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森 信 三 先 生 参 究 誌

「
第
二
の
夜
明
け
」
連
載
を
終
え
て

一
、「
第
二
の
夜
明
け
」
誕
生
の
切
っ
掛
け

場
所
は
中
国
の
奉
天
、
時
は
零
下

度
の
冬
。
空
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き
家
で
凍
餓
死
を
覚
悟
、
着
の
身
着
の
ま
ま
の
三
日

目
に
去
来
し
た
森
信
三
先
生
の
感
懐
は
こ
う
だ
っ
た
。

「
自
分
の
一
生
は
最
早
こ
れ
ま
で
と
し
て
も
、
何
ら

悔
い
る
処
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
に
連
れ
て
い
る

金
森
君
の
人
生
は
、
実
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
わ
た
く
し
が
、
自
分
の
運
命
に
捲
き
込
ん
で

は
相
済
ま
な
い
。
そ
れ
の
み
か
わ
た
く
し
は
、
で
き

る
こ
と
な
ら
同
君
を
直
接
同
君
の
ご
両
親
に
ま
で
お

渡
し
す
べ
き
義
務
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

た
め
に
は
、
自
分
も
起
き
な
け
れ
ば
金
森
君
も
起
き

は
す
ま
い
。」

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
う
考
え
る
と
同

時
に
、
わ
た
く
し
の
生
命
の
無
限
の
底
か
ら
二
条
の

見
え
な
い
光
が
射
し
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
も
し
幸
に
し
て
無
事
に
祖
国
へ
帰
れ
た
と
し
た

ら
、
自
分
の
後
半
生
の
読
書
は
、
一
半
を
内
村
鑑
三

先
生
の
書
物
に
、
そ
し
て
他
の
一
半
は
、
歴
史
書
を

読
む
こ
と
に
当
て
た
い
ー
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
内
村
鑑

三
先
生
の
書
物
は
、
天
師
で
の
わ
た
く
し
の
教
え
子

の
佐
々
木
正
綱
君
が
「
全
集
」
を
も
っ
て
い
て
、
君

の
家
を
訪
ね
る
ご
と
に
、
玄
関
に
並
ん
で
い
た
そ
の

「
内
村
鑑
三
全
集
」
を
、
い
つ
も
手
に
と
っ
て
は
読

み
か
け
て
み
た
が
、
何
故
か
そ
の
文
章
が
ラ
フ
な
感

じ
が
し
て
、
三
行
と
は
読
ま
ず
に
書
架
へ
返
え
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
戦
前
の
わ
た
く
し

が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
隠
者
新
井
奥
邃
先

お
う
す
い

生
に
没
頭
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
が
、

今
や
凍
餓
死
の
覚
悟
か
ら
起
ち
上
っ
て
、
祖
国
に
帰

ろ
う
と
決
心
す
る
と
同
時
に
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な

転
換
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
方
の
歴
史

書
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
、
戦
前
哲
学
に
の
み
没
頭

し
て
い
た
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
、
全
く
根
本
的
な

変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
瞬
間
に
お
け
る
生
命
の

根
本
的
転
換
こ
そ
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
、
今
回

の
敗
戦
を
境
と
す
る
生
命
の
回
生
的
体
験
の
根
源
だ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
森
信
三
全
集
第
25

巻2
8
2

頁
）

二
、命
か
ら
が
ら
舞
鶴
の
地
を
踏
ま
れ
て

「
祖
国
に
還
り
て
」
と
題
す
る
森
信
三
先
生
の
歌

昭
和

年
６
月
８
日
引
き
揚
げ
民
の
一
人
と
し
て
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舞
鶴
港
に
着
す
。

＊
戦
ひ
に
敗
れ
し
國
か
山
河
は
旧
（
も
と
）
の
ご
と

く
に
美
（
う
る
わ
）
し
け
れ
ど

＊
赤
彦
の
死
せ
り
し
歳
に
い
の
ち
生
き
て
ふ
た
た
び

ぞ
踏
む
皇
国
の
土

＊
い
に
し
へ
ゆ
卓
（
す
ぐ
れ
）
し
人
の
若
く
し
て
逝

け
る
多
く
を
改
め
て
お
も
ふ

＊
妻
や
子
の
生
き
死
に
さ
へ
も
分
か
ず
し
て
わ
が
身

ひ
と
り
が
還
へ
り
來
に
け
り

＊
何
事
の
為
す
べ
き
か
あ
る
五
十
路
越
え
し
い
の
ち

を
保
（
も
）
ち
て
こ
こ
に
帰
り
し

こ
こ
で
再
び
「
第
二
の
夜
明
け
」
を
復
習
し
た
い
。
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三
、「
第
二
の
夜
明
け
」抄

