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森 信 三 先 生 参 究 誌

「修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
四
十
七
回
）

三
十
二

加
藤
理
学
博
士
に
つ
い
て

森

信
三

昨
日
皆
さ
ん
と
と
も
に
お
聞
き
し
ま
し
た
加
藤
理

学
博
士
の
話
は
、
こ
の
幾
年
の
間
、
私
の
聞
い
た
話

の
中
で
最
も
深
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
し
た
。
私
は
は
じ
め
偉
人
祭
と
し
て
、
和
宮
様
の

お
祭
り
な
ら
び
に
そ
れ
に
関
す
る
講
話
の
あ
と
で
、

女
の
理
学
博
士
の
話
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
て
、
窃
か

ひ
そ

に
ど
こ
か
一
種
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
を
抱
い
て
い
た
の

で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
軈
そ
の
方
は
家
庭
を
持

や
が
て

ち
、
さ
ら
に
は
子
供
二
人
も
育
て
て
居
ら
れ
る
方
で

あ
る
と
お
聞
き
し
て
、
聊
か
感
じ
が
変
わ
っ
て
ま
い

い
さ
さ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
多
少
積
極
的
に
お

話
を
聞
き
た
い
と
い
う
興
味
を
持
ち
出
し
た
の
で
し

た
。さ

て
い
よ
い
よ
講
堂
に
お
い
て
、
当
の
加
藤
さ
ん

の
あ
の
和
服
姿
で
、
黒
の
三
つ
紋
の
羽
織
を
召
さ
れ

た
お
姿
を
初
め
て
お
見
受
け
し
た
際
、
私
は
実
に
予

想
外
の
感
じ
を
受
け
る
と
と
も
に
、
お
話
を
待
ち
も

う
け
る
私
の
気
持
ち
は
一
度
に
昂
ぶ
っ
た
次
第
で
あ

た
か

り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
あ
な
た
方
も
同
様
な
感
じ
で

あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
ご
様
子
の
中
に
は
、

あ
の
方
が
女
の
理
学
博
士
の
一
人
で
あ
り
、
い
わ
ん

や
あ
の
日
午
前
中
は
京
都
大
学
の
理
学
部
で
専
門
の

学
徒
を
相
手
に
、
学
問
上
の
講
義
を
な
さ
っ
た
方
と

い
う
匂
い
は
、
ま
っ
た
く
露
ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
い
よ
い
よ
お
話
に
入
っ
て
か
ら
も
、
私
に
は

意
外
な
事
柄
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
ま
ず
最
初
に
あ

の
詩
の
暗
誦
は
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
方
も
驚
か
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在

わ
が
国
の
理
学
界
に
一
家
を
成
さ
れ
た
方
が
、
そ
の

少
女
時
代
に
お
い
て
は
詩
に
あ
こ
が
れ
た
一
人
の
純

情
な
乙
女
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
暗
示
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

数
年
も
前
に
読
ん
だ
詩
を
、
あ

の
よ
う
に
す
ら
す
ら
と
暗
誦
で
き
る
記
憶
力
の
強
さ

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
時
に
私
と
し
て
は
、
人
間

の
教
養
の
基
礎
に
は
深
大
な
る
情
の
世
界
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
思

わ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
が
、

あ
の
詩
の
暗
誦
に
よ
っ
て
、
自
分
の
記
憶
力
を
示
そ

う
な
ど
と
い
う
心
は
微
塵
も
な
く
、
た
だ
あ
な
た
方

み

じ

ん

の
乙
女
姿
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
自
ら
の
在
り
し
日
の

お
姿
を
思
い
出
さ
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
溢
れ
出
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
私
の
こ
の
感
じ
は
一
入

ひ
と
し
お

深
い
も
の
が
あ
っ
た
次
第
で
し
た
。

次
に
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
あ
の
女
子
師
範
時
代

に
、
図
書
に
熱
中
さ
れ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
ご
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自
身
に
も
「
私
は
凝
り
性
で
す
か
ら
」
と
申
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
凝
り
性
と
い
う
こ
と
が
、
ま

た
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
偉
大

な
る
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
人
、
あ
る
い
は
そ
う
ま
で

申
さ
ず
と
も
、
総
て
一
廉
の
人
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

ひ
と
か
ど

人
は
、
男
女
を
問
わ
ず
ど
こ
か
に
凝
り
性
と
い
う
べ

き
と
こ
ろ
が
あ
る
に
相
違
な
い
。
で
な
け
れ
ば
実
際

そ
こ
ま
で
は
ゆ
け
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
凝
り
性
の
人
と
は
、
あ
る
一
つ
の
こ
と
に
自
己
を

