
田
中
未
来
先
生
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
唱
道
と
実
践

�

―
人
間
と
し
て
の
育
ち
と
自
己
実
現
の
援
助
―

は
じ
め
に

　

田
中
未
来
先
生
の
突
然
の
ご
逝
去
か
ら
3
か
月
が
過
ぎ
た
。
先
生

の
思
い
出
を
寄
稿
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
あ
の
こ
と
、
こ
の
こ
と

と
心
に
浮
か
ぶ
事
柄
を
書
き
出
し
て
み
た
。
B
4
版
の
紙
に
す
ぐ
一

杯
に
な
っ
た
。
私
は
白
梅
の
教
育
に
加
え
て
い
た
だ
い
て
以
来
、
31

年
に
わ
た
り
先
生
か
ら
懇
切
な
ご
指
導
と
親
し
い
お
交
わ
り
を
い
た

だ
い
た
。亡
く
な
ら
れ
た
あ
と
、先
生
を
慕
う
心
を
同
じ
く
す
る
方
々

と
語
り
合
い
、
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
み
返
す
う
ち
に
、
沢
山

の
断
片
的
な
思
い
出
が
互
い
に
関
わ
り
を
も
ち
、
そ
の
ご
生
涯
を
つ

ら
ぬ
く
信
念
と
、一
貫
し
た
生
き
方
が
鮮
明
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。

　

田
中
先
生
は
東
京
家
庭
学
園
か
ら
白
梅
学
園
保
育
科
、
そ
し
て
白

梅
学
園
短
期
大
学
と
、
自
ら
教
授
、
学
科
長
、
部
長
、
学
監
、
そ
し

て
学
長
、
理
事
と
し
て
学
園
づ
く
り
に
か
か
わ
る
こ
と
54
年
に
お
よ

ん
で
い
る
。
学
園
の
創
立
者
・
小
松
謙
助
氏
や
小
松（
後
に
樋
口
）愛

子
元
学
長
ら
を
助
け
て
学
園
の
基
を
据
え
、
そ
の
発
展
に
尽
く
し
た

白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
⑯

黒
田　

瑛

白
梅
学
園
短
期
大
学
元
学
長

田
中
未
来

　

―

『
エ
ミ
ー
ル
』に
見
せ
ら
れ
て―

　

本
論
は
黒
田
瑛
先
生
の
存
命
中
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
前
半

は
本
学
紀
要
第
36
号
、
後
半
は
田
中
未
来
先
生
追
悼
録
に
よ
る

も
の
で
す
が
、
田
中
先
生
を
知
る
大
変
適
切
な
内
容
で
あ
る
た

め
、
ご
遺
族
の
ご
了
解
を
得
て
再
録
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
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功
績
は
大
き
い
。
ま
た
、
そ
の
働
き
は
ひ
と
り
学
園
の
た
め
の
み
な

ら
ず
、
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
や
全
国
保
母
養
成
協
議
会（
現
、
全

国
保
育
士
養
成
協
議
会
、
以
下
同
様
）を
通
じ
て
厚
生
行
政
に
働
き

か
け
、
保
母（
現
、
保
育
士
、
以
下
同
様
）養
成
の
充
実
と
保
母
の
専

門
性
の
向
上
に
努
め
た
こ
と
も
先
生
の
功
績
に
数
え
ら
れ
る
。

　

先
生
の
ル
ソ
ー
研
究
も
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
の
時
に
は
じ
ま
り

50
年
を
越
え
る
。
私
も
教
育
学
を
学
び
、
授
業
を
担
当
す
る
も
の
と

し
て
、
先
生
の
ル
ソ
ー
の
自
然
観
や
人
間
論
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い

た
こ
と
も
多
い
。

　

田
中
先
生
は
、
主
張
の
は
っ
き
り
し
た
教
育
・
保
育
思
想
家
、
そ

し
て
す
ぐ
れ
た
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
私
は
、
先
生
は
や
は
り
、
ま

ず
教
育
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
う
。
沢
山
の
思
い
出
の
な
か
よ

り
、
特
に
そ
の
点
か
ら
先
生
の
教
育
の
理
想
と
実
践
に
絞
っ
て
記
す

こ
と
に
す
る
。

1
．
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
信
念
と
思
想
の
形
成

　

田
中
未
来
先
生
の
生
き
方
の
全
て
を
見
事
に
一
貫
し
て
い
た
の
は
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
の
探
求
と
そ
の
実
践
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
は
、人
間
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、人
間
を
人
間
と
し
て
生
か
し
、

自
ら
も
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
に
努
め
る
精
神
で
あ
る
。
子
ど
も

の
教
育
の
発
展
と
、
福
祉
の
向
上
が
先
生
の
生
涯
の
課
題
で
あ
っ
た
。

成
長
・
発
達
の
援
助
と
し
て
の
教
育
と
、
生
活
と
発
達
の
条
件
の
保

障
と
し
て
の
福
祉
は
人
間
尊
重
の
理
念
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
と
す

る
。
こ
れ
は
田
中
先
生
の
説
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
長
で
あ
る
。

　

人
間
教
育
と
自
己
実
現
の
援
助
へ
の
関
心
は
、
先
生
が
小
学
校
5

年
生
、
10
歳
の
時
に
始
ま
る
。
自
ら
も
虚
弱
で
体
操
の
授
業
を
休
み

が
ち
で
あ
っ
た
先
生
は
、
体
操
の
時
間
に
、
い
つ
も
同
じ
よ
う
に

教
室
に
残
さ
れ
て
い
た
知
的
障
害
の
あ
る
2
人
の
子
ど
も
に
話
し
か

け
、文
字
の
読
み
書
き
を
教
え
て
み
た
。
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
子
ど
も
た
ち
が
口
を
開
き
、
文
字
を
覚
え
は
じ
め
た
。
い
じ
め

ら
れ
て
、
い
や
な
こ
と
は
、「
い
や
」と
自
己
主
張
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
経
験
と
こ
の
時
の
感
動
を
何
度
か
先
生
か
ら
伺
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、先
生
の『
生
き
る
こ
と
・
育
て
る
こ
と
』（
福

村
出
版
、
1
9
8
7
）に
詳
し
い
が
、
そ
こ
に「
人
の
心
に
働
き
か
け

て
ゆ
く
仕
事
、
つ
ま
り
教
育
の
道
に
進
み
た
い
と
、
こ
の
春（
小
学

校
6
年
生
︱
筆
者
）、
思
い
を
固
め
た
」と
あ
る
。

　

田
中
先
生
が
育
た
れ
た
の
は
大
正
中
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
で
あ

っ
た
が
、
当
時
の
新
し
い
自
由
な
教
育
の
指
導
者
の
何
人
か（
山
本

鼎
、
石
井
亮
一
ら
）と
の
直
接
の
出
会
い
を
経
験
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
ま
た
、
戦
争
に
向
か
い
、
国
家
主
義
教
育
が
強
く
な
る
な
か
で
、

女
学
校
か
ら
女
子
大
学
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
教
育
を
受
け
、
人
間

と
社
会
を
深
く
考
え
て
学
ん
で
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
は
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
念
に
立
ち
、
そ
の
実
践
に
励
も
う
と
す
る
先
生

の
原
点
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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先
生
は
1
9
4
2（
昭
和
17
）年
に
早
稲
田
大
学
文
学
部
哲
学
科
に

教
育
学
専
攻
の
学
生
と
し
て
入
学
さ
れ
た
。
戦
況
の
激
化
と
と
も
に
、

学
生
た
ち
は
学
徒
出
陣
や
勤
労
動
員
で
、
あ
る
い
は
戦
地
に
、
あ
る

い
は
軍
需
工
場
や
働
き
の
場
に
出
て
行
っ
た
。
同
時
に
入
学
し
た
、
専

攻
を
同
じ
く
す
る
二
十
数
名
の
学
生
の
う
ち
、
終
戦
後
学
窓
に
戻
り
、

卒
業
で
き
た
の
は
田
中
先
生
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ

て
、
先
生
が
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
と
別
れ
を
通
じ
、
国
と
社
会
の
激
動

