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27

土
井
善
晴
の
お
い
し
い
も
の
セ
ミ
ナ
ー

「
む
つ
か
し
く
な
い
」料
理
と
は

12

巣
鴨
発

日
本
の
心
を「
１
０
３
畳
和
室
」で
育
む

筝
曲
部・茶
道
部・能
楽
部・華
道
草
月
流
部

16

新
座
発　

研
究
の
玉
手
箱

コ
ロ
ナ
は
友
と
つ
な
が
る
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
た

　
　

東
畑
開
人
准
教
授

18

卒
業
生
の
肖
像

盆
栽
の
魅
力
、世
界
に
発
信
し
た
い

　
　

彩
花
流
盆
栽
家
元・清
香
園
５
代
目 

山
田
香
織
さ
ん

20

園
庭
の
う
た

子
ど
も
の「
根
の
力
」を
培
う

　
（
附
属
幼
稚
園
新
園
長・伊
集
院
理
子
）

秋
の
幼
稚
園
行
事

26

十
文
字
こ
と
物
語 

第
２
回

青
雲
の
志

22

〈
特
集
Ⅰ
〉

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
１
０
０
周
年
へ

ハ
イ
フ
レ
ッ
ク
ス
型
授
業
で

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
を
目
指
す

十
文
字
学
園
女
子
大
学
学
長 

志
村
二
三
夫

新
座
発

2

授
業
へ
の
取
り
組
み
も
変
容
、

生
徒
も
チ
ャ
ッ
ト
で
積
極
的
に
質
問

十
文
字
中
学・高
等
学
校
副
校
長 

横
尾
康
治

巣
鴨
発

4

十文字学園 学園誌

Vol.3

〈
特
集
Ⅱ
〉

　
　
　
　

十
文
字
大
元
と
自
彊
術
体
操

私
財
を
投
じ
て
社
会
貢
献
─
─
全
国
へ
普
及
活
動

世
界
を
覆
う「
コ
ロ
ナ
禍
」で
守
り
続
け
る

建
学
１
世
紀
の
伝
統

6

ま
ず
体
を
整
え
よ
う
。心
は
そ
の
後
に
つ
い
て
く
る

見
瀧
山 

醫
王
寺 

村
上
徳
栄
住
職
を
訪
ね
て

10

歴
史
発
掘



ハイフレックス型授業で
ポストコロナ時代を目指す

十文字学園女子大学学長 志村二
ふ

三
み

夫
お

新座発

2

　

十
文
字
学
園
女
子
大
学
は
、
２
０
２
０
年
１
月
の
「
中
国
で
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
発
生
」
の
報
を
受
け
、
同
月

に
は
「
危
機
対
策
本
部
」
を
設
置
、
４
０
０
０
人
の
学
生
に
行
動

0

0

変
容
を
促
す
メ
ッ
セ
ー
ジ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
発
信
し
た
。
さ
ら
に
４
月
23
日
に
は
、

い
ち
早
く
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
遠
隔
授
業
を
開
始
し
た
。

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
に
基
づ
い
て
、

全
教
職
員
に
対
す
る
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
や
総

合
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
講
習
会
な

ど
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ

と
同
時
に
学
生
た
ち
の
通
信
環
境
を

確
認
。
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
い
な
い

学
生
に
は
パ
ソ
コ
ン
を
貸
与
し
た
り
、

通
信
環
境
を
整
え
る
た
め
の
支
援
金

と
し
て
一
律
３
万
円
を
支
給
し
、

「
た
と
え
60
〜
80
％
の
ス
タ
ー
ト
で

も
走
り
な
が
ら
改
善
し
て
い
こ
う
」

と
い
う
決
意
で
、
４
月
23
日
か
ら
の

遠
隔
授
業
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

　
５
月
25
日
に
は
政
府
の
緊
急
事
態

宣
言
の
解
除
に
伴
い
、
学
生
の
入
構

禁
止
措
置
を
解
除
し
ま
し
た
。
そ
し

て
６
月
15
日
に
は
、
本
学
独
自
の

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
「
行
動
制
限

レ
ベ
ル
と
行
動
指
針
」
を
策
定
。
緊

急
事
態
宣
言
解
除
後
の
２
０
２
０
年

６
月
末
、
本
学
は
対
面
授
業
の
再
開

に
も
踏
み
切
り
ま
し
た
。
こ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
、
現
在
「
バ
ー
ジ
ョ
ン

４
」
ま
で
改
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

今
後
も
事
態
の
推
移
に
伴
い
、
見
直

し
て
い
き
ま
す
。

　
対
面
授
業
の
再
開
に
あ
た
っ
て
は
、

学
生
の
命
を
守
る
た
め
に

独
自
の「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
策
定

学
籍
番
号
の
奇
数
・
偶
数
別
に

対
面
授
業

　
本
学
が
全
国
の
大
学
の
中
で
も
か

な
り
早
い
時
期
に
「
遠
隔
授
業
」
を

開
始
で
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
も

走
り
な
が
ら
改
善
す
る

「
遠
隔
授
業
実
現
」へ
の
挑
戦

と
も
と
将
来
を
見
据
え
て
同
時
双
方

向
の
授
業
配
信
を
模
索
し
て
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ

を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
学
長
を

中
心
に
し
た
危
機
対
策
本
部
が
立
ち

上
げ
ら
れ
、「
遠
隔
授
業
導
入
ま
で

実
習
な
ど
対
面
が
必
要
な
科
目
以
外

は
対
面
授
業
と
遠
隔
授
業
を
同
時
並

行
的
に
行
う
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
」

の
授
業
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
学
籍
番
号
が
奇
数
の
学
生

と
偶
数
の
学
生
を
分
け
、
交
互
に
対

面
授
業
と
遠
隔
授
業
を
受
講
す
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
宅
で

あ
ろ
う
が
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
ろ
う
が

同
質
の
授
業
を
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。

〝
十
文
字
ス
タ
イ
ル
〟
と
も
い
え
る

こ
の
方
法
は
、
登
校
者
数
を
半
分
に

絞
っ
て
感
染
リ
ス
ク
を
抑
え
る
た
め

の
苦
し
ま
ぎ
れ
の
工
夫
で
し
た
が
、

学
内
外
で
良
い
評
価
を
得
て
い
る
よ

う
で
す
。

　
こ
う
し
て
、
２
０
２
０
年
度
の
後

期
は
、
ほ
ぼ
全
科
目
に
あ
た
る
６
０

０
科
目
で
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
」
の

授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
収
束
す

る
ま
で
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
本
学
の
授
業
ス
タ

イ
ル
は
創
意
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
進
化
し
て
い
ま
す
。
学
生
も

大
学
の
教
職
員
も
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

学
び
、
経
験
値
を
上
げ
る
こ
と
で
授

業
の
質
が
向
上
し
、
そ
れ
を
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
（
柔
軟
）
に
活
用
す
る
こ
と