打
ち
込
み
切
る
こ
と
の
で
き
る
人
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
あ
の
「
九
点
先
生
」
と
い
う
仇
名
ま

で
付
け
ら
れ
て
、
か
つ
て
十
点
を
貰
っ
た
生
徒
の
な

い
先
生
か
ら
、
ど
う
ぞ
し
て
十
点
を
も
ら
お
う
と
さ

れ
て
、
４
年
の
長
い
間
絵
を
描
き
に
描
か
れ
た
意
志

は
、
や
が
て
後
に
家
庭
の
重
荷
を
背
負
い
つ
つ
、
そ

の
生
涯
を
貫
い
て
、
自
ら
の
研
究
を
続
け
ら
れ
る
意

志
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
そ
れ
程

ま
で
に
努
力
さ
れ
な
が
ら
、
最
後
ま
で
つ
い
に
十
点

を
も
ら
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
つ

ゆ
恨
み
と
も
せ
ず
、
ま
た
中
途
で
投
げ
出
す
よ
う
な

こ
と
も
せ
ず
、
否
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
も
の
が
、
後

年
い
か
に
自
分
を
益
し
た
か
を
感
謝
し
て
お
ら
れ
る

態
度
こ
そ
、
実
に
見
事
な
態
度
で
あ
り
ま
す
。
が
同

時
に
ま
た
あ
ぁ
し
た
お
心
が
け
で
な
け
れ
ば
、
真
に

偉
大
な
る
仕
事
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

あ
と
で
校
長
室
で
の
お
話
に
「
私
は
地
位
も
名
誉
も

望
み
ま
せ
ん
。
た
だ
自
分
の
努
力
が
、
些
少
で
も
人

さ
し
よ
う

類
の
幸
福
に
な
る
な
ら
ば
そ
れ
で
満
足
で
す
」
と
申

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
つ
ま
り
絵
に
お
い
て
点
数

を
恵
ま
れ
な
く
と
も
何
ら
恨
み
と
せ
ず
し
て
中
途
で

こ
れ
を
止
め
な
か
っ
た
意
志
は
、
今
や
同
様
の
報
酬

を
求
め
な
い
心
に
お
い
て
、
ご
自
身
の
専
門
の
研
究

の
道
に
生
涯
を
貫
か
ん
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
同
時
に
か
つ
て
の
日
の
図
書
へ
の
異
常

な
る
努
力
が
、
師
範
在
学
中
に
は
遂
に
報
い
ら
れ
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
が
て
女
高
師
に
入
っ
て
か
ら

報
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
あ
の
方
の
生
涯
を
貫
く
努
力

は
、
よ
し
あ
の
方
の
存
命
中
に
は
十
分
に
報
い
ら
れ

な
い
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
没
後
に
お
い
て
報
い

ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
現
に
今
朝
お
聞
き

す
る
所
に
よ
り
ま
す
と
、
あ
の
方
の
お
書
き
に
な
っ

た
文
章
が
、
近
く
国
定
教
科
書
の
中
に
載
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
あ
の
方
の
お
偉
い
と

こ
ろ
は
、
ど
こ
ま
で
も
ご
自
身
の
現
在
の
境
遇
に
不

平
を
仰
ら
ず
、
し
か
も
自
分
の
志
す
と
こ
ろ
へ
、
あ

く
ま
で
も
打
ち
込
ん
で
ゆ
か
れ
る
そ
の
比
類
な
い
努

力
に
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
師
範
を
出
た
早
々
の

う
ら
若
い
女
の
身
と
し
て
、
自
ら
進
ん
で
村
の
夜
学

を
受
け
持
っ
て
、
青
年
達
に
必
要
な
珠
算
な
ど
を
教

え
ら
れ
た
異
常
な
る
意
志
は
、
や
が
て
方
向
を
転
じ

て
は
女
高
師
か
ら
帝
大
を
出
て
、
つ
い
に
我
が
国
３

人
の
女
理
学
博
士
の
一
人
に
な
ら
れ
つ
つ
、
猶
と
ど

な
お

ま
る
と
こ
ろ
な
く
研
究
の
歩
を
進
め
て
居
ら
れ
る
力

あ
ゆ
み

と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

猶
今
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
あ
の
方
を
し

て
今
日
あ
ら
し
め
た
背
後
の
力
と
し
て
、
そ
こ
に
偉

大
な
る
お
母
さ
ん
が
居
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
一
家
の
破
産
に
よ
っ
て
、
女
学
校
の
３
年
か