の
中
で
重
ね
た
体
験
と
思
索
は
、
人
間
を
愛
し
、
人
間
の
価
値
を
高

め
、
互
い
の
自
己
実
現
に
努
め
よ
う
と
い
う
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
信

念
と
生
き
る
目
当
て
を
一
層
確
か
な
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
田
中
先
生

の
東
京
家
庭
学
園
お
よ
び
小
松（
後
に
樋
口
）愛
子
元
学
長
と
の
出
会
い

（
1
9
4
5（
昭
和
20
）年
5
月
）も
こ
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

私
は
、
田
中
未
来
先
生
の
早
稲
田
大
学
卒
業
論
文『
文
藝
教
育
に

関
す
る
一
考
察
』（
1
9
4
6
年
7
月
）を
目
に
す
る
機
会
を
与
え
ら

れ
た
。
こ
れ
は
後
年（
1
9
9
2
年
）、
80
頁
の
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
論
文
は
当
時
日
本
の
教
育
全
般
、
こ
と
に
釈
義
に
偏
る
国

語
教
育
に
対
す
る
批
判
の
上
に
立
ち
、
人
間
を
知
り
、
人
生
を
考
え
、

人
間
と
し
て
の
成
長
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
藝
教
育
の
も
つ
意
義

と
そ
の
教
育
の
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
主
題
は
、
東
京
女
子
大
学
の
国
語
専
攻
部
を
経
て
早
稲
田
に

進
ま
れ
た
田
中
先
生
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た

も
の
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
立
つ
基
本
の
姿
勢
、

そ
し
て
ル
ソ
ー
の『
エ
ミ
ー
ル
』へ
の
傾
倒
は
、
先
生
24
歳
時
の
論
文

に
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
終
生
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て
生

涯
を
一
貫
し
て
い
る
。
読
む
も
の
を
惹
き
つ
け
る
筆
力
と
、
強
い
説

得
力
を
も
つ
鋭
い
筆
法
は
早
く
も
こ
の
こ
ろ
確
立
さ
れ
て
お
り
、
先

生
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

2
．
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
立
つ
先
生
の
姿
勢
は
公
私
に
わ
た
り
、
そ
の

全
て
の
生
き
方
に
末
通
っ
て
鮮
明
で
あ
っ
た
。
学
監
、
学
長
、
理
事

と
し
て
の
学
園
の
運
営
・
管
理
と
教
学
の
全
般
に
お
よ
ん
で
こ
の
姿

勢
を
可
能
な
限
り
貫
こ
う
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。
全
国
保
母
養
成
協
議
会
な
ど
全
国
的
な
組
織
や
機

関
に
お
い
て
も
、
こ
の
立
場
か
ら
指
導
的
な
役
割
を
果
し
て
こ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
と
い
う
点
で
私
の
心
に
残
る
の
は
、
教

師
・
教
育
者
と
し
て
の
田
中
先
生
の
強
い
意
志
と
、
時
に
は
少
し
強

引
な
ま
で
の
自
己
主
張
で
あ
る
。
そ
の
主
張
と
実
践
の
成
果
の
一
端

を
、
白
梅
の
教
育
の
特
色
と
も
い
え
る
教
育
の
方
法
と
内
容
に
つ
い

て
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
1
）教
養
教
育
で「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」を

　
　

―
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
工
夫
・
自
ら
講
義
を
担
当
―

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
人
間
を
考
え
、
時
代
と
社
会
を
知
り
、
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人
間
の
歴
史
と
生
き
方
に
思
い
を
い
た
す
学
習
の
場
を
設
け
よ
う
と

す
る
工
夫
と
努
力
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
は
、
学
監
と
し
て

の
田
中
先
生
の
提
唱
に
よ
り
、
昭
和
50
年
代
初
め
に
総
合
科
目「
人

間
」を
教
養
教
育（
当
時
は
一
般
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
た
）科
目
の
な

か
に
開
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。総
合
科
目
と
は
大
学
教
育
の
な
か
で
、

学
問
の
境
界
を
越
え
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
多
角
的
な
研
究
を

互
い
に
関
連
づ
け
て
教
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
は
、

4
年
制
大
学
も
含
め
こ
の
総
合
科
目
の
教
授
法
の
研
究
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
白
梅
に
お
い
て
は
4
単
位
の
科
目
と
し
て「
現

代
と
人
間
」「
生
・
死
・
愛
・
生
き
が
い
」「
男
性
と
女
性
」な
ど
様
々

な
副
題
を
立
て
て
、
人
文
・
社
会
・
自
然
の
諸
科
学
の
多
様
な
専
門

分
野
か
ら
、
主
題
を
め
ぐ
り
複
数
の
教
員
が
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
を
と

り
な
が
ら
講
義
に
当
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
田
中
先
生
自
身
も
こ
の

一
員
に
加
わ
っ
て
科
目
を
担
当
さ
れ
た
。
時
に
は
、
学
期
末
に
そ
の

年
度
の
担
当
教
員
全
員
が
出
席
し
て
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
、
学
生
た
ち
に
一
つ
の
問
題
を
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
考
え
る

意
味
と
楽
し
さ
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
保
育
・
教
養
・
心
理
技
術

（
現
在
の
心
理
学
）の
3
学
科
の
全
学
生
を
対
象
と
す
る
選
択
科
目
と

し
て
開
講
さ
れ
て
い
た
。

　

第
二
は
、
学
長
を
退
か
れ
た
あ
と
で
あ
っ
た
が
、
1
9
8
9（
平

成
元
）年
か
ら
教
養
教
育
科
目「
哲
学
」を
担
当
さ
れ
た
。
講
義
の
前

半
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
ら
説
き
お
こ
し
て
、
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か

ら
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
近
代
の
思
想
を
論
じ
、
後
半
で
現
代
の
諸
問

題
を
と
り
上
げ
、
今
日
に
生
き
る
指
針
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
概
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。扱
う
内
容
の
レ
ベ
ル
が
高
く
、

ま
た
事
柄
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
先
生
は
学
生
の
た
め
に

詳
し
い
資
料
を
用
意
さ
れ
た
。
私
も
1
セ
ッ
ト
い
た
だ
き
、
良
い
参

考
資
料
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
。
先
生
の
丁
寧
な
授
業
と
問
い
か

け
と
に
よ
り
、
学
生
た
ち
は
戦
争
と
平
和
、
科
学
技
術
と
人
間
、
人

間
の
幸
福
と
自
己
実
現
、
人
間
と
し
て
の
権
利
と
人
間
ら
し
い
生
き

方
・
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
話
し
合
い
、
田
中
先
生
と
の
質

疑
応
答
を
重
ね
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
第
三
と
し
て
、
短
期
大
学
設
置
基
準
等
の
改
訂
に
よ
り
教

養
教
育
科
目
に
変
更
が
あ
っ
た
の
を
機
に
、
1
9
9
5（
平
成
7
）年

か
ら
遂
に
全
学
卒
業
必
修
の
教
養
科
目
と
し
て
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
論
」（
2
単
位
）が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
科
目
の
ね

ら
い
は
、
人
間
を
考
え
、
思
想
の
歩
み
を
辿
り
、
現
代
の
諸
問
題
を

取
り
上
げ
る
な
か
で
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
意
義
と
系
譜
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
田
中
先
生
は
こ
の
時
は
退
職
さ

れ
、
講
師
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
が
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
」は
先
生

