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「
修
身
教
授
録
」
探
求（
第
三
十
二
回
）

十
七

女
の
つ
よ
さ

森

信
三

さ
て
前
の
時
間
に
は
、
女
子
特
有
の
運
命
を
自
覚

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
な
た
方
に
と
っ
て
如
何
に

必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
申
し
た
の
で

あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
そ
れ
と
関
連
し
て
、
女
子
持

有
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
婦
人
に
と
っ
て
如
何
に
必

要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
普
通
に
女
の
徳
と
し
て
は
、
男
子
の
剛
に
対

し
て
柔
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
女
は
柔
順
と
い

う
処
に
一
番
大
切
な
点
が
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
し
か
し
又
他
方
で
は
「
女
は
弱
し
、
さ
れ

ど
母
は
強
し
」
と
も
言
わ
れ
る
様
に
、
た
だ
弱
い
許

り
が
能
で
は
な
い
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
い
や
時
あ

っ
て
は
男
子
以
上
に
強
く
あ
っ
て
こ
そ
真
の
女
と
い

う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
の
柔
と
い
う
様
な
徳

も
、
決
し
て
之
を
単
に
弱
々
し
い
こ
と
な
ど
と
思
っ

た
ら
大
き
な
誤
り
で
あ
っ
て
、
真
の
柔
は
実
は
内
に

強
さ
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま

い
。
た
だ
べ
た
べ
た
と
男
子
に
も
た
れ
掛
っ
て
い
る

よ
う
な
弱
さ
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
真
の
柔
順
で

は
な
い
は
ず
で
す
。
否
真
の
柔
順
は
、
時
あ
っ
て
は

男
子
以
上
に
強
く
も
な
り
得
て
こ
そ
始
め
て
真
の
柔

順
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

で
は
女
は
一
体
如
何
な
る
場
合
に
真
に
強
く
な
る

も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
は
何
と
し
て
も

先
ず
「
母
は
強
し
」
と
い
う
言
葉
が
之
を
示
し
て
い

る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
即
ち
こ
の
母
は
強
し
と
い
う

言
葉
は
、
女
は
一
た
び
我
が
子
を
持
っ
て
母
と
な
れ

ば
、
我
が
子
の
為
に
は
或
る
意
味
で
は
父
親
以
上
に

強
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

父
親
は
一
た
び
そ
の
妻
に
死
な
れ
る
と
、
た
と
い

経
済
的
に
は
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
も
、
一
人
で
我
が
子

を
育
て
る
と
い
う
人
は
案
外
に
少
い
様
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
女
は
一
た
び
夫
に
死
な
れ
る
と
、
忽
ち
に
し

て
生
計
の
途
が
途
絶
え
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
い
て
案
外
に
か
細
い
女
手
一
本
で
、
幾
人
も

の
我
が
子
を
育
て
上
げ
て
い
る
例
は
世
上
決
し
て
少

く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
女
は
一
人
と
な
る
と

父
親
以
上
に
強
く
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
強
さ
は

或
る
意
味
で
な
本
能
的
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。
現
に
動
物
な
ど
に
於
て
も
、
子
を
連
れ
た
牝
は

牡
以
上
に
強
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
全
く

天
の
与
え
た
本
具
生
得
の
本
能
力
と
も
申
す
べ
き
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
婦
人
の
真
の
偉
ら
さ
は
、

未
亡
人
に
な
っ
て
初
め
て
真
に
余
す
処
な
く
顕
わ
れ

あ
ら

る
も
の
と
言
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
く
し
て
又

真
の
偉
ら
さ
と
は
結
局
真
の
強
さ
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
夫
亡
き
後
に
そ
の
遺
児
を
如
何
に
教
育
す
る

か
は
、
全
く
婦
人
の
真
価
の
現
わ
れ
る
頂
点
と
申
し

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

飛耳長目（ひじちょうもく） 通巻６６号 平成２１年５月１日発行

通巻６６号 平成２１年５月１日発行



2

古
来
東
洋
の
婦
人
は
西
洋
の
婦
人
に
比
し
て
卓
れ

す
ぐ

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
婦
徳
と
か
婦
道

と
い
う
も
の
は
、
古
来
東
洋
に
於
て
特
に
発
達
し
た

も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
処
が
こ
の
婦
徳
と
か
婦

道
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
大
略
し
て
之
を
二
つ
の
方

面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
即
ち
、

一
つ
は
夫
の
あ
る
場
合
で
あ
り
、
他
は
夫
に
先
立
た

れ
た
場
合
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
夫
あ
る
場
合
の
婦

人
の
道
は
徹
底
柔
の
道
で
あ
り
ま
す
が
、
一
た
び
夫

亡
き
後
に
は
、
柔
に
徹
す
る
処
か
ら
一
転
し
て
真
の

強
さ
が
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

否
夫
亡
き
後
に
真
の
強
さ
の
出
る
婦
人
は
、
夫
在
世

中
は
柔
順
な
婦
人
で
あ
る
の
が
常
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
点
頗
る
大
事
な
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
随
っ
て
か