で
よ
り
学
び
の
道
を
拡
げ
る
「
ハ
イ

フ
レ
ッ
ク
ス
型
」
へ
と
変
貌
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は

授
業
だ
け
で
な
く
、
２
０
２
０
年
度

の
桐
華
祭
の
テ
ー
マ
が
掲
げ
た
「
人

と
人
を
紡つ

む

ぐ
」
場
で
す
。
リ
ア
ル
な

交
流
を
通
し
て
、
学
生
の
み
な
さ
ん

の
人
間
力
を
育
む
大
切
な
場
で
す
。

　
対
面
と
遠
隔
を
組
み
合
わ
せ
た
こ

の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
は
、
必
ず
や
ポ

ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
〝
新
た
な
ツ
ー

ル
〟
と
な
る
で
し
ょ
う
。

「
コ
ロ
ナ
か
ら
　
健け

ん

幸こ
う

守
ろ
う
　
協

働
で
」
…
…
こ
れ
は
私
が
つ
く
っ
た

標
語
で
す
が
、
人
間
が
幸
せ
に
な
る

た
め
に
は
身
体
的
な
健
康
ば
か
り
で

は
な
く
、
社
会
的
な
満
足
も
不
可
欠
。

そ
し
て
そ
の
実
現
に
は
み
ん
な
と
手

を
取
り
合
う
協
働
の
心
が
大
切
で
す
。

　
学
生
の
み
な
さ
ん
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
で
た
い
へ
ん
な
思
い
を
し

て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
だ
か
ら

こ
そ
今
の
経
験
を
活
か
し
て
、
し
っ

か
り
し
た
エ
ビ
デ
ン
ス
（
根
拠
）
に

基
づ
い
て
責
任
あ
る
行
動
が
と
れ
る

〝
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
社
会
人
〟

を
目
指
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大学正門で体温チェックを受ける学生



予
防
の
神
は
細
部
（〝
現
場
〟）
に
宿
る

特集Ⅰ コロナ禍を乗り越え100周年へ
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス「
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
」発

「
教
育
学
術
新
聞
」が
本
学
の
取
り
組
み
を
紹
介

新
入
生
向
け「
お
助
け
情
報

質
問
箱
」に
３
０
０
０
件

3

▪
３
密
回
避
の
健
康
診
断

　

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
長
の
齋

藤
麗
子
名
誉
教
授
（
産
業
医
）
と

３
人
の
保
健
師
に
よ
る
コ
ロ
ナ

禍
対
策
は
、
２
０
２
０
年
４
月

７
日
の
緊
急
事
態
宣
言
よ
り
早

く
、〈
３
密
回
避
の
健
康
診
断
〉

か
ら
始
ま
っ
た
。
健
診
は
４
月

に
入
る
と
と
も
に
就
活
や
実
習

を
控
え
た
学
生
か
ら
ス
タ
ー
ト
。

８
月
に
は
２
、
３
年
生
、
９
月

に
は
１
年
生
と
時
期
を
分
け
、

日
数
も
Ｘ
線
車
も
増
や
し
た
。

「
健
診
を
待
つ
学
生
が
『
密
』

に
な
ら
ぬ
よ
う
、
フ
ラ
フ
ー
プ

を
使
い
ま
し
た
」。
東
京
都
の

保
健
所
長
や
予
防
課
長
を
長
く

務
め
た
セ
ン
タ
ー
長
の
発
案
で

あ
っ
た
。
感
染
者
が
確
認
さ
れ

て
か
ら
は
管
内
の
朝
霞
保
健
所

と
の
連
携
も
進
め
た
。

▪
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る

「
術す

べ
」説
く

「
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
」

「
感
染
し
な
い
、
感
染
さ
せ
な

い
」
と
い
う
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
学
内
の
ア
ル

コ
ー
ル
一
括
管
理
、
校
内
放
送

な
ど
春
夏
秋
冬
の
き
め
細
か
な

啓
発
活
動
の
原
点
と
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
啓
発
活
動
は
、「
正

し
く
恐
れ
る
」
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ

時
代
の
新
し
い
日
常
を
説
く
教

育
的
要
素
も
伴
っ
た
。
齋
藤
セ

ン
タ
ー
長
は
２
０
２
０
年
９
月

15
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
「
新
入
生

の
入
学
を
祝
う
会
」
で
、
新
型
コ

ロ
ナ
の
発
症
、
感
染
経
路
、
そ

の
対
策
等
の
「
ミ
ニ
講
義
」
を

行
い
、
学
生
と
制
作
し
た
対
談

方
式
の
啓
発
動
画
も
発
信
し
た
。

想
定
問
答
ス
タ
イ
ル
の
動
画
に

は
こ
ん
な
や
り
取
り
も
あ
る
。

Q

：

も
し
同
居
す
る
家
族
が
濃

厚
接
触
者
と
な
っ
た
場
合
、
ま

た
は
同
居
家
族
に
発
熱
症
状
が

出
た
場
合
は
、

授
業
を
受
け
に

登
校
し
て
い
い

で
し
ょ
う
か
。

A

：

同
居
家
族

の
方
が
コ
ロ
ナ

感
染
で
は
な
い

と
わ
か
る
ま
で

登
校
を
控
え
て

ほ
し
い
で
す
。

も
し
、
感
染
が

わ
か
れ
ば
今
度

は
学
生
自
身
が

濃
厚
接
触
者
と

な
り
ま
す
の
で
。

Q

：

ダ
メ
な
場

合
は
い
つ
ま
で

登
校
で
き
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。

A

：

そ
の
場
合
、

　

日
本
私
立
大
学
協
会
発
行
の

「
教
育
学
術
新
聞
」（
２
０
２
０

年
12
月
16
日
付
）
に
、『
十
文
字

学
園
女
子
大
学
の
コ
ロ
ナ
対
応

〈
志
村
学
長
等
に
聞
く
〉』
＝
写

真
＝
が
掲
載
さ
れ
た
。
同
紙
の

〈
聞
く
シ
リ
ー
ズ
〉
担
当
記
者

の
取
材
を
志
村
学
長
、
安
達
一か

ず

寿ひ
さ

副
学
長
、
岡
本
英ひ

で

之ゆ
き

事
務
局

長
が
受
け
た
内
容
で
、「〝
遠

隔
〟
と
〝
手
厚
い
支
援
〟
の
バ

ラ
ン
ス
」
の
見
出
し
で
紹
介
さ

れ
た
。
記
事
に
は
「
志
村
学
長

は
コ
ロ
ナ
禍
で
、
こ
と
あ
る
ご

▪
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
部
が

ツ
イ
ッ
タ
ー
で

　

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
続
い
た

２
０
２
０
年
度
前
期
、
オ
リ
エ

ン
テ
ー
リ
ン
グ
部
（
九く

津つ

見み

梓あ
ず

紗さ

部
長
・
健
康
栄
養
学
科
２
年
）

は
、
新
入
生
の
不
安
に
学
生
目

線
で
答
え
よ
う
と
ツ
イ
ッ
タ
ー

に
よ
る「
お
助
け
情
報
質
問
箱
」

を
設
け
、
授
業
の
履
修
方
法
、

学
生
生
活
全
般
、
部
活
な
ど
の

相
談
を
〈
匿
名
も
Ｏ
Ｋ
〉
で
受

け
付
け
た
。

　

４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
開
設

期
間
中
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
は

約
３
０
０
０
件
を
超
し
、
多
か

っ
た
質
問
に
は
大
学
各
部
局
か

ら
公
式
に
情
報
を
発
信
し
た
ケ

ー
ス
も
あ
る
。
九
津
見
部
長
は

「
新
入
生
の
問
題
解
決
に
ち
ょ

っ
ぴ
り
役
に
立
て
た
か
な
と
、

う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
」
と
話
し
た
。

と
に
『
十
文
字
ワ
ン
チ
ー
ム
』

と
呼
び
か
け
た
」
と
あ
り
、
公

衆
衛
生
・
保
健
学
・
教
育
工

学
・
教
育
情
報
学
に
明
る
い
教

員
等
の
タ
ッ
グ
に
よ
る
対
策
や
、

教
職
員
が
協
働
し
学
生
の
悩
み

や
不
安
に
答
え
る
支
援
体
制
も

記
さ
れ
た
。

原
則
は
保
健
所
の
指
示
に
従
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。わ
か
ら

