お
考
え

に
な
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
小
誌
第
56

号
に
て
紹
介
し
た
〝
微
言
〟
の
最
後
に
「
終
戦
直
後

か
ら
今
日
こ
の
時
に
至
る
ま
で
私
の
上
に
生
起
し
た

一
切
の
出
来
事
は
一
つ
と
し
て
私
に
と
っ
て
絶
対
必

然
的
意
義
を
持
た
ぬ
も
の
は
な
い
。
『
恩
寵
』
と
い
う

の
は
か
か
る
体
験
的
認
識
の
宗
教
的
表
現
な
の
で
あ

ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
前
号
で
紹
介
し
た
永
井
隆
氏
の

「
原

子
爆
弾
合
同
葬
弔
辞
」
に
も
通
じ
る
立
場
か
と
思
う
。

が
し
か
し
小
生
に
は
未
だ
ど
ち
ら
に
も
つ
い
て
い
け

な
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。

原
爆
の
惨
禍
を
体
験
し
た
日
本
人
の
姿
勢
と
し
て

被
爆
の
体
験
は
こ
れ
を
二
度
と
地
球
上
の
ど
こ
か
で

再
発
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
れ
ば
、
当
時
の
米

国
の
為
政
者
の
本
心
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
で
小
生
が
今
日
ま
で
知
っ
た
こ
と
は
、
米

国
が
国
家
と
し
て
行
っ
た
（
戦
争
）
行
為
は
こ
れ
を

あ
く
ま
で
自
国
の
国
益
と
し
て
、
言
葉
を
尽
く
し
て

そ
の
正
当
性
を
糊
塗
し
た
米
国
の
姿
勢
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
が
当
然
未
だ
に
米
国
市
民
の
常
識
で
あ
る

ら
し
い
の
で
あ
る
。

一
方
被
爆
国
民
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
原
爆

投
下
は
ど
う
考
え
て
も
瞬
間
大
量
虐
殺
の
人
類
史
上

最
悪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
人
類
共
通
の
体
験

課
題
と
し
て
検
証
整
理
し
、
二
度
と
再
び
か
か
る
施

策
を
実
行
に
移
す
考
え
の
再
発
を
防
止
す
べ
く
、
全

地
球
人
が
学
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
で

な
け
れ
ば
原
爆
の
洗
礼
を
受
け
た
日
本
人
の
「
い
の

ち
」
の
代
償
は
掻
き
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
二
繁
）

はhttp://w
eb1.kcn.jp/syusin/

HP

「かよう会」のご案内
日 時 平成 20年 10月 14日（火）

18時 30分～
（毎月第三火曜日原則）

場 所 四ツ橋ビル地下１階『会議室』
「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 秒
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「長堀鶴見緑線線」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）
ち ち

２３００円（大きな書店で購入）
10/14「真面目」
11/18「真面目」
12/16「教育と礼」

参加費 １０００円
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