の
夫
を
尻
に
敷
い
て
勝
手
気
健
を
し
て
い
る
様
な
婦

人
は
、
一
た
び
夫
に
亡
く
な
ら
れ
る
と
急
に
し
よ
げ

て
了
っ
て
、
最
愛
の
我
が
子
が
あ
り
乍
ら
そ
れ
を
夫

の
の
親
元
な
ど
へ
渡
し
て
し
ま
っ
て
、
自
分
は
再
婚

す
る
と
い
う
様
な
だ
ら
し
な
く
も
又
意
気
地
な
い
結

果
に
な
り
易
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
夫
の
死
後
子
供
を
放
っ
た
ら
か
し
て
再

婚
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
女
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、
人
間
と
し
て
も
実
に
情
け
な
い
次
第
で

あ
り
ま
す
。
人
間
の
真
の
頼
も
し
さ
と
い
う
も
の
は
、

こ
う
い
う
場
合
に
初
め
て
現
わ
れ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
は
現
在
お
友
達
の
う
ち

で
、
誰
さ
ん
な
ら
夫
の
死
後
立
派
に
そ
の
遺
児
を
養

育
し
そ
う
で
あ
る
か
そ
の
見
当
が
つ
き
ま
す
か
。
あ

な
た
方
が
お
友
達
を
選
ぶ
と
い
う
の
も
つ
ま
り
は
こ

う
し
た
人
柄
の
根
本
に
於
け
る
頼
も
し
さ
を
基
準
と

す
る
で
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
あ
な
た
方
は
「
以

っ
て
六
尺
の
孤
を
托
す
べ
し
」
と
い
う
古
語
を
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
こ
れ
は
男
子
が
自
己
の

死
後
、
そ
の
遺
児
を
何
人
に
托
し
た
な
ら
ば
真
に
責

任
を
以
っ
て
立
派
に
育
て
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

あ
の
人
間
な
ら
ば
恐
ら
く
之
を
托
す
る
に
足
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
之
は
か
の
「
千
里
の

遠
き
に
使
し
て
君
命
を
恥
か
し
め
ず
」
と
い
う
こ
と

と
共
に
、
公
私
両
方
面
か
ら
見
た
男
子
に
対
す
る
最

上
の
讃
辞
と
も
申
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
男
子

で
も
立
派
な
人
は
、
友
人
の
死
後
そ
の
遺
児
を
引
き

受
け
て
立
派
に
之
を
育
て
あ
げ
る
人
が
少
く
あ
り
ま

せ
ん
。
然
る
に
現
に
自
分
の
血
を
分
け
た
い
た
い
け

な
我
が
子
を
、
夫
の
親
元
な
ど
へ
渡
し
て
、
自
分
一

人
身
軽
に
な
っ
て
再
婚
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

婦
人
と
し
て
最
も
恥
ず
べ
き
こ
と
と
申
さ
ね
ば
な
り

ま
す
ま
い
。
こ
う
い
う
処
に
婦
人
の
真
の
値
打
ち
が

現
わ
れ
、
又
そ
の
真
の
強
弱
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り

う
か
が

ま
す
。

前
に
申
し
た
様
に
婦
人
の
真
の
偉
ら
さ
は
、
夫
が

亡
く
な
っ
て
未
亡
人
に
な
っ
た
場
合
に
初
め
て
真
に

十

全
に
現
わ
れ
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
又

じ
ゆ
う
ぜ
ん

婦
人
は
、
自
分
の
修
養
の
最
後
の
基
準
を
常
に
こ
の

点
に
置
く
が
よ
い
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
即
ち
「
こ

ん
な
こ
と
で
万
一
夫
に
先
立
た
れ
た
時
果
し
て
我
が

子
を
女
手
一
つ
で
真
に
養
育
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
か
」
と
反
省
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
例
え
ば
贅