ら
あ
の
方
を
女
子
師
範
に
入
れ
ら
れ
た
お
母
さ
ん
は
、

自
分
も
こ
れ
か
ら
ひ
と
勉
強
す
る
と
言
わ
れ
れ
て
、

東
京
へ
出
て
ミ
シ
ン
の
学
校
へ
入
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
又
あ
の
方
が
田
舎
の
農
村

に
骨
を
埋
め
よ
う
と
決
心
し
て
お
ら
れ
た
の
を
、
是

非
に
と
言
っ
て
、
女
高
師
へ
行
く
こ
と
を
奨
め
ら
れ

た
の
も
、
み
な
お
母
さ
ん
の
力
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
今
日
２
人
の
お
子
さ
ん
ま
で
あ
り
な

こ
ん
に
ち

が
ら
、
女
中
一
人
使
わ
ず
に
過
ご
し
て
居
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
偏
に
こ
の
お
母
さ
ん
の
献
身
的
努
力

ひ
と
え

に
よ
る
と
い
う
の
ほ
か
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
日

曜
な
ど
に
は
、
あ
の
方
ご
自
身
も
洗
濯
な
ど
な
さ
る

と
の
お
話
で
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
体
の
丈
夫
な

母
に
及
び
ま
せ
ん
と
申
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
か
く

考
え
て
参
り
ま
す
と
、
あ
の
方
を
産
み
、
あ
の
方
を

し
て
今
日
あ
ら
し
め
た
背
後
に
は
、
あ
の
方
に
劣
ら

ぬ
お
偉
い
お
母
さ
ん
が
控
え
て
居
ら
れ
る
こ
と
を
知
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ら
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
私
ど
も

に
と
っ
て
、
大
い
な
る
教
訓
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か

く
に
昨
日
の
お
話
は
、
味
え
ば
味
わ
う
ほ
ど
に
深
い

お
話
で
あ
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
今
後
と
い
え
ど
も

あ
あ
い
う
種
類
の
お
話
は
、
婦
人
の
方
か
ら
は
二
度

と
承
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
あ
な
た
方
の
前
に
は
将
来
主
婦
と
し
て
、
ま

た
教
師
と
し
て
と
い
う
、
一
人
二
役
の
大
役
が
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
が
あ
の
よ
う
な
方
が
、

現
在
こ
の
日
本
の
一
隅
に
居
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
な
た
が
た
も
努
力
次
第
で
は
、
自
己
の
前
途
に
横

た
わ
る
こ
の
大
役
を
、
見
事
仕
果
す
こ
と
必
ず
し
も

し

は

た

不
可
能
で
な
い
こ
と
を
如
実
に
教
え
ら
れ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
私
自
身
と
し
ま
し
て
も
、
私
の
今

後
の
歩
の
上
に
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
教
訓
を
与
え

ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
い
か
な
る
事
柄

で
あ
る
か
は
、
今
日
こ
こ
に
申
す
べ
き
こ
と
で
あ
り

ま
せ
ん
の
で
差
し
控
え
ま
す
が
、
と
に
か
く
私
自
身

に
も
大
い
な
る
教
訓
を
得
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

希

く
ば
あ
な
た
方
も
、
わ
ず
か
に
、
３
、

分
の

こ
い
ね
が
わ

お
話
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
の
中
か
ら
「
女
と
し

て
及
び
教
師
と
し
て
」
と
い
う
こ
の
二
つ
の
道
を
如

何
に
調
和
せ
し
む
べ
き
か
、
そ
の
鍵
を
見
出
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。
こ
の
意
味
で
は
、

あ
れ
ほ
ど
大
い
な
る
教
訓
を
含
ん
だ
お
話
と
い
う
も

の
は
、
あ
な
た
方
と
し
て
も
あ
る
い
は
生
涯
に
二
度

と
聞
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
お
話
と
い
う

も
の
は
、
そ
の
場
で
の
感
激
は
非
常
に
強
く
て
も
、

し
ば
ら
く
す
る
と
間
も
な
く
消
え
去
り
や
す
い
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
は
な
は
だ
拙
く
は
あ
り
ま
し
た