が
中
心
と
な
っ
て
担
当
さ
れ
、
筆
者
も
お
手
伝
い
を
し
た
。
白
梅
に

学
ぶ
全
て
の
学
生
に
、
学
園
の
拠
っ
て
立
つ
理
想
を
し
っ
か
り
伝
え

よ
う
と
す
る
先
生
の
意
気
込
み
に
対
し
、
学
生
た
ち
の
熱
心
な
応
答
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や
真
剣
に
考
え
た
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
も
あ
り
、
先
生
と
打
ち
合
わ
せ

を
重
ね
て
授
業
に
備
え
た
筆
者
の
励
み
に
も
な
っ
た
。
田
中
先
生
の

白
梅
で
の
最
後
の
授
業
は
、
こ
の「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
」の
結
び
と

し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
課
題
に
関
す
る
授
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、
田
中
先
生
は
入
学
式
や
卒
業
式
の
学
長
告
示
を
は
じ
め

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
語
り
、
学
生
と
教

職
員
に
人
間
を
考
え
、
人
と
し
て
の
在
り
方
と
人
間
の
生
き
る
目
的

を
考
え
る
こ
と
を
願
い
、
求
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

1
9
8
9（
平
成
元
）年
3
月
に
行
わ
れ
た
田
中
学
長
退
任
記
念
講

演
の
タ
イ
ト
ル
は「
序
説
、
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
」で
あ

っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
講
演
で
あ
っ

た
が
、
先
生
は
、
謙
遜
に
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に

つ
い
て
の
今
後
の
ご
自
身
の
研
究
の
ス
タ
ー
ト
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
講
演
の
記
録
は
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
重
視

　
　

―
学
ぶ
力
を
育
て
る
―

　

白
梅
学
園
短
期
大
学
の
教
育
の
特
徴
は
、
昭
和
30
年
代
か
ら
、
Ⅰ

部
・
Ⅱ
部
と
も
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
全

国
的
に
み
て
も
、
短
期
大
学
の
教
育
の
な
か
で
、
非
常
に
早
く
か
ら

こ
れ
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
学
生
の
可
能
性
を

信
じ
、
一
人
ひ
と
り
に
潜
む
力
を
で
き
る
限
り
伸
ば
し
、
高
め
た
い

と
す
る
田
中
先
生
の
強
い
主
張
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
社
会
福
祉
や
児
童
福
祉
、
保
育
・
幼
児
教
育
の
現
場
の

見
学
や
調
査
な
ど
も
含
め
、
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
の
学
生
た
ち
が
、

教
員
の
指
導
の
も
と
に
一
つ
の
主
題
に
よ
り
1
年
間
に
わ
た
っ
て
、

文
献
研
究
や
話
し
合
い
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
資
格
や
免
許
を
付
与

す
る
短
大
の
忙
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
で
、
学
生
た
ち
の
自
主

的
な
活
動
と
体
験
・
経
験
を
大
切
に
し
、
そ
の
主
体
的
な
学
習
の
場

を
確
保
す
る
に
は
大
変
な
努
力
を
要
す
る
。
学
生
に
学
ぶ
力
、
保
育

者
と
し
て
共
に
育
つ
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
願
い
か
ら
で

あ
り
、
白
梅
の
学
生
は
仕
事
に
つ
い
て
か
ら
育
つ
と
い
う
定
評
を
得

て
き
た
。
専
攻
科
の
教
育
に
お
い
て
は
、
研
究
法
や
調
査
法
に
つ
い

て
の
丁
寧
な
教
育
に
は
じ
ま
り
、
修
了
研
究
論
文
作
成
を
目
ざ
す
指

導
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
田
中
先
生
は
詳
し
い
シ
ラ
バ
ス
を
作
っ
て

長
く
保
育
研
究
法
を
教
え
、
専
攻
科
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
論
文
指
導
を

学
生
と
の「
真
剣
勝
負
の
時
」と
し
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た

の
を
憶
え
て
い
る
。

　

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
発
展
し
、
卒
業
生
や
、
時
に
は
白
梅
以
外
の
保
育

者
や
保
育
・
教
育
に
関
心
を
も
つ
親
た
ち
も
加
え
て
、
田
中
先
生
を

囲
む
学
び
の
輪
は
、
ま
さ
ご
会
・
エ
ミ
ー
ル
会
・
未
来
の
会
…
…
と

10
年
、20
年
、そ
れ
以
上
も
続
き
、今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

学
園
の
運
営
に
重
責
を
負
い
、
忙
し
い
な
か
で
、
い
つ
も
、
何
よ

り
も
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
大
事
に
な
さ
り
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
時
間
を
他
の

仕
事
の
た
め
に
欠
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
春
や
夏
の
休
み
に
学
生
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と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
合
宿
、
旅
行
に
出
か
け
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

学
長
に
な
っ
て
か
ら
は
特
定
の
学
生
た
ち
に
だ
け
か
か
わ
っ
て
い

た
だ
く
の
は
困
る
と
い
う
こ
と
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
担
当
を
認
め
ら

れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
田
中
先
生
は
、
授
業
と
か
か
わ
り
な
く
、

先
生
と
話
し
た
い
と
願
う
学
生
た
ち
の
学
長
室
へ
の
来
訪
を
歓
迎

し
、
そ
の
時
は
教
養
科
の
学
生
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、

先
生
を
囲
む「
夢
の
会
」が
誕
生
し
た
。
学
長
室
だ
け
で
は
な
く
鎌
倉

や
京
都
へ
の
旅
の
宿
で
、
先
生
を
な
か
に
、
短
大
生
活
や
人
生
・
青

春
を
熱
く
語
り
合
っ
た
思
い
出
は
学
生
た
ち
の
貴
重
な
財
産
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

む
す
び

　

た
く
さ
ん
の
思
い
出
、田
中
先
生
の
大
き
な
お
仕
事
の
な
か
か
ら
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
に
よ
る
先
生
の
教
育
の
実
践
に
絞
っ
て
記

し
て
き
た
。
ご
逝
去
の
2
日
前
の
日
曜
日
、
ご
自
宅
で
、
先
生
は「
エ

ミ
ー
ル
会
」の
メ
ン
バ
ー
を
前
に
し
て
、
日
本
の
教
育
の
現
状
と
社

会
の
風
潮
を
憂
い
、
日
本
国
憲
法
を
引
き
な
が
ら
、
自
由
を
守
り
、

教
育
と
学
習
の
権
利
を
大
事
に
す
べ
き
こ
と
を
語
ら
れ
た
。
こ
れ
が

最
後
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
な
っ
た
。

　

先
生
の
恐
ら
く
最
後
の
寄
稿
と
な
っ
た『
白
梅
の
保
育
』（
白
梅
幼

稚
園
創
立
50
周
年
記
念
誌
）は
亡
く
な
ら
れ
た
あ
と
、
1
9
9
9（
平

成
11
）年
12
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
先
生
は
こ
こ
で
も
、
ご
自
身
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
信
念
を
語
り
、
白
梅
幼
稚
園
の
こ
れ
か
ら
の
働
き

に
期
待
し
て
、「
人
間
の
子
ど
も
を
人
間
と
し
て
育
て
る
」保
育
を
、

と
願
っ
て
稿
の
結
び
と
し
た
。

　

先
生
が
私
生
活
に
お
い
て
も
人
間
へ
の
愛
と
そ
の
信
念
を
い
か
に

実
践
さ
れ
た
か
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ろ

い
ろ
な
困
難
な
事
情
に
あ
っ
た
若
い
人
々
を
先
生
は
自
宅
に
招
き
、

住
ま
い
を
提
供
し
、
勉
学
を
助
け
、
実
に
何
人
も
お
宅
か
ら
他
に
嫁

が
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
聞
く
。

　
「
棺
を
蓋
い
て
事
定
ま
る
」と
い
う
。
思
い
出
を
記
す
に
当
っ
て
、

田
中
未
来
先
生
の
強
靭
な
意
志
に
支
え
ら
れ
た
人
間
愛
と
奉
仕
の
ご

生
涯
の
一
端
に
ふ
れ
、
感
銘
を
深
く
し
た
。
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か