な
い
場
合
は
健
康
管
理
セ
ン
タ

ー
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▪
相
談
や
報
告
１
０
０
余
件

　
附
属
幼
稚
園
に
も
対
応

　

こ
の
半
年
間
で
、
コ
ロ
ナ
に

関
す
る
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
や

報
告
の
範
囲
は
、
学
生
・
保
護

者
や
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
附
属
幼

稚
園
の
関
係
者
に
加
え
、
教
職

員
に
ま
で
広
が
り
、
１
０
０
余

件
に
上
っ
た
。
そ
の
際
、自
宅

隔
離
の
人
に
は
必
要
に
応
じ「
行

動
記
録
・
健
康
観
察
票
」
を
渡

し
、
①
朝
夕
の
体
温
・
体
調
の

自
己
管
理
②
家
庭
内
で
の
注
意

事
項
を
説
明
す
る
等
、個
々
に

対
処
と
予
防
を
促
し
、
ク
ラ
ス

タ
ー
を
防
い
で
き
た
。

　

幼
稚
園
内
の
玩
具
の
消
毒
で

は
園
児
の
口
に
入
る
こ
と
も
考

え
、
食
品
用
の
消
毒
ア
ル
コ
ー

ル
を
手
配
し
た
。

　

セ
ン
タ
ー
は
文
字
通
り
「
神

は
細
部
に
宿
る
」
現
場
主
義
で
、

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
新
年
度
を
迎

え
る
。

健康診断を受ける学生同士が密にならないよう、
フラフープの中に入ってもらい距離をとる工夫も

感染防止のためにアクリル板を設置して制作した啓発動画
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高
１
・
２
年
生
に
は
す
で
に
１
人

１
台
の
パ
ソ
コ
ン
が
行
き
渡
っ
て
い

パ
ソ
コ
ン
の
な
い
生
徒
に

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
郵
送

ま
し
た
。
ま
だ
支
給
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
高
３
年
生
の
一
部
と
中
学
生
の

中
で
自
宅
に
パ
ソ
コ
ン
の
な
い
生
徒

に
対
し
て
は
、
学
校
か
ら
タ
ブ
レ
ッ

ト
を
郵
送
し
て
い
ち
早
く
遠
隔
授
業

の
体
制
を
整
え
ま
し
た
。
　

　
そ
れ
よ
り
た
い
へ
ん
だ
っ
た
の
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
ど
う
や
る
か
と

い
う
ソ
フ
ト
の
部
分
で
し
た
。

　
教
職
員
の
中
に
は
、
ど
う
や
っ
て

生
徒
た
ち
に
遠
隔
授
業
を
行
う
の
か
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
画
面
に
自
分
の
授

業
を
ど
う
や
っ
て
配
信
す
る
の
か
、
Ｚ

ｏ
ｏ
ｍ
を
ど
う
や
っ
て
効
果
的
に
活

用
す
る
の
か
な
ど
、
技
術
的
な
こ
と

か
ら
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

も
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
情
報
を

教
員
全
体
で
共
有
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
詳
し

い
教
員
が
苦
手
な
教
員
に
教
え
た
り
、

得
意
な
分
野
を
手
伝
い
、
目
の
前
の

問
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ビ
デ
オ
で
撮
っ
た
授
業
を

流
す
だ
け
で
は
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
を
飽

き
さ
せ
な
い
た
め
に
は
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
必
要
で
、
教
員
が
ク
ラ
ス
を

超
え
て
協
力
し
合
う
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
た
と
え
ば
、
９
ク
ラ
ス
を
３
人
の

先
生
で
担
当
し
て
い
た
科
目
の
場
合
、

９
ク
ラ
ス
全
体
を
対
象
に
し
た
ビ
デ

オ
素
材
を
つ
く
っ
た
り
、
３
人
が
そ

れ
ぞ
れ
得
意
分
野
を
担
当
し
て
制
作

す
る
な
ど
協
力
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
り
、
生
徒

た
ち
の
意
識
も
先
生
た
ち
の
意
識
も

「
教
え
る
」か
ら「
学
ぶ
」に

大
き
く
変
わ
っ
た
授
業
ス
タ
イ
ル

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
い
わ

ゆ
る
「
教
え
る
」
授
業
か
ら
の
変
化
、

そ
し
て
「
学
ぶ
」
授
業
へ
の
変
化
で

す
。
生
徒
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
で

は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
で
も
「
思
っ
た
よ
り
勉
強
が

進
ん
だ
」
と
い
う
声
や
、「
時
間
が

あ
る
の
で
じ
っ
く
り
考
え
ら
れ
る
」

と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
始
め

る
際
、
生
徒
た
ち
か
ら
の
質
問
を
い

つ
で
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
生

と
生
徒
の
間
で
チ
ャ
ッ
ト
の
や
り
取

り
も
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
が
、

以
前
は
授
業
を
聞
い
て
い
る
だ
け
だ

っ
た
生
徒
が
積
極
的
に
質
問
を
し
て

く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
こ
の
チ
ャ
ッ
ト
に
よ
る
先
生
と

生
徒
の
や
り
と
り
は
６
月
22
日
の
一

斉
登
校
再
開
後
も
続
け
て
い
ま
す
が
、

始
め
た
当
初
は
、
夜
遅
く
質
問
し
て

く
る
生
徒
も
出
て
き
た
の
で
、「
朝

８
時
か
ら
夜
８
時
の
間
に
し
よ
う

ね
」
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
す
。

そ
れ
だ
け
先
生
と
一
対
一
で
つ
な
が

る
こ
と
で
自
ら
学
ぶ
姿
勢
が
出
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
…
…
。

　
教
員
側
も
、
そ
ん
な
生
徒
た
ち
に

ど
う
応
え
て
い
く
か
を
一
生
懸
命
考

え
、
工
夫
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
生
徒
も
先
生
も
た
い
へ
ん
で
す
が
、

私
は
、「
こ
の
変
化
は
未
来
に
つ
な

が
る
十
文
字
中
学
・
高
校
の
新
し
い

ス
タ
イ
ル
の
礎
に
な
る
」
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
私
は
困
難
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

「
み
ん
な
で
手
を
取
り
合
っ
て
生
き

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
」
と
い
う
建

学
の
精
神
が
光
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
自
分
自
身
が
健
康
で
あ
る
こ

と
の
大
切
さ
も
心
に
刻
ん
で
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　
十
文
字
中
学
・
高
校
で
は
、
創
立

以
来
、
朝
の
自
彊
術
体
操
を
伝
統
と

し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
自
彊
術
体
操

も
、
生
徒
た
ち
の
健
康
を
感
染
か
ら

守
っ
て
く
れ
る
１
０
０
年
の
歴
史
と

共
に
あ
り
ま
す
。

　
生
徒
の
み
ん
な
に
は
、
３
密
に
気

を
つ
け
な
が
ら
体
を
動
か
し
、
パ
ワ

ー
ア
ッ
プ
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

困
難
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
光
る

建
学
の
精
神

　

２
０
２
０
年
２
月
、
全
国
一
斉
休
校
が
発
出
さ
れ
た
際
、
十
文

字
中
学
・
高
校
が
進
め
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
充
実
の
た
め
の
準
備