＊
明
治
維
新
は「

日
本
の
夜
明
け
」
で
あ
っ
た
。
し

か
し
今
回
の「

敗
戦
」
を
契
機
と
し
て
、
今
現
に
そ

の
進
行
途
上
に
あ
る
変
革
は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
巨お

お

い
な
る
変
革
で
あ
る
。
そ
は
か
つ
て
の
明
治
維
新
の

変
革
と
同
じ
く
、
わ
が
民
族
に
と
っ
て「

い
の
ち
」

の
巨
い
な
る
夜
明
け
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
は
我

々
日
本
民
族
に
と
っ
て
確
か
に
、「

第
二
の
夜
明
け
」

と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

＊
第
一
の
夜
明
け
の
印
と
し
て
の
明
治
維
新
は
、
外

か
ら
の
夜
明
け
で
あ
っ
た
が
、
第
二
の
夜
明
け
と
も

い
う
べ
き
今
回
の
変
革
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
正

し
く「

内
か
ら
の
夜
明
け
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
。

＊
明
治
維
新
の
変
革
も
巨
い
な
る
変
革
で
は
あ
っ
た
。

そ
れ
は
そ
の
錯
雑
せ
る
点
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は

さ
く
ざ
つ

今
回
の
変
革
以
上
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も

そ
こ
に
成
就
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
内
神
武
の
操
業
へ

の
復
帰
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
外
に
し
て
は
西
洋
文
明

の
皮
相
的
輸
入
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
明
治

の
維
新
に
も
、
国
の
生
命
の
危
機
が
感
じ
ら
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
危
機
は
、「

天
佑
」

て
ん
ゆ
う

を
も
っ
て
辛
う
じ
て
こ
れ
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き

た
。

＊
な
に
よ
り
も
ま
ず
今
回
の
変
革
が
前
者
と
異
な
る

点
は「

敗
戦
」
を
そ
の
根
本
契
機
と
す
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
明
治
維
新
の
場
合
に
も
、
国
の
危
険
が
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
い
か
に
危
殆

き

た

い

に
瀕
し
た
と
は
い
え
危
機
を
乗
り
超
え
た
と
い
う
こ

ひ
ん

と
と
戦
い
遂
に
破
れ
て「

無
条
件
降
伏
」
を
し
た
と

い
う
こ
と
と
は
民
族
の
生
命
の
経
験
と
し
て
全
く
そ

の
本
質
を
異
に
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

れ
今
回
の
変
革
が
前
者
と
異
な
る
根
本
的
差
異
点
で

あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
今
回
の
変
革
を
し
て「

内
か

ら
の
夜
明
け
」
た
ら
し
め
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

敗
戦
は
現
実
的
に
は
一

応
民
族
の
死
を
意
味
す
る

に
近
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
明
治
維
新
は「

死
」

を
通
過
し
て
の
変
革
と
は
言
い
得
な
い
。
し
か
る
に

今
回
の
変
革
は
正
し
く
民
族
の
生
命
の「

死
」
を
通

し
て
の
再
生
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

今
回
の
変
革
が
敗
戦
と
い
う
無
限
の
悲
痛
を
契
機

と
す
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
な
お
か
つ
「
新
生
」

と
い
う
呼
称
を
以
て
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

＊
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
の
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

っ
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
き
か
悟
っ
た
の

お
ろ

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
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
。

＊
す
な
わ
ち
我
々
が
明
治
の
変
革
に
よ
っ
て
、
眼
を

「

外
に
」
開
き
、
西
洋
文
明
の
う
ち
物
の
面
に
着
目

し
て
、
こ
れ
が
移
入
に
奔
命
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
裏

ほ
ん
め
い

付
け
る「

内
な
る
物
」
を
閑
却
し
否
こ
れ
を
拒
否
し

た
の
は
、
そ
れ
が
我
々
の
世
界
観
人
生
観
の
主
本
を

な
す
も
の
を
否
定
崩
壊
せ
し
め
ん
こ
と
を
虞
れ
た
が

お
そ

故
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
敗
戦
後
の
今
日
に
し

て
み
れ
ば
実
に
嗤
う
べ
き
迂
愚
の
沙
汰
と
い
う
べ
き

わ
ら

で
あ
る
。
し
か
も
当
時
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
正
し
く

民
族
の「

い
の
ち
」
の
本
能
的
危
惧
感
で
あ
っ
た
と

き

ぐ

か

ん

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊
ま
こ
と
に
そ
れ
は
今
日
よ
り
し
て
顧
み
れ
ば
実
に