ら
お
祈
り
す
る
。�

（
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要　

第
36
号
よ
り
）

生
涯
に
わ
た
る『
エ
ミ
ー
ル
』の
研
究

１
．『
エ
ミ
ー
ル
』に
魅
せ
ら
れ
て
50
有
余
年

　

授
業
や
研
究
会
で
、
あ
る
い
は
研
修
会
や
公
開
講
座
で
、
田
中
未

来
先
生
が『
エ
ミ
ー
ル
』を
語
る
の
を
聞
い
た
人
の
数
は
ど
れ
く
ら
い

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
度
、
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
先
生
が
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点
に
注
目
し
て
い
る（『
教
育
哲
学
』稲
毛
金
七
、
目
黒
書
店
、
昭
和

16
年
、
29
項
）。
翌
年
の
卒
論
提
出
時
の
指
導
者
は
、
デ
ュ
ー
イ
の

著
書
の
訳
出
で
知
ら
れ
る
原
田
実
教
授
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
か
ら
も

近
代
の
教
育
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
史
的
位
置
と
そ
の
思
想
の
意
義
を

学
ば
れ
た
こ
と
と
思
う
。
田
中
先
生
は
当
時
、原
田
教
授
に
よ
る『
民

主
主
義
と
教
育
』（
Ｊ
．
デ
ュ
ー
イ
、
一
九
一
六
）の
講
読
に
出
席
し

た
と
の
こ
と
、
デ
ュ
ー
イ
は
批
判
的
な
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
同

書
第
7
章
に
ル
ソ
ー
に
触
れ
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

早
稲
田
大
学
に
提
出
し
た
卒
業
論
文（「
文
芸
教
育
に
関
す
る
一
考

察
」一
九
四
六
年
7
月
号
誠
文
堂
新
光
社
が
一
九
九
二
年
に
冊
子
と

し
て
刊
行
。
以
下
、
本
卒
論
か
ら
の
引
用
は
こ
の
冊
子
に
よ
る
。）で

は
、
人
間
の
善
性
へ
の
信
頼
の
上
に
、
人
間
性
を
養
い
育
て
る
こ
と

を
教
育
の
働
き
と
し
、
教
育
の
方
法
と
し
て
文
芸
教
育
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
当
時
の
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
、
語
句
の
解
釈
に
片

寄
り
、
主
と
し
て
道
徳
主
義
の
立
場
か
ら
教
材
が
選
択
さ
れ
て
い
た

文
芸
教
育
を
批
判
し
、
教
育
は
根
本
的
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場

に
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

そ
こ
で
田
中
先
生
は
文
化
と
し
て
の
教
育
と
自
然
と
の
か
か
わ
り

を
論
じ
、『
エ
ミ
ー
ル
』に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
て
、「
ル

ソ
ー
の
尊
ん
だ
自
然
と
は
、
実
は
内
な
る
自
然
で
あ
る
。
内
な
る
自

然
と
は
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
全
き
意
味
に
お
い
て
人
間
性
に
他
な

ら
な
い
と
思
う
。“
人
間
性
”こ
そ
、
一
切
の
文
化
を
生
み
出
し
た
と

『
エ
ミ
ー
ル
』に
よ
っ
て
人
間
や
子
ど
も
に
つ
い
て
、
そ
の
素
晴
ら
し

さ
を
説
く
と
き
、
い
つ
も
感
動
を
も
っ
て
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

お
顔
が
、
今
も
目
に
浮
か
び
、
お
声
が
ひ
び
い
て
く
る
思
い
が
す
る
。

本
書
の
巻
末
に
ま
と
め
た
業
績
リ
ス
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
ご
研
究
の

集
大
成
で
あ
る『「
エ
ミ
ー
ル
」の
世
界
』を
初
め
、『
エ
ミ
ー
ル
』を
主

題
と
す
る
論
文
や
著
書
も
多
い
。
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
に
は
、

『
エ
ミ
ー
ル
』を
中
心
と
し
て
ル
ソ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
、
平
等
の
理

念
、
愛
や
労
働
の
教
育
的
意
味
、
そ
し
て
発
達
観
や
宗
教
観
、
最
後

に“
自
然
”の
意
味
、
と
テ
ー
マ
別
に
丁
寧
な
考
察
を
ま
と
め
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
。

　

田
中
先
生
の
ル
ソ
ー
と
の
か
か
わ
り
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て

は
、
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
そ
の
年（
一
九
四
五
年
）の
冬
、
早
稲

田
大
学
に
戻
り
、
大
学
生
活
を
再
開
し
た
時
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
古
書
店
で『
エ
ミ
ー
ル
』の
邦
訳
を
買
い
求
め
、
夢
中
に
な

っ
て
読
ん
だ
と
あ
る（『「
エ
ミ
ー
ル
」の
世
界
』「
は
し
が
き
」）。
田

中
先
生
は
文
学
部
3
年
生（
当
時
の
制
度
で
は
最
終
学
年
）と
し
て
復

学
、
す
ぐ
に
卒
業
研
究
の
ま
と
め
に
取
り
掛
か
っ
た
。
こ
の
時
の
卒

業
論
文
の
指
導
者
は
、
稲
毛
金
七
教
授
で
あ
っ
た
。
同
教
授
は
教
育

哲
学
者
と
し
て
今
に
名
を
知
ら
れ
、大
部
な
書『
教
育
哲
学
』に
よ
り
、

該
博
な
知
識
を
披
露
し
て
い
る
。
勿
論
、
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
も
言
及

し
、
教
育
の
基
礎
と
す
る
哲
学
と
し
て
は
、
あ
ま
り
高
い
評
価
を
与

え
て
い
な
い
が
、
そ
の
哲
学
の
独
創
性
と
後
世
へ
の
影
響
の
大
き
な
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こ
ろ
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
文
化
に
従
属
す
る
も
の

で
は
な
い
。
教
育
の
目
標
と
す
べ
き
も
の
も
、
か
か
る“
人
間
性
”に

在
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。」（
前
出
書
9
頁
）と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
早
く
も
、
24
歳
の
こ
の
時
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
教
育
が
、
田
中
先
生
の
主
張
の
中
心
と
な
り
、
そ
し
て
ル

ソ
ー
の『
エ
ミ
ー
ル
』に
お
け
る「
自
然
」に
つ
い
て
の
考
察
が
始
ま
っ

て
い
る
。

　

次
に
田
中
先
生
の『
エ
ミ
ー
ル
』研
究
の
特
徴
と
も
言
え
る
こ
と
を

以
下
に
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

①　
『
エ
ミ
ー
ル
』を
は
じ
め
ル
ソ
ー
の
著
作
を
40
年
近
く
も
読
み
つ

づ
け
て
き
て
、
60
代
に
な
っ
て
さ
ら
に
原
語
で
読
む
こ
と
を
目
ざ

し
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
勉
強
を
始
め
て
い
る
。
森
朝
子
氏
に
よ
る
レ

ッ
ス
ン
は
厳
し
く
、
毎
回
の
宿
題
の
量
も
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ほ
と
ん
ど

初
歩
か
ら
学
習
を
始
め
て
、
ル
ソ
ー
を
読
む
と
こ
ろ
ま
で
、
田
中

先
生
は
学
監
、
そ
し
て
学
長
と
し
て
の
激
務
、
重
責
を
果
し
な
が

ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
習
得
に
集
中
し
て
い
た
。
何
度
と
な
く
読
ん
だ