が
役
立
っ
た
。
４
月
に
は
全
生
徒
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
げ
た
遠

隔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
を
開
催
し
、
５
月
に
は
ビ
デ
オ
授
業
の
配
信
や

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
な
ど
を
使
っ
た
双
方
向
授
業
を
本
格
的
に
開
始
し
た
。

生徒と生徒の間隔を大きくあけた
教室での授業



目
に
見
え
ぬ
ウ
イ
ル
ス
退
散
へ
全
知

巣
鴨
キ
ャ
ン
パ
ス「
中
高
保
健
室
」発

中
高
保
健
部
の
生
徒
が「
保
健
だ
よ
り
」を
発
行

「
３
密
」避
け
て

各
学
年
別
リ
レ
ー
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▪
生
徒
に
自
宅
で
の

　
毎
朝
の
検
温
を
求
め
る

　

巣
鴨
キ
ャ
ン
パ
ス
で
学
ぶ
中

高
生
徒
の
健
康
管
理
を
担
う

〈
保
健
室
〉
の
猪
又
由
加
、
武

井
由
貴
子
両
教
諭
は
、
昨
年
２

月
以
来
年
明
け
ま
で
ほ
ぼ
１
年

間
、
全
知
を
絞
り
綿
密
に
感
染

予
防
の
手
だ
て
を
講
じ
て
き
た
。

都
内
の
感
染
状
況
を
に
ら
み
こ

れ
ま
で
中
高
保
健
室
が
実
行
し

て
き
た
の
は
、
そ
の
時
点
で
取

り
得
る
対
策
の
全
て
─
─
例
え

ば
４
月
の
新
学
期
に
向
け
▽
毎

朝
自
宅
で
の
検
温
・
オ
ン
ラ
イ

ン
で
学
校
へ
の
報
告
▽
マ
ス
ク

着
用
の
義
務
付
け
▽
ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
・
教
室
の
換
気
等
で
あ

っ
た
。

▪
自
彊
術
体
操
も

　
学
年
ご
と
の
実
施
を
工
夫

　

２
学
期
は
通
常
授
業
に
戻
っ

た
た
め
に
、
昼
食
は
向
か
い
合

わ
ず
会
話
も
し
な
い
ル
ー
ル
の

指
導
、
自
彊
術
体
操
の
学
年
ご

と
の
分
散
実
施
等
を
提
案
し
、

生
徒
に
守
っ
て
も
ら
っ
た
。
し

か
し
、
年
が
明
け
た
２
０
２
１

年
１
月
の
３
学
期
開
始
早
々
に

は
、
再
び
緊
急
事
態
宣
言
が
発

出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
中
高
の

短
縮
授
業
（
40
分
授
業
×
５
限
）

に
合
わ
せ
て
、
食
事
を
し
な
い

で
、
平
日
は
中
学
が
午
後
１
時

30
分
、
高
校
が
午
後
２
時
ま
で

の
下
校
措
置
を
取
り
、
授
業
形

態
も
通
学
と
自
宅
で
の
オ
ン
ラ

イ
ン
の「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
授
業
」

が
展
開
さ
れ
た
。

▪
12
歳
か
ら
18
歳
の
年
齢
幅
に

　
配
慮
し
て

　

中
高
生
は
12
歳
か
ら
18
歳
ま

で
と
年
齢
層
が
広
い
た
め
各
学

年
の
就
学
環
境
に
違
い
が
あ
る
。

中
学
１
年
生
は
初
め
て
電
車
通

学
を
す
る
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
、

ま
ず
学
校
に
慣
れ
る
こ
と
必
要

が
あ
る
一
方
、
高
校
３
年
生
は

大
学
受
験
が
待
ち
構
え
て
い
る
。

年
齢
層
ご
と
に
異
な
る
課
題
と

悩
み
を
抱
え
が
ち
の
生
徒
へ
の

ケ
ア
は
コ
ロ
ナ
禍
で
一
層
増
し
、

こ
れ
に
応
え
る
〈
保
健
室
〉
の

役
割
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
き

く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

Q
（
取
材
班
）

：

生
徒
の
身
体

的
ケ
ア
と
と
も
に
、
精
神
面
へ

の
ケ
ア
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い

ま
す
か
。

A
（
猪
又
・
武
井
）

：

中
高
生

は
思
春
期
に
当
た
り
、
入
学
時
、

「
新
し
い
環
境
に
な
じ
め
な
い
」

等
の
悩
み
を
持
ち
や
す
い
生
徒

も
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
ま

ず
「
密
」
に
な
ら
な
い
よ
う
休

　

中
学
保
健
部
で
は
「
ヘ
ル
シ

ー
だ
Ｃ
」、
高
校
保
健
部
で
は

「
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｈ
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
保
健
だ
よ
り

を
発
行
し
て
全
校
生
徒
に
情
報

提
供
し
て
い
る
が
、
２
０
２
０

年
度
の
秋
と
冬
は
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
で
、
手
洗
い
・
咳
エ
チ
ケ

ッ
ト
と
い
っ
た「
感
染
予
防
法
」

に
加
え
、
運
動
・
睡
眠
・
栄
養

な
ど
「
健
康
の
維
持
」
に
関
す

る
テ
ー
マ
の
発
信
が
多
か
っ
た

＝
写
真
＝
。
生
徒
目
線
の
ア
ド

バ
イ
ス
は
と
て
も
き
め
細
や
か

で
、
中
に
は
「
マ
ス
ク
に
よ
る

肌
ト
ラ
ブ
ル
」
の
改
善
方
法

も
！　

中
学
版
も
高
校
版
も
ぜ

ひ
読
ん
で
欲
し
い
。

　

中
１
か
ら
高
２
ま
で
は
、
２

０
２
０
年
の
10
・
11
月
に
各
学

年
ご
と
に
「
ス
ポ
ー
ツ
デ
イ
」

を
設
け
、
ク
ラ
ス
対
抗
リ
レ
ー

を
実
施
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
例

年
の
運
動
会
と
球
技
大
会
が
中

止
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
感

染
に
留
意
し
て
生
徒
が
楽
し
め

る
機
会
を
設
け
た
い
と
い
う
思

い
で
企
画
さ
れ
た
＝
写
真
＝
。

学
級
活
動
や
道
徳
の
時
間
を
利

用
し
、
実
施
日
を
１
学
年
ご
と

に
分
け
て
「
密
」
に
な
ら
な
い

よ
う
工
夫
し
た
。
ク
ラ
ス
メ
ー

ト
と
力
を
合
わ
せ
て
健
脚
を
競

い
、
伸
び
伸
び
と
充
実
し
た
ひ

と
と
き
を
楽
し
ん
だ
。

め
る
部
屋
を
学
校
内
で
確
保
し
、

よ
く
話
を
聞
い
て
担
任
と
連
携

を
取
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

Q
（
取
材
班
）

：
そ
う
し
た
生

徒
も
、
今
は
落
ち
着
い
て
き
ま

し
た
か
。

A
（
猪
又
・
武
井
）

：

新
し
い

環
境
に
徐
々
に
慣
れ
て
き
ま
し

た
。
で
も
、
友
だ
ち
が
で
き
て

も
会
え
る
嬉
し
さ
で
つ
い「
密
」

に
な
ら
な
い
よ
う
〈
保
健
室
〉

と
し
て
気
を
配
っ
て
い
ま
す
。

元
気
な
の
は
良
い
こ
と
で
す
が
、

危
機
感
も
同
時
に
生
徒
に
持
た

せ
る
教
育
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

〈
中
高
保
健
室
〉
へ
の
相
談
は

緊
急
事
態
の
「
再
宣
言
」
以
降
、

さ
ら
に
増
え
て
い
る
。

「目下は、コロナ禍の先（収束）が見えないため常に緊張感を
持たざるを得ません。他校との情報共有も積極的に進めたい」

猪又由加教諭 武井由貴子教諭
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２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
12
月
に
中
国
・
武
漢
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
あ
っ
と