が
、
私
自
身
心
に
得
た
と
こ
ろ
の
一
端
を
申
し
述
べ

て
、
あ
な
た
方
の
後
日
回
想
の
一
端
に
も
と
思
っ
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。（
五
百
木
美
須
麻
流
記
）

｢

修
身
教
授
録｣

第
四
巻
同
志
同
行
社
昭
和

年
刊
・

天
王
寺
女
子
師
範
に
お
け
る
講
義
か
ら
）

森
信
三
先
生
の
短
文
紹
介

微
言

「
開
顕
」

号
か
ら

森

信
三

○
人
類
は
今
や
戦
争
が
「
最
大
の
愚
挙
」
だ
と
い
う

認
識
に
は
到
達
し
た
。
し
か
し
「
如
何
に
せ
ば
」
真

に
戦
争
を
絶
滅
し
得
る
か
の
智
慧
に
至
っ
て
は
未
だ

し
と
い
う
外
な
い
。

○
世
界
平
和
を
招
来
せ
し
め
る
に
必
要
な
最
大
要
件

は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
世
界
資
源
の
全
解
放
」
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
事
に
し
て
行
わ
れ
ず
ん

ば
、
他
の
如
何
な
る
方
案
も
畢
竟
姑
息
の
彌
縫
策
に

ひ
つ
き
よ
う

び

ほ

う

さ

く

す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
「
神
の
物
は
神
に
返
せ
」
と
い

う
キ
リ
ス
ト
の
教
訓
の
最
高
度
の
実
現
で
あ
る
。

○
「
世
界
資
源
の
全
解
放
」
の
行
わ
れ
る
た
め
に
必

要
な
根
本
条
件
は
、
全
世
界
を
支
配
す
る
「
唯
一
真

神
」
に
つ
い
て
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
真
知
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
唯
一
真
神
は
天
之
御
中
主
神

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

で
な
い
と
と
も
に
ま
た
エ
ホ
バ
の
神
で
あ
っ
て
も
な

ら
ぬ
。
け
だ
し
、
唯
一
真
神
に
諸
々
の
形
容
詞
が
付

せ
ら
れ
る
と
き
、
最
早
唯
一
真
神
た
る
こ
と
を
失
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
偏
向
着
色
を
帯
び
る
に
至
る
が
故

で
あ
る
。

○
唯
一
真
神
を
認
識
す
べ
き
主
体
を
民
族
に
お
く
べ

き
こ
と
を
強
調
し
て
、
こ
れ
を
個
人
に
留
め
な
い
の

は
、
個
々
人
と
し
て
は
、
神
を
信
じ
神
を
知
っ
た
人

々
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
民
族
と
し
て
行
動
す
る
時
、

神
意
に
背
け
る
事
例
を
我
々
は
余
り
に
も
多
く
世
界

史
上
に
見
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
戦
争
は
こ
れ
を
単

な
る
個
人
の
「
業
」
と
す
る
に
は
余
り
に
も
深
刻
残

虐
で
あ
る
。

○
如
何
な
る
民
族
が
果
た
し
て
真
に
神
を
知
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
に
神
を
知
る
と
は
、
神
を
自

民
族
に
対
す
る
最
も
厳
正
な
る
審
判
者
と
し
て
仰
ぐ

こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
真
に
神
を
知
り

え
た
民
族
に
し
て
初
め
て
人
類
の
前
途
を
挙
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

○
選
民
思
想
が
亡
国
な
い
し
亡
国
に
瀕
す
る
ほ
ど
の

深
い
責
罰
を
受
け
る
の
は
、
そ
れ
が
神
を
自
民
族
の

厳
正
な
る
審
判
者
と
し
て
仰
ぐ
代
わ
り
に
、
自
民
族
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の
行
動
は
一
切
神
意
に
叶
え
り
と
為
す
誤
謬
を
犯
す

が
故
で
あ
る
。
神
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
冒
涜
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

○
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
経
典
は
、
個
人
を
主
体

と
す
る
声
明
の
回
心
転
換
を
説
い
て
い
る
が
、
今
や

我
々
は
こ
れ
を
民
族
生
命
を
主
体
と
す
る
新
た
な
る

生
命
転
換
の
原
理
に
ま
で
展
開
深
化
し
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
而
し
て
そ
こ
に
新
生
日
本
の
真
の
根
本
原
理