『
エ
ミ
ー
ル
』を
原
語
で
読
み
、
単
語
の
意
味
を
語
源
に
遡
り
、
言

葉
の
格
に
よ
っ
て
文
章
を
検
討
し
、
正
確
に
、
深
く
読
む
努
力
を

つ
づ
け
た
。
原
文
で
読
む
努
力
は
、
多
く
の
研
究
者
に
共
通
の
こ

と
で
は
あ
ろ
う
が
、
ル
ソ
ー
を
読
む
た
め
に
仏
語
を
習
っ
た
こ
と

は
、
実
に
特
筆
に
値
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

②　

教
育
学
者
と
し
て
の
関
心
か
ら『
エ
ミ
ー
ル
』を
読
み
な
が
ら
、

同
時
に『
学
問
芸
術
論
』、『
人
間
不
平
等
起
源
論
』、『
新
エ
ロ
イ

ー
ズ
』、『
社
会
契
約
論
』、『
告
白
』そ
の
他
、
ル
ソ
ー
晩
年
の
作

品
ま
で
読
み
、
そ
の
上
で
、『
エ
ミ
ー
ル
』に
説
か
れ
る
教
育
の
目

標
、
内
容
、
方
法
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
努
め
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
ル
ソ
ー
の
人
間
観
、
発
達
観
、
社
会
観
、
宗
教
思
想
そ
し

て
自
然
観
な
ど
、
ル
ソ
ー
の
哲
学
、
宇
宙
論
ま
で
捉
え
よ
う
と
し

た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
、
田
中
先
生
が
ご
自
身
の
ル
ソ
ー
研
究
の
集

大
成
の
タ
イ
ト
ル
を『「
エ
ミ
ー
ル
」の
世
界
』と
し
た
理
由
で
あ

る
。
ル
ソ
ー
の
世
界
の
全
体
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、『
エ
ミ
ー
ル
』

の
理
解
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

③　

ル
ソ
ー
の「
自
然
」の
意
味
の
解
明
を
も
っ
て『�

エ
ミ
ー
ル
』を

読
み
解
く
柱
と
し
た
。
勿
論
、
多
く
の『
エ
ミ
ー
ル
』研
究
者
は

「
自
然
」の
概
念
を
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
田
中
先
生
は

一
九
四
〇
年
代
な
か
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
に
渡
り
、
そ
し

て
人
間
、
社
会
か
ら
宗
教
ま
で
、
ル
ソ
ー
を
論
じ
る
と
き
い
つ
も

こ
の「
自
然
」の
思
想
と
一
体
の
も
の
と
し
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る

と
こ
ろ
見
事
で
あ
る
。

④　
『
エ
ミ
ー
ル
』に
記
さ
れ
た
ル
ソ
ー
の
思
想
を
、
単
に
教
育
思
想

と
し
て
考
察
し
た
の
で
は
な
く
、
田
中
先
生
は
自
ら
の
人
間
観
、

教
育
観
そ
し
て
社
会
観
確
立
の
た
め
の
寄
り
処
と
し
た
。
先
生
の

ル
ソ
ー
研
究
は
、
半
世
紀
に
及
ぶ
教
育
者
、
保
育
者
養
成
指
導
者
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お
よ
び
、
仲
間
と
子
ど
も
た
ち
へ
の
愛
の
実
践
者
と
し
て
の
生
き

方
を
賭
け
た
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
。今
日
の
子
ど
も
の
育
ち
と
、

子
ど
も
の
幸
せ
を
考
え
、
子
ど
も
の
権
利
の
保
障
を
願
う
時
、
そ

し
て
現
代
日
本
を
保
育
・
教
育
の
観
点
か
ら
論
じ
る
時
、
い
つ
も

『
エ
ミ
ー
ル
』か
ら
出
て
、
こ
れ
に
帰
る
の
を
常
と
し
た
。

⑤　
『
エ
ミ
ー
ル
』の
学
び
を
長
年
に
わ
た
り
、
そ
し
て
広
い
範
囲

の
人
々
と
共
に
し
た
。
田
中
先
生
は
白
梅
学
園
の
教
育
に
力
を
尽

く
し
、
併
せ
て
国
の
保
育
者
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
や
改
訂

に
か
か
わ
る
忙
し
さ
の
中
で
、
誠
に
多
く
の
人
た
ち
と
、（
講
演

会
な
ど
の
席
は
別
と
し
て
）学
生
あ
り
、
卒
業
生
や
保
育
者
あ
り
、

親
た
ち
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と『
エ
ミ
ー
ル
』を
読
み
合

い
、「
エ
ミ
ー
ル
会
」、「
エ
ミ
ー
ル
を
読
む
会
」、「
エ
ミ
ー
ル
を

学
ぶ
会
」、「
未
来
の
会
」な
ど
多
く
の
会
を
主
宰
し
た
。
ル
ソ
ー

に
学
び
、
田
中
先
生
は
、
自
ら
、
ま
た
他
者
と
と
も
に
生
涯
学
習

の
実
践
者
で
あ
っ
た
。

２
．
ル
ソ
ー
の『
エ
ミ
ー
ル
』に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
自
然
」の
研
究
を
柱
に

（
1
）「
自
然
」の
概
念
に
共
感
し
て

　

白
梅
学
園
の
学
園
づ
く
り
の
導
き
の
理
念
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で

あ
り
、
こ
の
理
念
の
唱
導
と
そ
の
実
現
に
大
き
な
働
き
を
し
た
の
は

田
中
未
来
先
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
、
そ
の
思
想
の
ル
ー
ツ
を
た

ず
ね
る
と
、
そ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
早
稲
田
大
学
に
提
出
し

た
卒
業
論
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

長
く
激
し
い
戦
い
の
終
っ
た
翌
年
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
は
、
新

生
日
本
の
教
育
改
革
の
指
標
を
示
さ
ん
と
志
す
気
概
に
満
ち
た
も
の

で
あ
る
。
教
育
は
文
化
の
営
み
で
あ
り
、
文
化
の
基
は
人
間
、
人
間

の
自
然（
人
間
性
）で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
に
し
ば
し

ば
、
教
育
は
人
間
性
を
損
い
、
人
間
性
の
発
展
を
阻
害
し
て
き
た
。

こ
こ
で
田
中
先
生
は
、
ル
ソ
ー
の『
エ
ミ
ー
ル
』に
み
ら
れ
る“
自
然
”

の
概
念
に
共
感
し
て
、
人
間
の
内
な
る
自
然
で
あ
る
人
間
性
こ
そ
教

育
の
目
標
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
念
に

立
つ
教
育
の
主
張
を
展
開
す
る
。
こ
の
理
念
の
実
現
の
一
つ
の
道
と

し
て
、
文
芸
教
育
を
選
び『
早
稲
田
文
学
』（
昭
和
21
年
4
、
5
月
号
）

に
掲
載
さ
れ
た
谷
崎
精
一
や
岩
上
順
一
ら
の
所
論
に
よ
り
な
が
ら
、

文
芸
の
本
質
を
確
認
し
、
文
芸
教
育
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
。
そ
の
考
察
に
先
立
ち
田
中
先
生
は
、
ま
ず
人
間
性（hum

an�

nuture,�

人
間
の
自
然
）に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
信
じ
る

と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
若
き
学
徒
と
し
て
、
そ
し
て

教
育
者
と
し
て
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
目
前
に
し
て
、
論
文
に
残
し
て

い
る
信
念
を
、
少
し
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
私
は
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
生
き
た
人
間
性
が
そ
の
是
非
の
論
を

さ
し
は
さ
む
余
地
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
は
唯
一
の
深
い
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
こ
と
、
又
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
私
ど
も
の
実
感
と
し
て
、
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こ
の
人
間
性
は
未
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
た
し
か
に