い
う
間
に
世
界
に
広
が
り
、
感
染
者
数
は
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
１
月
26
日
の
段
階
で
、
つ
い

に
１
億
人
を
突
破
。
累
計
の
死
者
数
も
２
１
５
万
人
を
超
え
た
。
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
の
広
が
り
と

と
も
に
人
々
の
生
活
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

　

十
文
字
中
学
・
高
校
で
も
、
創
立
以
来
、
全
生
徒
１
４
０
０
名
全
員
で
行
わ
れ
て
い
た
伝
統
の

自
彊
術
体
操
が
２
０
２
０
年
４
月
１
日
か
ら
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
同
10
月
24
日
に
感
染

予
防
に
万
全
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
分
散
方
式
で
同
12
月
10
日
ま
で
実
施
。
冬
休
み
が
明
け
た
２

０
２
１
年
は
、
１
月
以
降
も
実
施
せ
ず
「
再
開
で
き
る
そ
の
日
」
を
願
い
、
満
を
持
し
て
い
る
。

　

学
園
の
新
し
い
日
常
は
、
十
文
字
学
園
の
伝
統
と
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
生
徒
・
学
生
た
ち

を
心
身
共
に
鍛
え
、
健
康
を
守
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
強
い
志
の
表
れ
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
ん
な
中
、
奇
跡
的
に
ひ
と
り
の
患

者
も
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
会
社

が
あ
っ
た
。
十
文
字
学
園
の
創
立
者
・
十
文
字

こ
と
の
夫
で
あ
る
十
文
字
大だ
い

元げ
ん

が
経
営
し
て
い

た
「
金
門
商
会
」
で
あ
る
。

　

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
12
月
30
日
、
日
刊

紙
「
萬

よ
ろ
ず

朝
ち
ょ
う

報ほ
う

」（
小
説
家
・
思
想
家
と
し
て
知
ら

れ
る
黒
岩
涙る

い

香こ
う

が
創
刊
し
た
日
刊
新
聞
）
は
、
金

門
商
会
で
１
人
の
患
者
も
出
て
い
な
い
ニ
ュ
ー

ス
を
大
元
の
談
話
と
と
も
に
報
じ
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
２
３
８
０
万
人
も
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に

罹
る
中
で
、
金
門
商
会
か
ら
１
人
の
患
者
も
出

な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
十
文
字

大
元
の
人
生
を
た
ど
る
必
要
が
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
風
邪
大
流
行
で
も

感
染
ゼ
ロ
だ
っ
た
金
門
商
会
社
員

　

人
類
は
こ
れ
ま
で
、
天て
ん

然ね
ん

痘と
う

や
ペ
ス
ト
、
コ

レ
ラ
な
ど
の
様
々
な
感
染
症
の
大
流
行
に
見
舞

わ
れ
、
幾
度
と
な
く
大
き
な
犠
牲
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
き
た
。

　

20
世
紀
以
降
で
は
、
１
９
１
８
（
大
正
７
）

年
か
ら
１
９
２
０
（
大
正
９
）
年
に
か
け
て
の

ス
ペ
イ
ン
風
邪
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
の
世
界
的

な
大
流
行
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
と
き
に
は
、
世
界
で
約
５
億
人
が
感
染

し
、
死
者
が
１
７
０
０
万
人
か
ら
５
０
０
０
万

人
、
あ
る
い
は
１
億
人
近
く
に
達
し
た
と
も
推

計
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
そ
の
３
年
間
に
、

人
口
の
約
43
％
に
あ
た
る
２
３
８
０
万
人
が
感

染
し
、
約
39
万
人
が
死
亡
し
た
。

繰
り
返
さ
れ
て
き
た

人
類
と
感
染
症
の
戦
い

十
文
字
大
元
自じ

彊き
ょ
う

術じ
ゅ
つ

体
操

と

歴
史

掘
発

〈ソーシャルディスタンスをとって、体を動かし気持ちを切り替える〉十文字中学・高校では、
2020年10月下旬から12月初旬まで、１学年ごとに週１回のペースで朝の自彊術体操を実施しま
した。新型コロナ禍でやや精神的に不安定になった生徒も、体を動かすことで気持ちの切り替え
もできたように思います。これまでの伝統をつなぎ、健康を守るということは大切です。生徒
たちは、はつらつと、２メートル以上のソーシャルディスタンスをとり、体操後の手指消毒も
しっかりやりました。（濱

はま

田
だ

幸
さち

子
こ

・保健体育科教諭）2020年12月８日、十文字中・高グラウンド

世
界
を
覆
う「
コ
ロ
ナ
禍
」で

守
り
続
け
る

建
学
１
世
紀
の
伝
統

壇上から生徒たちに号令をかける濱田幸子先生
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十
文
字
大だ
い

元げ
ん

は
、
陸
前
仙
台
藩
の
支
藩
で
あ

る
涌わ

く

谷や

藩
の
師
範
家
・
十
文
字
秀
雄
の
次
男
と

し
て
、
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年
に
陸
奥
国
遠

田
郡
涌
谷
（
現
在
の
宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
）
で

誕
生
し
た
。

　

１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
渡
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
で
過
ご
し
た
後
、
１
８
９
４
（
明
治
27
）

年
に
帰
国
す
る
と
、
東
京
の
神
田
須
田
町
に
兄

の
信
介
と
も
に
十
文
字
商
会
を
開
業
。
そ
の
後
、

１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
に
、
こ
と
（
旧
姓
・
高

畑
）
と
結
婚
し
て
、
１
９
０
４
（
明
治
37
）
年

に
は
金
門
商
会
（
後
の
金
門
製
作
所
）
を
設
立
し

て
、
日
本
で
初
め
て
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
お
よ
び
水

道
メ
ー
タ
ー
を
製
造
し
、
会
社
を
見
事
に
軌
道

に
乗
せ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
神
経
痛
（
痼
疾
脊
髄

病
）
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

ハ
ワ
イ
へ
渡
り
、
長
期
療
養
を
行
う
な
ど
し
た

も
の
の
一
向
に
回
復
し
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
に
手

技
療
法
士
の
中
井
房
五
郎
と
知
り
合
い
、
中
井

が
考
案
し
た
体
操
を
熱
心
に
実
践
し
て
い
る
う

ち
に
、
２
年
ほ
ど
で
長
年
苦
し
ん
で
い
た
神
経

痛
が
快
癒
、
そ
の
効
果
を
実
感
し
た
大
元
は
、

そ
の
体
操
を
「
自
彊
術
」
と
命
名
し
た
。

『
周
易
』
に
「
易
曰
、
天
行
健
、
君
子
以
自
彊

不
息
＝
易
に
曰
く
、
天
行
健
な
り
。
君
子
は
も

っ
て
自
ら
彊つ

と

め
て
息や

ま
ず
（
現
代
語
訳
：
易
に
書

自
ら
の
大
病
克
服
か
ら
、自
彊
術
の

普
及
に
尽
力
し
た
十
文
字
大
元

【
現
代
仮
名
遣
い
版
】

　
府
下
巣
鴨
町
平
松
一
一
三
二
の
十
文
字
大
元
氏
は
、
十
年

来
の
痼こ

疾し
つ

脊せ
き

髄ず
い

病び
ょ
うが

、
自
彊
術
励れ

い

行こ
う

の
た
め
全
治
し
た
と

あ
っ
て
、
自
彊
術
宣
伝
に
熱
中
し
て
い
る
。
一
昨
年
焼
失
し

た
自
家
の
工
場
再
建
に
も
、
第
一
に
二
百
畳
敷
の
自
彊
術
大

道
場
を
建
て
、
今
も
自
ら
音お
ん

頭ど

取
っ
て
二
百
余
人
の
職

し
ょ
っ

工こ
う

徒と

弟て
い

等ら

を
朝
晩
一
斉
に
や
ら
せ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
に
二
百
余
名
中
、
本
年
流
行
の
悪
性
感
冒
に