嗤
う
べ
き
迂
愚
の
沙
汰
で
あ
る
。
否
嗤
う
に
も
堪
え

わ
ら

う

ぐ

さ

た

な
い
悲
惨
な
る
痴
愚
と
い
う
ほ
か
な
き
も
の
で
あ
る
。
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し
か
も
当
時
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ

を
単
な
る
痴
愚
の
見
と
の
み
言
う
こ
と
の
で
き
な
い

け
ん

点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
生
命
の
展
開
の
縦
の
系
列
を
主
本
と
す
る
民
族

し
ゅ
ほ
ん

の
生
命
が
、
自
己
と
ま
っ
た
く
そ
の
質
を
異
に
す
る

生
命
展
開
の
横
の
側
面
に
着
目
し
そ
の
基
盤
面
を
重

視
す
る
彼
れ
の
世
界
観
人
生
観
に
対
し
て
、
い
わ
ば

本
能
的
な
る
危
惧
感
を
抱
け
る
が
故
で
あ
っ
た
。
我

々
は
こ
の
種
の
本
能
的
危
惧
感
の
先
蹤
を
か
の
家
元

せ
ん
し
ょ
う

の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
鎖
国
政
策
に
お
い
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

ま
こ
と
に
世
界
史
上
い
か
な
る
国
が
か
か
る

「

痴
愚
」
を
敢
え
て
し
た
国
と
民
族
と
が
あ
る
で
あ

ち

ぐ

あ

ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の「

痴
愚
」
は
単
な
る「

痴
愚
」

で
は
な
く
し
て
正
に「

宿
命
的
痴
愚
」
で
あ
り
、
さ

ら
に
厳
密
に
は
結
局
宿
命
そ
の
も
の
と
言
う
の
ほ
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
宿
命
と
は
、
そ
の
生
命
に

と
っ
て
の
絶
対
的
制
約
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
外
よ
り

如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

脱
却
は
只
々
時
の
歩
み
に
即
す
る
み
ず
か
ら
の

「
い
の
ち
」
の
展
開
に
俟
つ
の
ほ
か
な
い
も
の
だ

ま

か
ら
で
あ
る
。

＊
し
か
る
に
今
や
そ
の「

期
」
は
至
っ
た
の
で
あ
る
。

と
き

し
か
も
そ
れ
は
遺
憾
な
が
ら
我
々
自
身
の
純
粋
な
自

覚
に
よ
る
も
の
と
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
け
だ

し
そ
れ
は
わ
が
民
族
の
絶
対
自
発
に
出
づ
る
も
の
で

な
く
て
、
敗
戦
と
い
う
絶
大
な
る
悲
劇
を
通
し
て
わ

れ
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
に
依
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
我
々
の
今
回
の
変
革
は
敗
戦
と
い
う
悲

劇
に
よ
っ
て
、
我
に
課
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
契
機
と

し
て
遂
行
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
我
々

に
と
っ
て
最
も
重
大
な
点
は
、
こ
の
巨
大
な
る
変
革

を
他
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
か
、
は
た
ま
た

自
ら
に
よ
っ
て
行
う
と
考
え
る
か
の
相
違
に
あ
る
。

こ
れ
を
他
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
と
き
、
今

回
の
変
革
は
そ
れ
が
巨
大
に
し
て
、
深
刻
徹
底
を
極

め
る
だ
け
に
、
そ
は
正
し
く「

亡
国
」
と
い
う
の
ほ

か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
れ
を
自
ら

行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
こ
の
巨
大
な
の
変
革
は
、

そ
の
無
比
の
徹
到
性
の
故
に
正
し
く「

新
生
」
の
名

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊
そ
こ
に
許
さ
れ
て
い
る
可
能
は
た
だ
こ
れ
を
現
実