そ
の
中
に
美
し
い
性
質
を
含
み
、
又
高
い
も
の
へ
の
志
向
を
抱
い
て

い
る
こ
と
を
信
じ
て
う
た
が
わ
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
の
理
想
は
こ

の
人
間
性
を
十
全
な
る
意
味
に
お
い
て
開
発
し
、
抽
象
的
な
概
念
と

し
て
の
人
間
性
で
は
な
く
、
こ
の
今
の
社
会
に
生
き
て
い
る
人
間
と

し
て
の
人
間
性
を
も
っ
と
も
完
全
に
や
し
な
い
育
て
、
か
つ
そ
の
内

に
在
る
、
美
し
く
高
き
も
の
へ
の
志
向
を
の
ば
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。
…
…
」（『
文
芸
教
育
に
関
す
る
一
考
察
』、
25
頁
）。

　

こ
こ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
に
生
涯
を
賭
け
た
田
中
教
育
学

の
出
発
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
卒
論
の
結
語
に「
生
き
た
人

間
を
つ
く
る
た
め
の
生
き
た
教
育
と
い
う
こ
と
は
私
が
遠
い
以
前
か

ら
考
え
て
い
た
…
…
。」（
同
書
、
80
頁
）と
あ
り
、
こ
れ
が
教
育
学

を
専
攻
し
た
動
機
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。

　

こ
れ
は
一
つ
に
は
、
ご
両
親
の
方
針
も
あ
り
、
末
期
と
は
い
え
、

人
間
性
を
大
切
に
す
る
、
わ
が
国
の
新
教
育（
大
正
自
由
教
育
）の
息

吹
に
ふ
れ
、
ま
た
学
童
期
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
と
の
か
か
わ
り
の

な
か
で
、
人
間
の
尊
厳
と
可
能
性
に
感
動
し
た
こ
と
な
ど
、
先
生
の

す
る
ど
い
感
受
性
と
、
小
さ
い
時
か
ら
変
わ
ら
ぬ
真
剣
な
生
き
方
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
女
学
校
や
女
子
大
学
で
出
会
っ
た
、

信
念
に
生
き
る
立
派
な
教
師
た
ち
か
ら
、
人
間
の“
善
さ
”へ
の
確
信

を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
一
方
、
昭
和
に
入
り
、

戦
時
期
を
経
て
、
終
戦
に
い
た
る
ま
で
の
、
人
間
よ
り
国
家
を
、
個

よ
り
全
体
を
重
し
と
す
る
教
育
へ
の
徹
底
し
た
批
判
、
お
よ
び
自
ら

求
め
て
入
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
に
お
い
て
、「
罪
人
」と
し

て
の
自
覚
を
迫
る
教
育
に
反
撥
・
批
判
を
お
ぼ
え
た
こ
と
に
も
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
田
中
先
生
の
著
書『
生
き
る
こ

と
と
育
て
る
こ
と
』、
福
村
出
版
、
一
九
八
七
）に
詳
し
い
。

　

こ
の
卒
論
の
結
語
は
短
い
、
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
が
、「
こ
の
後

も
た
だ
こ
の
方
向（
生
き
た
人
間
を
つ
く
る
た
め
の
生
き
た
教
育
︱

筆
者
）に
研
究
と
実
践
の
途
を
進
ん
で
ゆ
き
た
い
と
ね
が
っ
て
い

る
。」（
同
書
、
80
頁
）と
つ
づ
く
。
そ
の
生
涯
を
し
の
ぶ
今
、
こ
れ

を
読
み
返
す
と
、
田
中
先
生
の
生
き
方
の
強
さ
と
ゆ
る
ぎ
な
い
歩
み

を
、
改
め
て
思
わ
さ
れ
る
。

（
2
）教
育
と
福
祉
の
同
時
保
障

　

終
戦
後
間
も
な
く
、
田
中
先
生
は
白
梅
学
園
前
身
の
家
庭
学
園
に

勤
務
し
、
そ
の
後
折
に
ふ
れ
、
ル
ソ
ー
の
著
書
を
手
に
取
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
強
い
関
心
を
も
っ
て『
エ
ミ
ー

ル
』を
中
心
と
し
て
新
た
に
読
み
始
め
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
学
園
が
短
期
大
学
と
し
て
発
足
し
て
軌
道

に
乗
り
、
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
も
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
学
園
づ
く
り

に
か
か
わ
る
考
え
の
違
い
が
表
面
化
し
て
き
た
。
田
中
先
生
ら
、
そ

れ
ま
で
運
営
の
中
枢
に
い
た
人
々
に
代
わ
っ
て
学
園
の
舵
を
と
っ
て

い
こ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
中

先
生
は
具
体
的
に
詳
細
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
早
稲
田
を
卒
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え
て
白
梅
に
か
か
わ
っ
て
以
来
、
久
し
ぶ
り
に
少
し
時
間
を
与
え
ら

れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
集
中
し
て
ル
ソ
ー
を
読
み
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
フ
レ
ー
ベ
ル
な
ど
の
思
想
を
た
ど

る
な
か
で
、
教
育
、
保
育
と
福
祉
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
機
会

を
得
た
。
そ
の
成
果
は
丁
度
そ
の
こ
ろ
刊
行
を
始
め
た『
白
梅
学
園

短
期
大
学
紀
要
』に「
近
代
に
お
け
る
児
童
教
育
と
福
祉
と
の
思
想
的

な
関
連
に
つ
い
て
」と
題
し
て
4
回
に
わ
た
っ
て
公
に
さ
れ
て
い
る

（
一
九
六
五
年
、
一
九
六
六
年
、
一
九
六
七
年
、
一
九
六
九
年
）。
田

中
先
生
は
自
ら「
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
の
関
心
の
中
心
は
、
ル

ソ
ー
に
し
ぼ
ら
れ
て
き
ま
し
た
」（『
生
き
る
こ
と
育
て
る
こ
と
』、

1
7
6
頁
）と
述
べ
、
先
生
を
囲
む「
エ
ミ
ー
ル
会
」が
発
足
し
た
の

も
一
九
六
五
年
で
あ
っ
た
。
白
梅
の
み
な
ら
ず
、
色
々
な
場
で
田
中

先
生
と
出
会
っ
た
人
た
ち
が
、た
だ『
エ
ミ
ー
ル
』へ
の
関
心
に
よ
り
、

爾
来
、
長
く
学
び
と
語
り
合
い
の
時
を
共
に
し
た
の
が「
エ
ミ
ー
ル

会
」で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
の
関
心
の
中
心
は
、
ル
ソ
ー
が『
エ
ミ
ー
ル
』に
説
く「
自

然
」の
示
す
、
自
然
に
従
う
、
子
ど
も
の
育
ち
と
幸
せ
で
あ
り
、「
自

然
の
秩
序
」に
か
な
う
理
想
の
社
会
の
姿
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
子

ど
も
が
弱
い
も
の
、
人
に
頼
る
ほ
か
生
き
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
生

ま
れ
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
要
保
護
性
こ
そ
が
、
教
育
の
可
能

性
・
必
要
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
エ
ミ
ー
ル
第
1
編

に「
人
間
は
教
育
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
か
り
に
人
間
が
大
き
く

力
づ
よ
く
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
体

か
ら
だ
と
力
を
も
ち
い
る
こ
と
を

学
ぶ
ま
で
は
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
な
ん
の
役
に
も
た
つ
ま
い
。

か
え
っ
て
そ
れ
は
有
害
な
も
の
と
な
る
。
ほ
か
の
人
が
か
れ
を
助
け

よ
う
と
は
思
わ
な
く
な
る
か
ら
だ
。」（『
エ
ミ
ー
ル
』上
、岩
波
文
庫
、

24
頁
）と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
エ
ミ
ー
ル
』に

お
い
て
ル
ソ
ー
は
、
人
は
3
種
類
の
教
師
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
自
然
と
人
と
事
物（
環
境
）で
あ
る
。
ま
ず
自
然
に