は
得
ら
れ
る
。

○
日
本
の
新
生
は
直
接
こ
れ
を
導
く
如
何
な
る
宗
教

的
典
籍
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
人
類
史
は
今
日
ま
で

民
族
を
主
体
と
せ
る
生
命
の
全
的
回
心
を
敢
行
し
た
。

事
例
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

○
（
一
行
不
明
）
半
亡
国
状
態
の
半
恒
久
的
持
続
態

に
入
る
か
、
そ
れ
と
も
全
死
を
通
っ
て
新
生
命
に
甦

る
か
、
二
者
択
一
の
外
に
途
は
な
い
。

○
明
治
維
新
は
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
亡
国
に
陥
る
危

険
が
少
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
今
日
の
変
革

の
よ
う
に
、
敗
戦
と
い
う
悲
劇
を
契
機
と
す
る
こ
と

も
な
く
、
ま
た
そ
の
否
定
す
べ
き
過
去
は
幕
府
制
度

に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
の
変

革
は
現
実
的
に
は
敗
戦
を
契
機
と
し
、
そ
の
上
そ
の

否
定
は
民
族
の
全
過
去
の
歩
み
に
対
し
て
敢
行
さ
れ

ね
ば
な
ら
の
で
あ
る
。

○
日
本
の
新
生
は
こ
れ
を
最
端
的
に
は
敗
戦
を
契
機

と
す
る
民
族
的
回
心
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

○
民
族
的
回
心
と
は
他
に
量
的
に
全
民
族
の
回
心
と

い
う
意
味
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上

に
大
切
な
こ
と
は
、
各
人
の
命
の
新
生
が
ひ
と
り
個

人
の
全
過
去
の
否
定
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
民
族
の

全
過
去
の
否
定
を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
民
族
的
回
心
の
語
を
以
て
素
朴
な
民
族
主
義
と
混

同
す
る
が
如
き
は
、
誤
れ
る
も
甚
だ
し
き
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
的
回
心
と
は
民
族
の
各
員
が
、

各
々
自
己
の
裡
に
全
民
族
の
「
業
」
を
内
観
す
る
こ

う
ち

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
各
人
が
自
ら
の
裡
に
、
全
民

族
の
「
宿
業
」
を
内
観
す
る
の
謂
い
に
外
な
ら
な
い
。

（「
開
顕
」
昭
和

年
１
月
第

号
）

【
注
】

天
之
御
中
主
神
（
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ

ミ
）
は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
神
。
天
地
創
造
に

関
わ
っ
た
五
柱
の
別
天
津
神
（
こ
と
あ
ま
つ
か
み
）

の
一
柱
。『
古
事
記
』
の
天
之
御
中
主
神

『
古
事
記
』

で
は
、
天
地
開
闢
の
際
に
高
天
原
に
最
初
に
出
現
し

た
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

酷
暑
猛
暑
が
連
日
続
い
て
い
る
。
何
か
天
が
こ
の

日
本
に
試
練
を
課
さ
れ
て
い
る
感
の
あ
る
毎
日
だ
。

政
局
は
党
利
党
略
に
終
始
し
、
国
の
後
先
の
事
は

全
く
眼
中
に
な
い
か
の
動
き
で
あ
っ
て
、
政
策
も
何

も
密
室
の
中
で
蠢
き
、
国
民
の
目
線
か
ら
は
遙
か
に

遠
い
亡
国
の
政
権
で
あ
る
。
か
た
や
野
党
も
何
ら
有

効
な
刺
激
策
を
打
ち
だ
そ
う
と
し
な
い
。
あ
き
れ
て

も
の
も
言
い
に
く
い
。

円
高
は
未
曾
有
の
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
の

に
、
こ
れ
ま
た
目
立
っ
た
対
応
の
動
き
も
な
い
。
一

方
諸
外
国
は
着
々
と
自
ら
の
立
場
を
強
固
に
し
、
何

ら
態
度
を
明
確
に
し
な
い
日
本
を
尻
目
に
最
早
相
手

に
し
て
い
な
い
。
近
隣
諸
国
の
お
陰
で
我
が
国
の
政

局
が
炙
り
出
さ
れ
て
い
る
情
け
な
い
現
状
だ
。
詳
し

く
は
姉
妹
紙
「
下
学
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
繁
）

第87回「かよう会」のご案内
日 時 平成22年９月21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」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）
9/21一道をひらく者⑴
10/19一道をひらく者⑵
11/16人を植える道

参加費 １０００円
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