的
事
実
の
ま
ま
に
こ
れ
を
絶
対
的
他
律
と
し
て
受
容

す
る
か
、
は
た
ま
た
こ
れ
を
自
ら
の
絶
対
自
律
に
転

換
し
て
こ
れ
に
対
処
す
る
か
に
あ
る
。
而
し
て
そ
の

い
ず
れ
を
と
る
か
は
、
一

見
全
く
我
々
ら
の
自
由
で

あ
る
か
に
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
も
前
者
を
と
る
場

合
に
は
、
そ
は
必
然
詳
し
く
は
、
余
儀
な
し
と
す
る

必
然
で
あ
っ
て
、
た
だ
後
者
を
と
る
場
合
の
み
が
我

ら
に
お
け
る
真
の
自
由
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

自
由
は
、
絶
対
他
律
を
絶
対
自
律
と
し
て
観
ず
る
心

の
転
回
を
要
と
し
而
し
て
か
か
る
心
の
転
回
は
只
我

執
の
否
定
…
…
こ
の
場
合
に
は
単
な
る
個
人
我
の
否

定
で
な
く
し
て
民
族
我
の
我
執
の
否
定
…
…
を
必
然

と
し
て
予
想
す
る
。

＊
我
々
に
と
っ
て「

第
一
の
夜
明
け
」
で
あ
っ
た
明

治
維
新
に
は
、
我
々
の
民
族
は
断
じ
て
か
く
の
如
き

悲
痛
に
し
て
か
つ
深
刻
な
る
生
命
体
験
を
し
な
か
っ

た
。
け
だ
し
そ
れ
は
単
に「

外
に
向
う
夜
明
け
」
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
度
の
変
革
は

そ
れ
と
は
全
く
そ
の
質
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
前
述

の
よ
う
に
、
我
に
課
せ
ら
れ
た
絶
対
他
律
を
自
ら
の

絶
対
自
律
と
し
て
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ

の
意
義
の
果
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
無
限
な
る
痛
苦
の
伴
う
を
必
然
と
す
る
。
戦
い

に
敗
れ
た
そ
の
こ
と
が
ま
ず
無
限
の
悲
痛
事
で
あ
る
。

し
か
し
我
ら
の
悲
痛
は
、
ひ
と
り
そ
れ
の
み
に
留
ま

ら
な
い
。
我
ら
に
は
敗
戦
の
結
果
と
し
て
さ
ら
に
幾

多
の
自
発
な
ら
ざ
る
条
件
が
課
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
我
ら
の
悲
痛
は
尚
こ
れ
に
留
ま
ら

な
い
で
、
こ
の
課
せ
ら
れ
た
る
絶
対
的
他
律
を
絶
対

自
律
と
す
べ
き
絶
大
な
る
悲
痛
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
我
々
に
し
て
よ
く
こ
の
悲
痛
の
限
界
を
打
ち

超
え
得
た
な
ら
ば
、
我
ら
は
そ
こ
に
真
実
の
歓
喜
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
傍
線
は
編
集
者

（「

開
顕
」
創
刊
号
昭
和

年
２
月
号
か
ら
）

22

次
の
記
事
も
再
掲
す
る
。

四
、「
微
言
」の
再
掲（
抄
）

○
も
し
原
子
爆
弾
に
よ
つ
て
局
が
結
ば
れ
る
で
な
か

つ
た
ら
今
回
の
敗
戦
ほ
ど
悲
惨
な
敗
戦
は
世
界
史

上
全
く
類
例
が
な
い
で
あ
ら
う
。

○
日
本
が
原
子
爆
弾
に
よ
つ
て
手
を
挙
げ
た
と
い
ふ

こ
と
は
一

見
最
も
悲
惨
な
る
が
如
く
に
見
え
つ
つ
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実
は
最
も
幸
せ
な
こ
と
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一

事
が
通
身
徹
骨
体
得
で
き
ぬ
間
は
わ
が
国
の
新

く
に

生
を
語
る
資
格
は
な
い
。

○
佛
教
で
は「

恩
讐
の
彼
方
に
」
と
教
へ
基
督
教
で

お
ん
し
ゅ
う

は「

汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
ふ
。
鳴
呼
、
如
何

あ

あ

な
る
民
族
が
古
來
こ
の
真
理
を
実
践
し
た
と
い
へ

る
で
あ
ら
う
か
。

○
今
日
わ
れ
ら
同
族
の
間
に
所
謂
復
讐
心
の
無
い
こ

い
わ
ゆ
る
ふ
く
し
ゅ
う
し
ん

と
は
わ
れ
な
が
ら
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
原
因
を
徹
底
的
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
が
分
つ
た
時
初
め
て
日
本
の
新
生
を
語

り
う
る
で
あ
ら
う
。

○
戦
い
に
敗
れ
て
初
め
て
知
り
得
た
真
理
…
地
上
に

こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
収
穫
が
ま
た
と
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。