よ
る
内
か
ら
の
能
力
や
器
官
の
育
ち
が
あ
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て

事
物（
環
境
）と
か
か
わ
る
体
験
・
経
験
か
ら
の
学
習
が
生
じ
る
。
こ

れ
に
人（
親
・
教
師
）の
援
助
・
指
導
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、子
ど
も
の
健
康
で
幸
せ
な
育
ち
を
保
障
す
る
こ
と
が
、

教
育
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
福
祉
と
教
育
の
目
的
は
総

合
的
に
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
田
中
先
生
は『
エ
ミ

ー
ル
』に
学
び
、
か
ね
て
か
ら
の
白
梅
の「
児
童
の
教
育
と
福
祉
の
綜

合
的
研
修
」の
方
針
の
正
し
さ
に
一
層
確
信
を
持
ち
、
こ
の
立
場
か

ら
国
の
行
政
へ
の
提
言
な
ど
、
全
国
的
な
レ
ベ
ル
へ
の
働
き
か
け
も

含
め
、
保
育
者
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
検
討
と
改
善
に
尽
力
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
田
中
先
生
は
ル
ソ
ー
が
展
開
す
る
自
然
の
秩
序
に
従
う

エ
ミ
ー
ル
の
教
育
は
、「
一
方
で
は
児
童
の
幸
福
を
守
り
、
他
方
で
は
、

そ
の
教
育
を
通
じ
て
、
来
る
べ
き
社
会
の
よ
い
構
成
員
を
つ
く
る
こ
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と
と
な
る
」（『
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
』、
一
九
六
五
、
49
頁
）と
、

ル
ソ
ー
の
思
い
を
た
ど
る
。そ
し
て
、こ
の「
来
る
べ
き
社
会
」こ
そ
は
、

理
想
の
社
会
、す
な
わ
ち
支
配
と
服
従
で
は
な
く
、一
般
意
志
の
も
と
、

人
々
が
自
由
と
平
和
に
生
き
る
社
会
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
の
生
活
と

幸
福
を
守
り
、
自
然
の
道
に
従
う
育
ち
を
保
障
す
る
社
会
な
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
は
教
育
と
社
会
福
祉
の
一
体

的
か
か
わ
り
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
、『
社
会
契
約
論
』と『
エ
ミ
ー

ル
』が
同
じ
年
に
公
に
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
3
）「
自
然
」の
解
釈
と
の
生
涯
の
取
り
組
み

　

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
田
中
未
来
先
生
は
ル
ソ
ー
が『
エ
ミ
ー

ル
』そ
の
他
の
著
作
で
使
う「
自
然
」の
言
葉
に
惹
か
れ
、
半
世
紀
を
か

け
て
そ
の
解
釈
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
の
た
め
に
多

く
の
文
献
に
目
を
通
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
早
く

か
ら
参
考
に
し
て
い
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
者
モ
ン
ロ
ー
（P

.�

M
onroe

）の『
教
育
史
要
説
』（A

�B
rief�C

ourse�in�the�H
istory�

of�E
ducation,

一
九
〇
七
、
日
本
語
訳
、
川
崎
源
）と
デ
ン
マ
ー
ク

の
哲
学
者
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ（H

.�H
öffding

）の『
ル
ソ
ー
と
そ
の
哲
学
』

（R
oussear�und�seine�P

hilosophie,�

一
九
二
三
、W

.�R
ichards

とC
.�E
.�S
aida

に
よ
る
英
訳
、R

oussau�and�his�P
hilosophy,�

一
九
三
〇
、
日
本
語
訳
が
あ
る
か
不
明
）の
2
冊
で
あ
っ
た
。

　

個
人
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
私
が
大
学
2
年
生
の
時
、「
論
文
作

成
法
」（T

hem
e�W
riting

）の
授
業
で
自
分
で
選
ん
だ
課
題
が
、「『
エ

ミ
ー
ル
』に
お
け
る“
自
然
”」で
あ
り
、
主
と
し
て
参
考
に
し
た
の
が

こ
の
両
書
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
十
数
年
後
に
田
中
先
生
と
の
出

合
い
が
あ
っ
た
。
先
生
と
関
心
を
同
じ
く
し
、
同
じ
文
献
を
手
に
し

た
こ
と
を
知
り
、
嬉
し
い
偶
然
で
あ
っ
た
。

　

人
間
の
善
さ
、
素
晴
ら
し
さ
を
信
じ
、
保
育
・
教
育
の
力
と
そ
の

可
能
性
を
信
じ
る
、
先
生
の
理
論
と
実
践
の
要

か
な
め
と
な
っ
た
も
の
は
ル

ソ
ー
が「
自
然
」と
い
う
言
葉
で
伝
え
よ
う
と
し
た
信
念
と
思
想
で
あ

っ
た
。

　

田
中
先
生
は
ル
ソ
ー
と『
エ
ミ
ー
ル
』を
語
る
論
文
や
著
書
を
多
く

出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
そ
の
書
か
れ
た
時
期
に
よ
り
、「
自
然
」の

意
味
内
容
の
捉
え
方
、
分
け
方
、
重
点
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
著
し

た
、
論
文「『
エ
ミ
ー
ル
』に
お
け
る“
自
然
”の
意
味
」（『
白
梅
学
園

短
期
大
学
紀
要
、
一
九
九
一
）、
お
よ
び『「
エ
ミ
ー
ル
」の
世
界
』（
誠

文
堂
新
光
社
、
一
九
九
二
）の
二
つ
で
は
、
ど
ち
ら
も「
自
然
」の
概

念
を
5
つ
の
意
味
で
捉
え
、同
じ
順
序
で
説
い
て
い
る
。
詳
し
く
は
、

直
接
そ
れ
ら
を
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
、
簡
単
に
記
す

と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
1
は
、
人
間
の
外
に
あ
る「
自
然
」で
あ
る
。
美
し
い
景
色
に
よ

り
人
に
感
動
を
与
え
、
秩
序
を
も
っ
て
変
化
し
、
暑
さ
寒
さ
に
よ
り

人
を
鍛
え
る
自
然
で
あ
る
。
人
々
は
自
然
の
事
物
と
か
か
わ
る
経
験

を
通
し
て
学
び
、
科
学
す
る
心
が
育
つ
。
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第
2
は
、
人
間
の
本
性
と
し
て
の
、
生
得
的
な
性
質
と
し
て
の
自

然
で
あ
る
。『
エ
ミ
ー
ル
』の
全
編
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
説
か
れ
る

と
こ
ろ
は
、
人
は
善
い
も
の
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
生
ま
れ
な
が
ら
に

直
っ
す
ぐ
に
、
や
さ
し
く
育
つ
力
を
与
え
ら
れ
る
。
愛
ら
し
く
、
賢

く
育
ち
成
長
し
て
、
人
間
と
し
て
自
由
に
生
き
る
も
の
と
し
て
生
ま

れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
性
と
し
て
の
自
然
を
損
い
、
育
ち
を

妨
げ
る
も
の
と
し
て
ル
ソ
ー
が
批
判
す
る
の
が
、
当
時
の
人
々
の
習

慣
や
文
化
で
あ
り
、
社
会
制
度
で
あ
る
。

　

第
3
は
、
人
間
の
発
達
の
原
動
力
と
し
て
の「
自
然
」、
人
間
の
内

に
あ
っ
て
そ
の
発
達
を
導
き
、こ
れ
を
方
向
づ
け
る
力
と
し
て
の「
自

然
」で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、「
自
然
の
教
育
」「
自

然
に
従
う
教
育
」「
自
然
が
示
し
て
く
れ
る
道
」に
従
う
べ
き
の
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
の
発
達
の
原
動
力
と
し
て
の「
自
然
」は
第
2
の
人
間
の
本
性
と