沢
な
欲
望
が
起
っ
て
、
心
中
ど
う
も
そ
れ
が
本
当
で

は
な
い
と
思
い
つ
つ
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
思
い
切

る
こ
と
の
出
来
な
い
様
な
場
合
に
は
、
こ
ん
な
こ
と

で
万
一
の
場
合
ど
う
し
て
女
手
一
人
で
や
っ
て
ゆ
く

こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
一
念
此
処
に
思
い
到
れ
ば
、

こ

こ

ど
ん
な
に
強
い
贅
沢
心
も
一
瞬
に
し
て
消
失
す
る
こ

ぜ
い
た
く

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
又
我
が
子
の
躾
け
一
つ
に
就

し
つ

い
て
も
、
つ
い
根
負
け
し
そ
う
な
場
合
に
は
、
「
夫
が

あ
っ
て
さ
え
こ
ん
な
こ
と
で
は
、
万
一
の
場
合
ど
う

な
る
こ
と
か
」
と
思
え
ば
忽
ち
力
が
湧
い
て
く
る
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
様
に
女
が
万
一
の
場
合
を
覚

悟
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
修
養
上
の
根
本

基
準
を
示
す
も
の
と
申
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
女
の
修
養
は
必
ず
し
も
此
の
点
迄

申
さ
な
く
と
も
、
常
に
夫
へ
の
真
の
柔
順
と
言
う
こ

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
人
に
よ

っ
て
は
「
夫
に
万
一
の
こ
と
の
あ
っ
た

『
場
合
』

な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
吉
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
左
様

な
こ
と
を
修
養
の
基
準
と
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

怪
し
か
ら
ぬ
と
も
言
わ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私

は
必
ず
し
も
そ
う
許
り
と
は
考
え
ま
せ
ん
が
、
し
か

ば
か
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し
前
に
も
申
し
た
よ
う
に
女
は
夫
に
従
順
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
夫
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た

場
合
に
も
処
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
だ
し
真
に

夫
に
柔
順
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
の
心
を
天
と

し
て
之
に
仰
ぎ
仕
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
も
し
夫
に
万
一
の
こ
と
で
も
あ
れ
ば
、
夫
と

の
間
に
残
さ
れ
た
我
が
子
は
単
な
る
我
が
子
で
な
く

し
て
実
に
夫
の
遺
児
で
あ
り
、
夫
の
生
け
る
か
た
み

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
遺
児
を
立
派
に
育
て
上
げ
て
、

夫
の
遺
志
を
継
承
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
に

対
す
る
最
大
の
貞
節
で
あ
り
ま
す
。
之
に
反
し
遺
児

の
養
育
を
疎
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
亡
き
夫
に

お
ろ
そ

対
す
る
不
貞
不
順
の
最
大
な
る
も
の
と
言
う
べ
き
で

あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
真
に
柔
順
に
徹
す
る
と
い
う

こ
と
は
夫
の
精
神
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
自
己
も
始
め
て
真
に
生
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

而
し
て
こ
こ
に
夫
に
柔
順
な
る
婦
人
に
し
て
、
初
め

て
夫
の
死
後
真
に
強
き
婦
人
と
な
り
得
る
所
以
が
お

分
り
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
も
う
一
度

申
し
ま
し
ょ
う
。
「
女
は
弱
し
、
さ
れ
ど
母
は
強
し
」

と
。
こ
の
一
語
こ
そ
恐
ら
く
は
あ
な
た
方
女
と
し
て

の
修
養
の
最
大
基
準
と
申
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
尾
原
み
ち
子
記
）

（
「
修
身
教
授
録
」
第
四
巻
同
志
同
行
社
昭
和

年
刊
）
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森

信
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４
か
く
考
え
て
き
る
と
き
、
我
々
は
今
や
我
々
に
課

せ
ら
れ
て
い
る
民
族
の
こ
の
重
大
課
題
は
い
わ
ゆ
る

「
再
建
」
と
い
う
程
度
の
生
易
し
い
言
葉
で
表
現
で

な
ま
や
さ

き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
は
正
し
く
「
新
生
」
の
語

に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
、
そ
の
深
意
を
表
現
し
得
る

も
の
な
る
こ
と
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
我

々
の
当
面
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
、
日
本
民
族
の
「
新

生
」
で
あ
っ
て
単
な
る
日
本
国
家
の
「
再
建
」
と
い

う
程
度
の
も
の
で
は
な
い
。
再
建
と
い
う
程
度
の
も

の
な
ら
ば
、
フ
ィ
フ
テ
の
「
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
」

も
ま
た
、
以
て
我
ら
の
た
め
の
好
指
針
と
な
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
わ
れ
ら
の
直
面
し
つ

つ
あ
る
も
の
は
、
そ
の
程
度
の
生
易
し
い
も
の
で
は

断
じ
て
な
く
、
そ
は
一
応
全
否
定
を
通
過
し
て
の
「
新

生
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
今
回
の
こ
の
巨
い

お
お

な
る
変
革
が
「
新
生
日
本
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
神
秘
に
近
い
異
常
な
驚
き
を