○
得
る
者
は
失
ひ
失
ふ
者
は
得
る
。
こ
こ
に
偉
大
な

る
神
の「

平
衡
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
コ
ン
コ
ル
ド

の
聖
者
は「

報
償
」
の
理
と
唱
へ
た
。

○「

恩
讐
の
彼
方
に
」
と
い
ふ
真
理
と「

汝
の
敵
を

愛
せ
よ
」
と
い
ふ
真
理
と
…
。
こ
の
二
つ
の
大
い

な
る
真
理
が
真
に
合
一

す
る
時
初
め
て
地
上
に
真

の
永
遠
の
平
和
は
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

○
敗
戦
に
よ
つ
て
わ
れ
ら
の
学
ん
だ
真
理
の
如
何
に

豊
富
に
し
て
無
限
な
こ
と
か
。
な
ぜ
も
つ
と
多
く

の
人
々
が
こ
の
無
限
の
真
理
を
表
現
し
な
い
の
で

あ
ら
う
。

○
私
に
は
今
後
尚
相
当
の
期
間
の
教
訓
を
噛
み
し
め

る
だ
け
で
精
一

杯
の
や
う
で
あ
る
。
否
う
つ
か
り

す
る
と
私
の
一

生
は
そ
れ
だ
け
で
終
わ
る
か
も
知

れ
な
い
。

○
個
人
的
回
心
に
あ
つ
て
さ
へ
そ
の
身
證
せ
る
教
訓

は
無
限
で
あ
つ
て
終
生
尽
き
る
期
は
な
い
。
況
や

民
族
的
回
心
と
も
い
ふ
べ
き
わ
れ
ら
の「

新
生
」

に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。

○
私
に
は
終
戦
後
ほ
ど
神
の
実
在
を
確
信
し
た
こ
と

は
嘗
て
な
い
。

か
つ

○
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
來
事
は
一
つ
と
し
て
私
に

と
つ
て
絶
對
必
然
的
意
義
を
も
た
ぬ
も
の
は
な
い
。

「

恩
寵
」
と
い
ふ
の
は
か
か
る
体
験
的
認
識
の
宗

教
的
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。（
「
開
顕
」

号
昭
和

20

年
３
月
号
）
傍
線
は
編
集
者

23五
、ま
と
め

森
信
三
先
生
の
お
こ
と
ば
に「

絶
対
不
可
避
な
る
こ

と
は
即
絶
対
必
然
に
し
て
、
こ
れ
を
神
の「

天
意
」
と

心
得
べ
し（「
一
日
一

言
）
一

月
五
日
）
と
い
う
の
が
あ

る
。
こ
の
言
葉
は
こ
こ
で
は
極
め
て
重
く
響
く
。

し
ば
し
ば
愚
生
が
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
森

信
三
先
生
の
最
善
観
の
極
み
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
愚

生
の
結
論
で
あ
る
。
先
生
は
従
容
と
し
て
〝

被
爆
〟
を

受
容
す
べ
し
、
と
お
考
え
に
な
っ
た
か
と
思
う
。

現
に
今
、
日
本
は
米
国
に
対
し
原
爆
の
投
下
の
責
任

論
を
振
り
か
ざ
し
、
執
拗
に
そ
の
補
償
等
を
求
め
て
は

い
な
い
し
、
国
民
感
情
も
嘗
て
の
〝

敵
〟
で
あ
っ
た
と

い
う
考
え
は
消
え
失
せ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
加
え
て

政
府
は
、
日
本
の
み
が
世
界
の
〝

侵
略
国
〟
の
代
表
と

い
う
か
の
よ
な
認
定（

村
山
談
話
）
を
敢
え
て
自
ら
認

め
、
そ
れ
を
踏
襲
す
る
と
い
う
愚
を
続
け
て
い
る
。

こ
う
書
け
ば
、
愚
生
に
と
っ
て
は
こ
の
最
善
観
な
い

し
神
の
恩
寵
と
い
う
考
え
方
に
全
面
的
に
納
得
す
る
人

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

森
信
三
先
生
は
引
き
揚
げ
直
後
、
内
村
鑑
三
全
集
を

借
り
て
読
ま
れ
た
。
そ
の
後
そ
の
全
集
を
新
た
に
購
入

さ
れ
た
。
そ
の
時
の
感
懐
は
満
州
の
地
に
置
い
て
き
た

全
蔵
書
よ
り
も
価
値
の
あ
る
も
の
を
手
に
入
れ
た
思
い

だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
内
村
鑑
三
に
親
炙
さ

れ
た
か
が
解
る
と
言
え
よ
う
。
（
二
繁
）

「
修
身
教
授
録
探
求
」
は
次
号
か
ら
再
開
し
ま
す
。

第 70 回「かよう会」のご案内
日 時 平成 21年 1月 20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 30 秒
「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）
1/20ねばり
2/17批評的態度というもの
3/17一日の意味

参加費 １０００円

.
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