罹か
か

っ
た
者
は
一
人
も
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
信
者
の
一
人
後

藤
（
男
性
）
も
、
家
族
こ
と
ご
と
く
罹
っ
た
中
で
自
分
だ
け

罹
ら
な
か
っ
た
と
御
自
慢
だ
と
か
。

　
司
法
省
側
で
は
大
審
院
の
横
田
、
相
原
両
判
事
、
そ
の
他

信
者
が
多
い
。『
自
彊
術
は
す
で
に
文
部
、
内
務
両
省
で
も
認

め
て
お
り
、
戸
山
学
校
で
は
盛
ん
に
励
行
し
て
い
る
。
全
国
の

主
な
学
校
へ
は
残
ら
ず
著
述
を
贈
っ
て
あ
る
。
こ
の
術
は
動

中
に
静
を
得
て
肢
体
の
欠
点
を
矯
正
し
、
人
体
を
正
し
く
改

造
す
る
。
一
回
の
施
行
時
間
は
た
だ
十
分
、
ご
く
簡
単
で
一

度
見
れ
ば
誰
で
も
で
き
、
こ
れ
を
励
行
し
て
い
る
職
工
徒
弟

は
ず
ん
ず
ん
体
重
が
増
加
し
た
』と
十
文
字
氏
の
談
で
あ
る
。

　
力
士
の
綾あ
や

川か
わ

も
腎
臓
結
石
が
半
年
で
全
治
し
た
そ
う
で
、

こ
の
術
を
深
く
信
じ
、
北
国
筋
か
ら
畿
内
、
中
国
、
九
州
へ

と
の
巡
業
途
次
に
、
学
校
、
兵
営
、
公
共
団
体
、
工
場
な
ど

に
宣
伝
し
た
と
か
。

『
私
は
こ
の
術
を
商
売
に
す
る
の
で
な
い
か
ら
伝
授
の
た
め

に
出
張
す
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
、
さ
り
と
て
書
物
で
は
人
を
誤
あ
や
ま

る
恐
れ
が
あ
る
。
や
っ
て
み
よ
う
と
思
う
熱
心
家
が
来
れ
ば

職
工
や
徒
弟
に
実
地
を
や
ら
せ
て
見
せ
、
も
の
の
三
十
分
も

あ
れ
ば
覚
え
さ
せ
て
あ
げ
る
。

　
明
春
か
ら
は
大
道
場
を
支
障
な
き
限
り
一
般
会
合
席
の
た

め
に
無
料
で
貸
す
こ
と
に
す
る
』
と
は
こ
れ
も
十
文
字
氏
の

談

中井房五郎と出会い、体操を実践

日
刊
紙「
萬よ

ろ
ず

朝
報
」が

大
元
を
取
材
・
報
道

スペイン風邪大流行当時（大正期）の日本
出典：Bettmann Archive

写
真
の
記
事
は
デ
ジ
タ
ル
加
工
で
一
段
に
し
て
い
ま
す

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
12
月
30
日
付

十
文
字
大
元
が
自
彊
術
の
普
及
に
奔
走
し
た
当
時
の
写
真
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／
明
治
28
年
）
に
、
広
島
市
の
似に
の

島し
ま

、
下
関
市

の
彦
島
、
大
阪
市
の
桜
島
町
に
、
世
界
で
も
前

例
の
な
い
規
模
の
検
疫
所
を
つ
く
っ
て
い
た
。

当
時
、
清
国
を
中
心
に
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
、

日
本
国
内
で
も
感
染
者
が
発
生
し
て
大
き
な
問

題
に
な
っ
て
い
た
が
、
検
疫
所
は
帰
還
兵
が
日

本
国
内
に
コ
レ
ラ
を
持
ち
込
む
の
を
食
い
止
め

る
た
め
だ
っ
た
。
そ
し
て
後
藤
の
水
際
作
戦
は

み
ご
と
に
成
功
す
る
。
１
８
９
５
（
明
治
28
）
年

に
は
５
万
人
以
上
を
数
え
た
国
内
に
お
け
る
コ

レ
ラ
に
よ
る
死
者
数
は
１
年
後
に
は
数
百
人
規

模
に
ま
で
激
減
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
が
大
流
行

し
て
い
る
今
、「
令
和
の
後
藤
新
平
は
い
な
い
の

か
」
と
言
わ
れ
る
所ゆ

え
ん以

だ
が
、
そ
の
後
藤
は
、
中

井
房
五
郎
が
１
９
１
６
年
に
『
自
彊
術
』
を
出

版
し
た
と
き
、
序
文
を
書
い
て
い
る
。
ま
さ
に
、

自
彊
術
で
日
常
的
に
体
を
鍛
え
る
こ
と
の
重
要

性
を
後
藤
が
強
く
認
識
し
て
い
た
証

あ
か
し
で
あ
る
。

　

ま
た
、
１
９
２
０
（
大
正
９
）
年
に
出
版
さ

れ
た
漢
学
者
・
松
平
康や

す

国く
に

の
著
書
『
予
の
実
験

せ
る
自
彊
術
』
の
序
文
は
大
隈
重
信
が
書
い
て

い
る
が
、
同
書
に
は
、
金
門
商
会
の
道
場
が「
巣

鴨
道
場
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
巣
鴨
道
場
主
と

し
て
大
元
の
写
真
や
道
場
の
写
真
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
同
書
の
中
で
、
松
平
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

〈
十
文
字
君
は
職
工
徒
弟
に
施
し
て
見
て
、
自

彊
術
の
効
果
に
對た

い

す
る
信
念
が
益
々
確
た
し
け

く
益ま
す

々ま
す

深
く
な
つ
た
の
で
、
廣ひ
ろ

く
之
を
同
胞
に
及
ぼ
し

て
誰
も
彼
も
無
病
長
命
な
ら
し
め
た
い
と
云
ふ

衆し
ゅ
う

生
じ
ょ
う

具ぐ

濟さ
い

の
慈
悲
心
か
ら
、
午
前
中
此こ

の
道

か
れ
て
い
る
。
天
地
の
運
行
が
す
こ
や
か
で
あ
る
よ

う
に
、
君
子
も
自
ら
努
め
励
み
、
怠
る
こ
と
は
な
い
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
断
の
努
力
が
大
切
で
あ

る
と
い
う
教
え
か
ら
と
っ
た
名
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
大
元
は
、
前
述
の
記
事
に
あ
る
よ
う