感
じ
て
い
る
者
で
あ
る
。
こ
の
未
曾
有
の
敗
戦
の
悲

み

ぞ

う

痛
の
底
に
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
誰
言
う
と
な
し
に
新

生
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る

人
為
を
超
え
た
或
る
力
が
感
じ
ら
れ
る
と
さ
え
言
え

る
。
ま
こ
と
に
我
々
の
現
在
直
面
し
て
い
る
こ
の
未

曾
有
の
変
革
は
、
単
な
る
日
本
国
家
の
再
建
で
は
な

く
て
正
し
く
、
日
本
民
族
の
新
生
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

再
建
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
な
お
相
対
的
不
徹
底

さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
再
建
と
い
う
と
き

そ
こ
に
は
基
盤
そ
の
も
の
は
旧
の
ま
ま
に
し
て
、
そ

の
上
に
前
の
如
き
も
の
を
再
び
建
設
す
る
と
の
感
が

深
い
。
然
る
に
新
生
と
い
う
と
き
、
旧
建
築
物
の
み

な
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
は
基
盤
そ
の
も
の
さ
え
も
一

新
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
全
く
新
た
な
る
生
命
の
芽
生

め

ば

え
出
ず
る
こ
と
を
感
で
し
ま
る
も
の
が
あ
る
。
而
し

い

て
我
々
の
現
在
当
面
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
、
正
し
く

か
く
の
如
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
「
開
顕
」
創
刊
号
昭
和

年
３
月
号
か
ら
）
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あ
と
が
き

▼
夫
に
対
し
て
柔
順
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
森
信
三
先

生
は
言
葉
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
お
話
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
「
じ
ゆ
う
じ
ゆ
ん
」

と
い
う
言
葉
が
〝
従
順
〟
で
は
断
じ
て
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
〝
音
〟
の
ま
ま
に
聞
く
と
誤

解
を
生
じ
る
場
合
が
多
い
が
、
今
回
の
〝
じ
ゆ
う
じ

ゆ
ん
〟
も
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
し
か
し
尚
、
柔
順

と
い
う
考
え
方
も
平
成
の
我
が
国
で
は
こ
れ
を
素
直

に
受
け
容
れ
る
女
性
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当

た
り
は
男
性
で
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
少
な
く
な
い
か

も
知
れ
な
い
。
一
見
封
建
的
？
と
見
え
る
〝
柔
順
で

あ
る
べ
き
〟
と
の
考
え
は
け
だ
し
奥
の
深
い
真
理
を
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森
信
三
先
生
は
仰
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
が