し
て
の「
自
然
」に
含
め
て
も
よ
い
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
田
中

先
生
は
、
単
に
生
得
的
な
傾
向
と
し
て
の
本
性
で
は
な
く
、
発
達
を

押
し
す
す
め
る
力
と
し
て
の「
自
然
」、
成
長
・
発
達
に
か
か
わ
る
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
と
し
て
の「
自
然
」を
こ
の
本
性
と
し
て
の「
自
然
」

と
は
別
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然（la�nature

）が
、naître

と
語
源
を
同
じ
く
し
、「
生
成
」「
生
殖
」な
ど
の
意
味
を
含
む
こ
と

に
留
意
し
た
の
で
あ
っ
て
、
教
育
・
保
育
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て

の
、
田
中
先
生
の
独
自
な「
自
然
」の
解
釈
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

第
４
は
、
理
想
の
社
会
状
態
と
し
て
の「
自
然
」で
あ
る
。
人
々
が

支
配
と
服
従
に
生
き
る“
社
会
状
態
”に
対
し
て
、
平
等
に
自
由
に
生

き
る
理
想
の
社
会
を“
自
然
状
態
”あ
る
い
は“
自
然
の
秩
序
”に
よ
る

社
会
と
い
う
。『
人
間
不
平
等
起
源
論
』（
一
七
五
五
年
）お
よ
び
、

エ
ミ
ー
ル
と
同
年
、
一
七
六
二
年
、
に
出
版
さ
れ
た『
社
会
契
約
論
』

は
、こ
の
こ
と
を
歴
史
と
社
会
制
度
の
面
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
。

理
想
の
社
会
と
し
て
の「
自
然
」に
育
つ
の
が
、“
自
然
人
”で
あ
り
、

『
エ
ミ
ー
ル
』の
目
指
す
人
間
像
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
秩
序
に

か
な
う
理
想
の
社
会
を
築
く
力
と
な
る
の
は
、
こ
の「
自
然
」の
示
す

道
に
従
う
教
育
に
よ
っ
て
育
つ“
自
然
人
”で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の

身
分
・
階
級
秩
序
が
支
配
す
る
社
会
か
ら
切
り
離
し
て
エ
ミ
ー
ル
を

育
て
る
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
教
育
実
験
の
意
味
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
第
5
の
意
味
は
、
神
と
し
て
の「
自
然
」で
あ
る
。「
自
然
」

を
意
志
や
感
情
を
も
つ
存
在
、
行
為
の
主
体
と
し
て
用
い
て
い
る
。

「
自
然
は
子
ど
も
を
人
か
ら
愛
さ
れ
、
助
け
ら
れ
る
者
と
し
て
つ
く

っ
た
。」（『
エ
ミ
ー
ル
』上
、
1
2
1
頁
）あ
る
い
は「
自
然
は
子
ど
も

が
大
人
に
な
る
ま
え
に
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。」（『
エ

ミ
ー
ル
』上
、1
2
5
頁
）な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は「
神
」「
造

物
主
」な
ど
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は『
エ
ミ
ー
ル
』第

4
編
で
か
な
り
の
頁
を
当
て
て
、「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
告
白
」

と
し
て
、
神
の
存
在
に
つ
い
て
考
察
し
、
宇
宙
論
を
展
開
す
る
。
ル
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ソ
ー
の
宗
教
論
と
こ
れ
を
田
中
先
生
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

か
は
、
岡
本
富
郎
さ
ん
が
本
書
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ご
参
照

い
た
だ
き
た
い
。

　

第
1
か
ら
第
5
ま
で
に
分
け
て「
自
然
」の
意
味
を
捉
え
た
が
、
田

中
先
生
は
、
こ
れ
ら
の
相
互
の
関
わ
り
を
論
じ
、「
自
然
」の
概
念
の

基
を
な
す
も
の
は
こ
の「
神
」と
し
て
の
自
然
で
あ
り
、人
間
の
善
性
、

人
間
へ
の
信
頼
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
こ
の
神
と
し
て
の「
自
然
」の

善
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、『
エ
ミ
ー
ル
』を
中
心
と

し
て
、
ル
ソ
ー
の
人
間
観
、
教
育
観
、
社
会
観
、
宗
教
論
、
さ
ら
に

愛
や
労
働
に
わ
た
る
、
そ
の
思
想
構
築
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は

「
自
然
」の
概
念
で
あ
る
。
先
生
は
、
そ
の「
自
然
」理
解
の
要
訣
は
、

神
と
し
て
の「
自
然
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
深
く
知
る
こ
と

で
あ
る
と
説
く
。

　

こ
の
神
と
し
て
の
自
然
の
理
解
に
つ
い
て
、
田
中
先
生
は
繰
り
返

し
論
じ
な
が
ら
、
い
つ
も
謙
虚
に
、
自
ら
の
課
題
と
し
て
研
究
の
筆

を
と
ど
め
て
い
る
感
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
風

土
の
な
か
で
育
ち
、
生
活
し
、
論
理
的
推
論
と
し
て
神
の
存
在
と
そ

の
力
の
働
き
を
要
請
し
て
い
る
。『
エ
ミ
ー
ル
』第
4
編
で
、
そ
の
説

く
と
こ
ろ
を
ル
ソ
ー
は
自
ら
自
然
宗
教
と
称
し
、
そ
れ
は
超
越
神
と

も
内
在
神
と
も
と
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
定
か
で
な
い
が
、
人
格
神

の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　

田
中
未
来
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
入
り
、聖
書
を
読
み
、

無
償
の
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
に
強
い
憧
憬
を
も
ち
な
が
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
の
根
底
に
あ
る
原
罪
の
思
想
に
批
判
的
で
あ

っ
た
。
人
間
を
善
と
し
、
人
間
を
限
り
な
く
信
頼
し
た
ル
ソ
ー
は
、

神
の
善
性
を
も
っ
て
そ
の
根
拠
と
し
た
。
田
中
先
生
は
、
ル
ソ
ー
の

こ
の
神
の
善
性
へ
の
信
頼
に
共
感
し
、
自
ら
の
神
を
求
め
、
ル
ソ
ー

研
究
に
求
道
の
手
が
か
り
を
求
め
て
お
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

�

（
二
〇
〇
二
年
十
月
発
行　

田
中
未
来
先
生
追
悼
録
よ
り
）

故・田中未来先生略歴
1921年６月　　東京都文京区白山４丁目に生まれる
1934年３月　　大井立会小学校卒業
　　　４月　　普連土女学校入学
1936年６月　　立教高等女学校２年編入学
1940年３月　　同　高等女学校卒業
　　　４月　　東京女子大学国語専攻部入学
1943年９月　　同　大学卒業
　　　10月　　早稲田大学文学部哲学科教育学専攻入学
1945年５月　　財団法人社会教育協会付属勤労女子青年錬成所助手
1946年４月　　東京家庭学園助教授（1953年３月まで）
　　　９月　　早稲田大学文学部哲学科教育学専攻卒業
1953年４月　　白梅保母学園教授（1955年３月まで）
1955年４月　　白梅学園保育科教授（1957年３月まで）
1957年４月　　白梅学園短期大学専任講師
　　　４月　　同　短期大学教務課長（1961年９月まで）
1962年12月　　同　短期大学助教授（1965年６月まで）
1965年７月　　同　短期大学教授
1966年４月　　同　短期大学保育科長（1970年３月まで）
1971年６月　　同　短期大学教務学生部長（1974年３月まで）
1974年６月　　同　短期大学学監（1983年３月まで）
　　　11月　　同　短期大学学長代行（同年12月まで）
1983年４月　　同　短期大学学長（1989年３月まで）
1989年３月　　同　短期大学教授退任
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