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「
我
」
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
普
通
に
は
人
と

し
て
最
も
よ
く
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
特
に

女
性
の
場
合
に
は
最
も
よ
く
な
い
こ
と
と
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
実
に
そ
れ
は

そ
の
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
一
切
の
問
題
は
す
べ

て
が
こ
の
一
事
に
も
と
づ
く
も
の
と
も
言
え
ま
し

ょ
う
。
そ
こ
で
女
性
の
な
に
よ
り
の
癖
は
、「
我
」

が
強
く
て
、
素
直
さ
が
な
い
こ
と
と
も
言
え
ま
し

ょ
う
。
い
か
に
美
人
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
い
か
に

才
能
が
あ
り
ま
し
て
も
、「
我
」
が
強
く
て
心
に
素

直
さ
の
な
い
婦
人
ほ
ど
世
に
困
り
も
の
は
な
い
で

し
ょ
う
。
実
際
家
庭
問
題
の
大
部
分
は
、
帰
す
る

と
こ
ろ
、
こ
の
婦
人
の
「
我
」
に
基
づ
く
と
申
し

て
も
間
違
い
が
な
い
で
し
ょ
う
。
か
よ
う
に
「
我
」

と
い
う
も
の
は
、
人
間
と
し
て
特
に
婦
人
と
し
て

は
最
も
困
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ

の
「
我
」
の
強
さ
と
い
う
こ
と
も
、
一
面
か
ら
み

れ
ば
人
そ
れ
ぞ
れ
の
生
ま
れ
つ
き
で
あ
り
ま
し
て
、

何
も
自
分
か
ら
強
い
て
「
我
」
を
強
く
し
よ
う
と

し
て
い
る
人
間
は
一
人
も
な
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

つ
ま
り
生
来
「
我
」
が
強
く
、
利
か
ぬ
気
の
気
象

に
産
ま
れ
つ
い
た
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

さ
て
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う
に
も
考
え

る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
間
産
ま
れ
つ
い

て
の
「
我
」
の
強
さ
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
身

と
し
て
は
必
ず
し
も
全
然
い
け
な
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
悪
い
の
は
そ
れ
を
自
分
の
生
ま
れ
つ

き
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
直
そ
う
と
し
な
い
点
に
あ

る
と
思
う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
「
我
」
が
悪
い
と

言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
、
横
車
を

押
そ
う
と
す
る
か
ら
よ
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
仮

に
非
常
に
「
我
」
の
強
い
人
で
あ
り
ま
し
て
も
、

も
し
自
ら
深
く
反
省
し
て
、
し
だ
い
に
こ
れ
を
改

め
て
い
こ
う
と
努
め
る
な
ら
ば
、
「
我
」
の
強
い

つ
と
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ま
れ
つ
き
は
必
ず
し
も
悲
観
す
る
に
及
ば
な
い

と
も
思
う
の
で
す
。
否
見
方
に
よ
れ
ば
、
変
な
申

い
や

し
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
間
「
我
」
が
強
い

ぐ
ら
い
で
な
く
て
は
修
養
も
本
当
の
こ
と
は
で
き

な
い
と
も
申
せ
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
へ
な
へ
な
の

お
人
好
し
で
あ
り
な
が
ら
、
真
に
立
派
な
人
間
と

な
っ
た
と
い
う
例
は
ま
ず
聞
か
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
は
、
偉
く
な
っ
た
人
は

そ
の
生
ま
れ
つ
き
か
ら
申
せ
ば
、
元
は
相
当
「
我
」

の
強
か
っ
た
人
が
多
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
生
ま
れ
つ
き
の
生
の
ま

な
ま

ま
の
「
我
」
の
強
さ
を
い
つ
ま
で
も
振
り
か
ざ
し

て
い
な
い
で
、
卓
れ
た
方
の
教
え
を
聞
く
こ
と
に

す
ぐ

よ
っ
て
し
だ
い
に
そ
の
教
え
の
光
が
身
に
沁
み
こ

み
、
遂
に
は
「
こ
れ
で
は
い
け
な
い
。
い
つ
ま
で

も
斯
様
な
こ
と
を
し
て
い
て
は
、
結
局
は
身
の
破

か
よ

う

滅
で
あ
る
」
と
悟
っ
て
、
そ
の
「
我
」
の
強
さ
を

我
が
身
の
修
養
の
方
に
向
け
て
ゆ
く
時
そ
こ
に
初

め
て
本
当
の
人
間
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
か
く
し
て
「
我
」
の
強
さ
と
い
う
こ
と
も
、

ひ
と
た
び
そ
の
方
向
を
転
ず
れ
ば
、
わ
が
心
を
磨

く
動
力
と
な
り
、
ま
た
か
く
し
て
洗
い
清
め
ら
れ

れ
ば
、
人
様
の
お
役
に
立
つ
べ
き
力
と
も
な
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
の
趣
が
分
か
り
出
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
「
我
」
の
強
さ
を
、
我
が
身
を