…
。
▼
こ
れ
と
相
な
ら
ん
で
、
次
の
森
信
三
先
生
の

短
文
に
は
旧
い
も
の
を
一
擲
し
て
…
…
、
旧
の
ま
ま

い
つ
て
き

に
し
て
そ
の
上
に
前
の
如
き
も
の
を
再
び
建
設
す
る

〝
新
生
〟
こ
そ
と
読
ん
で
し
ま
い
、
こ
の
日
本
女
性

の
伝
統
的
婦
道
の
柱
ま
で
も
一
擲
し
て
し
ま
っ
た
か

と
思
う
と
、
森
信
三
先
生
の
真
意
を
も
う
少
し
深
く
、

当
時
の
時
代
背
景
と
と
も
に
忖
度
し
て
考
え
て
み
る

そ
ん
た
く

べ
き
か
と
思
う
。
▼
北
朝
鮮
の
テ
ポ
ド
ン
２
号
の
発

射
に
よ
り
、
我
が
国
の
国
防
態
勢
に
お
い
て
、
見
直

す
べ
き
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。

以
下
、
佐
々
敦
行
氏
の
論
考
を
引
用
す
る
。

い
ま
テ
ポ
ド
ン
２
号
の
脅
威
を
体
験
し
て
、
再
び

憲
法
改
正
や
集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
改
訂
、
「
座
し
て

死
を
待
つ
よ
り
敵
地
攻
撃
を
」
と
い
っ
た
議
論
が
燎

り
よ
う

原
の
火
の
如
く
燃
え
立
ち
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
一
番

げ
ん大

事
な
こ
と
は
、
昭
和

年
５
月

日
、
国
防
会
議

32

20

決
定
お
よ
び
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
防
の
基
本
方
針
」

を
公
式
に
廃
棄
し
、
新
た
に
日
本
の
国
防
の
現
状
に

合
っ
た
「
Ｍ
Ｄ
・
新
国
防
の
基
本
方
針
」
を
、
早
急

に
閣
議
決
定
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
沿
っ

て
北
朝
鮮
の
２
０
０
発
な
い
し
３
０
０
発
と
い
わ
れ

る
、
ノ
ド
ン
・
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
〝
７
分
間
戦
争
〟

に
即
応
で
き
る
Ｍ
Ｄ
ミ
サ
イ
ル
防
衛
国
防
体
制
を
急

速
練
成
す
る
こ
と
だ
。
（
中
略
）

４
月
５
日
の
北
朝
鮮
の
テ
ポ
ド
ン
２
号
の
発
射
強

行
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
懸
念
が
ハ
ッ
キ
リ
し
た
。

①
国
連
が
全
く
無
力
で
あ
る
こ
と
②
６
カ
国
協
議
の

多
国
間
協
定
が
あ
っ
て
も
、
中
国
、
ロ
シ
ア
は
北
朝

鮮
支
持
③
米
国
も
中
東
と
の
二
正
面
作
戦
を
恐
れ
て
、

「
ブ
ル
ー
タ
ス
、
お
前
も
か
」
の
背
信
で
、
核
・
ミ

サ
イ
ル
・
拉
致
の
一
括
協
議
な
ど
夢
の
ま
た
夢
と
い

う
こ
と
だ
。
し
か
も
北
朝
鮮
は
、
４
月

日
に
６
カ

14

国
協
議
脱
退
を
表
明
し
た
。

米
国
背
信
の
中
に
は
①
ブ
ッ
シ
ュ
前
政
権
の
テ
ロ

支
援
国
家
指
定
解
除
②
ゲ
イ
ツ
国
防
長
官
の
「
米
国

向
け
以
外
の
ミ
サ
イ
ル
は
撃
墜
し
な
い
」
と
の
声
明

③
中
国
の
尖
閣
諸
島
領
有
宣
言
に
米
高
官
の
「
中
立
」

表
明
、
な
ど
が
あ
る
。
日
本
国
民
の
対
米
信
頼
は
揺

ら
ぎ
、
日
本
が
攻
撃
さ
れ
た
と
き
に
米
軍
が
報
復
攻

撃
す
る
か
と
の
問
い
に
、

％
が
「
し
な
い
」
と
答

43

え
る
世
論
調
査
結
果
が
報
道
さ
れ
た
。（
中
略
）

日
本
は
「
自
分
の
国
は
自
分
で
守
る
」
覚
悟
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
Ｍ
Ｄ
優
先
の
「
新

・
国
防
の
基
本
方
針
」
を
早
急
に
閣
議
決
定
し
、
第

１
項
の
国
連
中
心
の
平
和
協
調
外
交
に
は
「
平
和
維

持
活
動
へ
の
積
極
貢
献
」
を
、
第
２
項
に
は
改
正
教

育
基
本
法
に
よ
る
「
愛
国
心
、
公
徳
心
の
滴
養
」
を
、

第
３
項
に
は
Ｍ
Ｄ
体
制
と
し
て
当
面
、
イ
ー
ジ
ス
艦

４
隻
（
Ｓ
Ｍ
３
搭
載
）
、
ノ
ド
ン
ミ
サ
イ
ル
対
応
の
Ｐ

３
Ｃ
３
型
（
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
）

個
中
隊

基
の
防

10

40

衛
予
算
を
Ｇ
Ｎ
Ｐ
ｌ
・
５
％
ま
で
前
倒
し
整
備
。
第

４
項
か
ら
国
連
至
上
主
義
と
対
米
依
頼
心
を
消
去
し

た
祖
国
防
衛
戦
の
気
概
を
こ
め
た
「
新
・
国
防
の
基

本
方
針
」
を
定
め
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

テ
ポ
ド
ン
対
策
に
、
よ
り
長
射
程
の
サ
ー
ズ
・
ミ

サ
イ
ル
導
入
を
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
国
防
の
最
優

先
課
題
は
日
本
を
狙
う
ノ
ド
ン
対
策
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。（
さ
っ
さ
あ
つ
ゆ
き
）

（
平
成

年
４
月

日
「
正
論
」
か
ら
）

21

21

世
界
の
現
実
に
鑑
み
日
本
も
応
分
の
対
処
を
喫
緊

に
す
べ
し
。
（
二
繁
）

「かよう会」のご案内
日 時 平成 21年 5月 26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）
5/26置き土産（今月のみ第４火）
6/23わかれの言葉
7/21学年始めの挨拶

参加費 １０００円
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