に
、
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
に
自
社
工
場
が

焼
失
し
た
の
を
機
に
２
０
０
畳
敷
き
の
大
道
場

を
建
て
、
社
員
に
自
彊
術
を
実
践
さ
せ
る
と
同

時
に
、
自
彊
術
の
本
を
全
国
の
学
校
に
寄
贈
す

る
な
ど
、
広
く
社
会
へ
の
普
及
に
努
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
で
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が

大
流
行
す
る
２
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
政
治
家
で
あ
る
後

藤
新
平
も
大
隈
重
信
も
自
彊
術
を
実
践
し
、
強

く
推
奨
し
て
い
た
が
、
医
師
で
も
あ
っ
た
後
藤

は
特
に
熱
心
だ
っ
た
。

　

後
藤
は
日
清
戦
争
勃
発
の
翌
年
（
１
８
９
５

後
藤
新
平
も
大
隈
重
信
も

推
奨
し
た
自
彊
術

大元が「自彊術」と命名し
全国に普及、実施人口300万人

200余人が大道場で自彊術励行

巣鴨道場（金門商会道場）での自彊術鍛錬の様子
出典：国立国会図書館デジタルコレクション『予の実験せる自彊術』松平康国著

十文字学園で自彊術体操を指導する
十文字こと先生
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た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
後
藤
新
平
は
大
元
と
同
じ
く
、

陸
奥
国
（
東
北
）、
岩
手
県
水
沢
出
身
だ
っ
た
。

そ
し
て
大
元
は
大
隈
重
信
（
第
８
、
17
代
首
相
）

が
創
設
し
た
東
京
専
門
学
校
（
後
の
早
稲
田
大

学
）
で
自
彊
術
の
講
演
を
行
っ
て
い
た
。

　

当
時
の
日
本
を
動
か
す
リ
ー
ダ
ー
と
の
深
い

交
流
を
通
し
て
、
大
元
に
は
「
日
本
が
近
代
国

家
を
目
指
す
に
は
国
民
の
健
康
こ
そ
が
必
要

場
を
公
衆
に
開
放
す
る
こ
と
ゝ
し
、何
人
で
も
紹

介
さ
へ
あ
れ
ば
、
往ゆ

き

て
練
習
が
出
來
る
。
來
る

も
の
は
拒
ま
ず
、
往ゆ

く
者
は
追
は
ず
自
由
自
在
、

其そ
の

代
り
受
附
も
居
な
け
れ
ば
取
次
も
居
な
い
〉

【
現
代
仮
名
遣
い
版
】

「
十
文
字
君
は
、
自
彊
術
を
自
社
で
働
く
職
工

や
徒
弟
に
や
ら
せ
て
み
て
効
果
が
あ
る
と
確
信
。

自
彊
術
を
広
く
日
本
国
民
に
広
め
、
み
ん
な
に

無
病
長
命
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
す
べ
て
を
救
い
た
い
と
い
う
慈
悲
の
心

か
ら
、
午
前
中
は
自
彊
術
道
場
を
開
放
し
、
紹

介
さ
え
あ
れ
ば
、
誰
で
も
そ
こ
に
行
っ
て
練
習

で
き
る
よ
う
に
し
た
。
来
る
者
は
拒
ま
ず
、
行

く
者
は
追
わ
ず
で
、
出
入
り
は
自
由
で
、
受
付

も
い
な
け
れ
ば
取
次
も
い
な
い
」

　

ま
さ
に
、
西
洋
の
言
葉
で
は
、「
ノ
ブ
レ
ス
・

オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
」（
貴
族
が
負
う
べ
き
義
務
）
で

あ
る
。
大
元
は
私
財
を
投
じ
て
、
日
本
国
民
の

健
康
向
上
を
願
っ
て
社
会
貢
献
活
動
に
奔
走
し

だ
」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
彼
は
、
新
聞
へ
の
投
書
や
講
演
会
は
も

と
よ
り
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
、
日
本
全
国
に
向

け
た
宣
伝
普
及
活
動
を
続
け
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
そ
の
思
い
は
学
園
を
創
設
す
る
こ
と

に
も
結
び
つ
い
て
い
く
。

　

１
９
２
２
（
大
正
11
）
年
、
大
元
の
妻
・
こ

と
が
十
文
字
学
園
の
前
身
と
な
る
文
華
高
等
女

学
校
を
設
立
す
る
が
、
大
元
は
唯
一
条
件
を
つ

け
た
。
そ
れ
は
教
育
の
中
に
自
彊
術
を
取
り
入

れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
に
異
存

は
な
か
っ
た
。
こ
と
は
生
徒
た
ち
の
身
体
教
育

と
し
て
、
自
彊
術
を
取
り
入
れ
、
自
ら
先
頭
に

立
っ
て
生
徒
た
ち
に
自
彊
術
を
伝
え
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
自
彊
術
は
、
実
施
人
口
３
０
０
万

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
広
く
社
会
に
浸
透
す
る
と
同

時
に
、
誇
る
べ
き
十
文
字
学
園
の
伝
統
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

自
彊
術
は
31
の
動
作
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
が
、
硬
く
な
っ
た
関
節
を
ほ
ぐ

し
、
歪
ん
だ
骨
格
を
矯
正
す
る
こ
と
で
、

血
液
の
循
環
を
活
発
に
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。
現
在
も
日
本
各
地
で
多
く
の
人

が
実
践
し
て
い
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
が

広
が
る
中
、
そ
の
効
用
が
見
直
さ
れ
て

い
る
。

　

呼
吸
器
・
ア
レ
ル
ギ
ー
専
門
医
の
入

谷
栄
一
氏
も
日
常
生
活
に
運
動
を
取
り

入
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
、
次
の
よ
う

に
解
説
す
る
。

「
運
動
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
を
完
全
に
予
防
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
抵
抗
力
を
高
め
る
こ

と
は
可
能
で
す
。

　

金
門
商
会
の
み
な
さ
ん
は
、
日
々
自

彊
術
を
続
け
る
こ
と
で
体
を
鍛
え
、
心

肺
機
能
を
高
め
る
こ
と
で
、
ウ
イ
ル
ス

に
対
す
る
抵
抗
力
を
培
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
十
文
字
氏
は
経
営
者
と
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流
行
当
初
か
ら
手
洗

い
の
励
行
を
は
じ
め
、
職
場
の
衛
生
環

境
に
も
気
を
配
る
な
ど
の
企
業
努
力
も

し
て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
大
流
行
の
中
で
１
人

の
感
染
者
も
出
さ
な
い
と
い
う
成
果
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
同
様
で
す
。

流
行
し
て
い
る
間
は
、
ま
ず
３
密
を
避

け
、
手
洗
い
な
ど
を
励
行
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
、
常
日
頃