治
め
る
修
養
の
上
に
振
り
向
け
る
よ
う
に
な
り
ま

す
と
、
つ
い
に
は
あ
の
へ
な
へ
な
お
ひ
と
好
し
に

は
見
ら
れ
な
い
精
神
の
力
強
さ
が
現
れ
て
く
る
の

で
あ
り
ま
す
。
実
際
人
間
あ
る
意
味
で
は
、
意
気

地
が
な
く
て
は
修
養
も
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
意
地
を
意
地
と
し
て
人
を
や
っ
つ
け

い
じ

る
方
向
に
使
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
を
我
が
身
を

修
め
る
方
向
に
向
け
る
か
、
そ
こ
に
人
間
と
し
て

の
大
き
な
岐
か
れ
目
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

わ

か
よ
う
な
次
第
で
「
我
」
の
強
い
人
は
一
旦
そ

の
方
向
が
変
わ
り
出
せ
ば
立
派
な
人
間
と
も
な
れ

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
ま
ま
で
は

ど
う
し
て
も
人
の
嫌
わ
れ
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
が
妻
で
あ
れ
ば
所
謂
夫
を
尻
に
敷
く
悪
妻
と

な
る
ほ
か
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も

「
我
」
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
一
種

の
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ

を
自
分
の
利
己
的
な
方
向
に
向
け
る
と
所
謂
「
我
」

の
強
さ
と
な
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
れ
を
人
様

の
お
役
に
た
つ
方
向
に
振
り
向
け
れ
ば
、
そ
れ
だ

け
立
派
な
働
き
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
所

謂
お
人
好
し
の
人
に
は
、
他
人
の
心
の
底
深
い
気

持
ち
な
ど
察
し
が
つ
き
か
ね
る
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
「
我
」
の
強
い
人
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
ま

で
は
「
我
」
の
た
め
に
他
人
の
心
持
ち
な
ど
一
切

か
ま
わ
ず
に
、
お
っ
か
ぶ
せ
て
ゆ
き
ま
す
か
ら
、

所
謂
お
人
好
し
の
人
以
上
に
、
他
人
の
心
持
ち
の

察
し
な
ど
つ
か
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

代
わ
り
に
ま
た
ひ
と
た
び
自
己
に
目
覚
め
出
し
ま

す
と
、
こ
れ
ま
で
「
我
」
を
張
り
通
し
て
き
た
だ

け
に
、
却
っ
て
多
く
の
人
の
細
々
と
し
た
心
持
ち

か
え

こ
ま

ご
ま

な
ど
も
解
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。

そ
こ
で
い
ま
あ
な
た
方
の
中
に
は
、
他
人
か
ら

「
我
」
が
強
く
て
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
人

も
少
な
く
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
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は
、
そ
の
「
我
」
さ
え
取
り
去
っ
た
な
ら
ば
、

多
少
は
人
様
の
御
役
に
も
立
つ
人
間
に
な
れ
る
か

と
思
っ
て
、
大
い
に
努
力
さ
れ
る
が
良
い
と
思
い

ま
す
。
も
っ
と
も
人
間
は
「
我
」
が
強
く
て
、
た

だ
１
本
調
子
の
間
は
、
自
分
が
い
か
に
「
我
」
の

強
い
人
間
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
は
一
向
に
気

づ
か
ず
に
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
自

分
勝
手
な
こ
と
を
し
放
題
に
し
て
い
な
が
ら
、
当

の
本
人
は
一
向
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
い
る
の
が
常

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ま
た
ひ
と
た
び
自
分
の

「
我
」
の
強
さ
に
気
づ
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
、

既
に
そ
れ
だ
け
「
我
」
か
ら
抜
け
出
し
は
じ
め
た

と
申
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、

自
己
の
言
動
の
一
々
に
つ
い
て
、
当
の
「
我
」
の

抜
け
難
い
事
に
気
づ
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
を

外
か
ら
見
れ
ば
最
早
「
我
」
の
抜
け
た
人
と
も
な

る
の
で
す
。

そ
こ
で
現
在
の
あ
な
た
方
と
し
て
な
に
よ
り
も

大
切
な
こ
と
は
、
自
分
が
い
か
に
「
我
」
の
強
い

人
間
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
は
そ
の
「
我
」
か
ら
抜
け
出

す
手
は
じ
め
と
し
て
は
、
い
っ
た
い
何
か
ら
手
を

着
け
た
ら
よ
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
の
考
え
で

は
、
ま
ず
口
答
え
を
し
な
い
こ
と
が
第
一
か
と
思

う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
い
か
に
厭
な
事
嫌
い
な
こ

と
で
あ
り
ま
し
て
も
、
一
応
は
ま
ず
素
直
に
聴
く

と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
か
く
一
応
は
素
直
に

聴
い
た
う
え
で
、
さ
て
こ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
も

と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
斯
様
に
一
度
一
切
を
お

聴
き
し
た
う
え
で
、
改
め
て
お
話
し
て
み
る
と
い

う
こ
と
が
良
い
で
し
ょ
う
。
私
は
あ
な
た
が
た
の

「
我
」
を
去
る
工
夫
の
第
一
着
手
点
と
し
て
は
、

ど
う
し
て
も
ま
ず
こ
れ
か
ら
始
め
る
が
良
い
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
ご
両
親
な
り
、
ま
た
は
兄
さ
ん

姉
さ
ん
な
ど
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
仰
っ
て
も
、
少

な
く
と
も
一
応
は
ま
ず
素
直
に
そ
れ
を
終
わ
り
ま

で
お
聴
き
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
皆
そ

う
せ
ず
「
だ
っ
て
…
…
」
と
い
う
調
子
で
は
、
人

間
幾
つ
に
な
っ
た
と
て
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
上
級
の

学
校
に
学
ん
だ
と
て
、
人
間
と
し
て
は
一
向
磨
か

れ
た
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
娘
時
代

を
斯
様
な
態
度
で
過
ご
し
た
人
が
将
来
家
庭
の
妻

と
な
っ
た
時
、
そ
の
生
活
が
如
何
な
る
も
の
に
な

り
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
更
事
新
し
く
申
さ

ず
と
も
お
分
か
り
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
総

じ
て
修
養
の
こ
と
は
、
眼
前
一
歩
の
手
近
な
と
こ

ろ
か
ら
着
手
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
大

切
で
す
。
他
人
か
ら
見
れ
ば
実
に
些
細
な
言
う
に

足
り
な
い
と
見
え
る
よ
う
な
事
柄
で
も
、
こ
れ
を

自
覚
に
よ
っ
て
実
行
す
る
と
き
、
そ
の
事
柄
の
持

つ
意
義
は
絶
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ

う
。
い
わ
ん
や
こ
れ
が
「
我
」
と
い
う
よ
う
な
人

間
最
大
の
問
題
に
聯
関
す
る
に
お
い
て
お
や
で

れ
ん

か
ん

す
。
こ
の
あ
た
り
に
実
地
修
養
上
の
大
秘
訣
が
あ

る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
（
井
上
カ
ネ
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

○
無
神
論
者
と
は
神
と
背
中
合
わ
せ
を
し
て
い
る
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人
間
の
謂
い
で
あ
る
。

○
神
は
無
神
論
者
を
も
容
れ
て
拒
斥
し
な
い
。
た
だ

無
神
論
者
自
身
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
だ
け
で
あ
る
。

○
無
神
論
者
は
例
え
ば
パ
ン
が
食
べ
ら
れ
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
未
開
人
が
、
パ
ン
の

山
積
し
て
い
る
倉
庫
の
中
で
パ
ン
に
取
り
囲
ま
れ

な
が
ら
餓
死
に
瀕
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

○
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
は
神
と
悪
魔
と
は
共
在
し
て

い
る
。

○
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
宿
命
的
二
重
性
格
は
そ
の
共

産
的
愛
と
暴
力
革
命
の
主
張
と
の
両
面
に
あ
る
。

○
悪
魔
は
つ
い
に
神
に
勝
ち
え
ぬ
よ
う
に
、
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
に
あ
っ
て
も
そ
の
暴
力
革
命
性
は
そ
の

最
終
的
な
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

○
も
し
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
、
こ
の
否
定
的

要
素
が
自
覚
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
早
厳

密
に
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
は
言
い
得
な
い
か
も
し

れ
ぬ
。
而
し
て
こ
こ
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
免
れ
得

な
い
宿
命
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

○
従
来
の
宗
教
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら

「
阿
片
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
正
当
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
個
人
救
済
の
立
場
に
立
つ
従
来
の
宗
教

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
未
来
は
彼
岸
的
未
来
で
あ
っ

て
、
現
実
の
歴
史
的
未
来
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
従
来
の
宗
教
が
彼
岸
へ
の
観
念
的
逃
避
の

立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
社
会
的
正
義

実
現
の
立
場
か
ら
「
阿
片
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、

そ
の
立
場
か
ら
は
決
し
て
誤
謬
と
は
い
え
ま
い
。

○
宗
教
家
が
自
分
の
立
場
に
「
阿
片
性
」
の
あ
る
こ

と
を
承
認
し
、
又
マ
ル
キ
ス
ト
が
自
ら
の
立
場
に
伏

在
し
て
い
る
そ
の
悪
魔
性
を
自
覚
す
る
時
初
め
て
、

宗
教
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
い
う
二
大
真
理
は
一
つ
の

現
実
的
調
和
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

○
宗
教
は
対
自
批
判
絶
対
、
対
他
批
判
皆
無
の
立

場
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
対

他
批
判
絶
対
、
対
自
批
判
皆
無
の
立
場
と
い
っ
て

よ
い
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
両
者
の
立
場
の
現
実

的
統
一
こ
そ
、
今
後
の
最
大
課
題
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

○
現
在
の
宗
教
家
の
う
ち
、
自
ら
の
裡
に
阿
片
性

の
存
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
者
が
果
た
し
て

ど
れ
ほ
ど
あ
る
で
あ
ろ
う
。

○
（
不
明
）
的
要
素
の
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
意

識
し
て
い
る
者
が
果
た
し
て
如
何
ほ
ど
あ
る
で
あ

ろ
う
。

○
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
対
自
批
判
皆
無
だ
と
い
う
と

き
そ
の
立
場
か
ら
は
定
め
し
異
論
が
あ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
自
己
の
立
場
そ
の
も
の
に
対
す

る
根
本
反
省
の
行
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
所
謂

自
己
批
判
と
称
す
る
も
の
は
自
慰
的
相
対
的
な
も

の
に
す
ぎ
な
い
。

○
宗
教
が
対
他
批
判
皆
無
と
い
う
の
は
一
切
を
自

己
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
、
制
度
的
悪
に
つ

い
て
は
一
言
も
言
及
す
る
こ
と
無
き
こ
と
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

○
宗
教
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
統
一
は
民
族
的
回

心
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
回
心
に
お
い
て
宗
教
的
真

理
が
生
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
民
族
的
回
心
は
そ

の
主
体
が
民
族
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
客
観

的
実
現
は
必
然
に
制
度
的
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
而
し
て
こ
こ
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
真
理
の

一
面
の
摂
取
が
あ
る
。

○
宗
教
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
…
…
個
人
的
内
面
的

真
理
と
階
級
的
外
面
的
真
理
と
…
…
こ
れ
ら
両
種

の
真
理
の
現
実
に
お
け
る
調
和
的
実
現
は
結
局
民

族
回
心
の
立
場
に
よ
る
の
外
な
い
。

○
民
族
的
回
心
と
は
各
人
が
自
己
の
裡
に
、
民
族

の
宿
業
を
内
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な

る
個
人
的
内
観
の
底
を
抜
い
て
、
自
己
の
い
の
ち

の
底
に
全
民
族
の
い
の
ち
の
宿
業
を
観
ず
る
こ
と

で
あ
る
。
人
類
は
か
か
る
民
族
的
回
心
を
通
し
て

初
め
て
真
の
神
に
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
「
開
顕
」
昭
和


年
２
月
号
通
巻


号
）

あ
と
が
き

に
あ

と
が
き

に
あ

と
が
き

に
あ

と
が
き

に
替替 替替

え
て

え
て

え
て

え
て

に
わ
か
に
東
シ
ナ
海
が
緊
張
し
だ
し
た
。
中
国
は
こ
れ
を
機
に
自
国
漁

民
を
守
る
と
し
て
、
尖
閣
付
近
に
監
視
船
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
れ
を
常

態
化
し
て
実
行
支
配
に
繋
げ
る
肚
だ
。
勿
論
政
府
は
慎
重
に
対
応
す
る
だ

ろ
う
が
、
中
国
の
海
洋
権
益
に
つ
い
て
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ベ
ト
ナ
ム
・
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
ブ
ル
ネ
イ
等
と
も
、
南
沙
。
西
沙
諸
島
の

領
有
に
関
し
て
問
題
が
派
生
し
て
い
る
。
中
国
は
軍
事
力
を
背
景
に
事
実

上
の
実
行
支
配
を
着
々
と
進
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
中
国
に
対

す
る
対
応
は
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を
始
め
世
界
が
注
視
し
て
い
る
。
こ
の

際
不
退
転
の
覚
悟
で
中
国
に
対
峙
し
、
国
際
社
会
に
向
か
っ
て
必
要
な
発

信
を
積
極
的
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
が
甘
く
見
ら
れ
事
実
上

尖
閣
諸
島
が
乗
っ
取
ら
れ
る
事
態
に
な
れ
ば
、
後
生
に
禍
根
を
残
し
日
本

の
国
益
は
坂
を
転
が
る
よ
う
に
失
わ
れ
る
。
（
二
繁
）

飛耳長目（ひじちょうもく） 通巻８３号 平成２２年１０月１日発行

第95回「かよう会」のご案内
日 時 平成22年10月月月月19191919日日日日（（（（火火火火））））

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）

10/19一道をひらく者⑵
11/16人を植える道
12/221松陰先生の片鱗

参加費 １０００円
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