か
ら
規
則
正
し
い
生
活
を
送
り
、
日
常

的
に
体
を
動
か
す
こ
と
で
心
肺
機
能
を

高
め
、
抵
抗
力
を
つ
け
て
お
く
こ
と
は

非
常
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
感

染
し
て
も
無
症
状
、
あ
る
い
は
軽
い
症

状
で
す
む
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
す
」

心肺機能を高める運動を続ける大切さ

入谷栄一院長
（いりたに内科クリニック院長）

後
藤
新
平

内
務
省
衛
生
局
長
、
外
相
、
内
相
、
帝
都
復
興
院
総
裁
、

第
７
代
東
京
市
長
な
ど
を
歴
任

入
谷
栄
一
▼
呼
吸
器
・
ア
レ
ル
ギ
ー
専
門
医
。

福
島
県
生
ま
れ
。
東
京
女
子
医
科
大
学
第
一

内
科
で
研
鑽
を
積
み
、
現
在
は
、
現
代
西
洋

医
学
と
補
完
代
替
医
療
を
融
合
さ
せ
た
「
諦

め
な
い
医
療
」
を
実
践
。
共
著
書
に
『
呼
吸

器
診
療
ゴ
ー
ル
デ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』『
呼
吸

器
ベ
ー
シ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
』『
病
気
が
消
え
る

習
慣
』
な
ど
多
数
。
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村
上
住
職
は
「
十
文
字
学
園
の
中

学
・
高
校
の
生
徒
さ
ん
た
ち
が
、
毎

日
の
朝
礼
で
自
彊
術
体
操
を
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
本
当

に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
な
と
思
い
ま

し
た
」
と
言
い
、
言
葉
を
続
け
ま
す
。

「
こ
れ
は
我
々
の
修
行
で
も
言
え
る

こ
と
で
す
が
、
学が

く

道ど
う

（
悟
り
を
目
指

す
道
）
に
お
い
て
、
心
を
鍛
え
る
前

に
ま
ず
身
を
鍛
え
る
こ
と
が
大
切
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
初
期

に
永
平
寺
を
開
い
た
曹
洞
宗
の
開

祖
・
道
元
も
、
弟
子
に
聞
か
れ
た
と

き
に
、『
仏
道
に
お
け
る
修
行
で
は

ま
さ
に
卓
見
！ 『
身
を
き
た
へ

心
き
た
へ
て
』の
教
え

ま
ず
体
を
整
え
る
こ
と
が
先
だ
。
心

は
そ
の
後
に
つ
い
て
く
る
も
の
だ
』

と
答
え
て
い
ま
す
。

　
心
の
在
り
方
な
ん
て
、
目
に
見
え

な
い
も
の
を
追
う
こ
と
か
ら
始
め
て

は
い
け
な
い
。
ま
ず
体
の
仕
組
み
を

知
り
、
し
っ
か
り
し
た
生
活
を
送
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
ダ
メ
な
ん

だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
で
す
か
ら
、『
身
を
き
た
へ 

心

き
た
へ
て
　
世
の
中
に 

立
ち
て
か

ひ
あ
る
　
人
と
生
き
な
む
』
で
始
ま

る
十
文
字
学
園
の
歌
を
聞
い
た
と
き

に
は
、
な
か
な
か
の
卓
見
だ
と
感
動

し
た
も
の
で
す
」

　

村
上
住
職
は
、
公
益
社
団
法
人
の

自
彊
術
普
及
会
か
ら
資
料
を
取
り
寄

　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
大
流
行
か
ら
１
０
０
年
後
の
２
０
２
０
年
、
新
型
コ

ロ
ナ
禍
の
中
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
〈
自
彊
術
の
力
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し

い
も
の
か
を
改
め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
〉
と
発
信
し
た
人
物
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
私
の
ふ
る
さ
と
・
福
島
県
い
わ
き
市
に
あ
る
曹
洞
宗
の
お
寺

「
見
瀧
山 

醫
王
寺
」
の
村
上
徳
栄
住
職
で
す
。
村
上
住
職
は
、「
大
元
氏

の
故
郷
は
宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
で
す
が
、
東
北
地
方
で
は
今
も
自
彊
術

が
盛
ん
で
す
よ
」
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
常
磐
線
の
い
わ
き
駅
か
ら
車
で
15
分
ほ
ど
の
醫
王
寺
は
、
８
０
７

（
大
同
２
）
年
に
徳
一
大
師
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
由
緒
あ
る
お
寺
で
す
。

２
本
の
石
造
り
の
門
柱
か
ら
続
く
長
い
参
道
を
登
る
と
、
本
堂
が
見
え
て

き
ま
す
。
ま
ず
御
本
尊
様
に
お
参
り
し
た
後
、
村
上
住
職
の
お
話
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

せ
る
と
と
も
に
、
自
彊
術
の
本
を
何

冊
も
購
入
し
、
自
彊
術
を
日
々
実
践

さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

「
自
彊
術
は
ま
さ
に
全
身
運
動
で
、

し
っ
か
り
や
る
と
体
が
温
か
く
な
っ

て
ぽ
か
ぽ
か
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
を

毎
日
し
っ
か
り
と
続
け
る
こ
と
で
免

疫
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
効
用
が
世

界
的
に
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

自
彊
術
普
及
会
の
支
部
が
台
湾
や
ワ

シ
ン
ト
ン
に
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す

よ
」（
村
上
住
職
）

　

自
彊
術
の
普
及
活
動
は
戦
争
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
、
下
火
と
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
と
先
生
は

大
元
先
生
が
勧
め
た
十
文
字
学
園
で

の
自
彊
術
体
操
の
火
を
消
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
先

生
の
遺
志
を
継
い
で
十
文
字
の
自
彊

術
の
伝
統
を
守
り
抜
い
た
の
が
二
代

目
理
事
長
の
十
文
字
良
子
先
生
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
自
彊
術
と
福
島

県
は
深
い
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
良
子
先
生
は
福
島
県
福
島
市

飯
坂
町
の
出
身
で
、
衆
議
院
議
長
な

ど
を
務
め
る
な
ど
政
治
家
と
し
て
活

躍
し
た
堀
切
善
兵
衛
の
長
女
で
し
た
。

　

ま
た
、
戦
後
に
な
っ
て
自
彊
術
の

普
及
活
動
を
復
活
さ
せ
た
の
は
、
や

不
思
議
な
縁
で
結
ば
れ
た

自
彊
術
と
福
島
県

ま
ず
体
を
整
え
よ
う

心
は
そ
の
後
に
つ
い
て
く
る

見け
ん

瀧ろ
う

山ざ
ん 

醫い

王お
う

寺じ

（
福
島
県
い
わ
き
市
）

村
上
徳と

く

栄え

住
職
を
訪
ね
て

レ
ポ
ー
タ
ー
●

小
野
歩あ

ゆ

実み
（
人
間
発
達
心
理
学
科
３
年
・
福
島
県
い
わ
き
市
出
身
）
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　学科の友達のこと、就職のこと……時には
眠れなくなるほどのコロナ禍の中の不安を抱
えて村上住職さんのお話を聞かせていただい
た後、私の心の中に「何とかなる」というゆ
とりが生まれ、「目標に向かって一歩一歩挑
戦していく大切さ」を自覚できるようになり
ました。
　住職さんの人生そのものといってよい自彊
術については、取材の準備段階で見た動画か
ら〈呼吸〉がとても重要であると感じ、耳を
澄ましました。住職さんによれば、自彊術の
肝は、「しっかり全身を使って、なおかつ継
続すること」。中途半端にやっていては何も
身に付かず、「継続によって初めて自分の体
の中に落とし込むことができる」という戒め
も心に残りました。
〈まずは体を整えること。心はその後につい
てくる〉という住職さんの言葉は新鮮でした。
これからは、心機一転、常に感染に注意して、
立てた目標に一歩一歩近づいていこう──そ
んな思いにさせてくれた、私のふるさと「い
わき」での得難い体験でした。

歴史 掘発 十文字大元と自彊術体操と学園

は
り
福
島
県
と
縁
の
あ
る
医
師
の
近

藤
芳
朗
先
生
（
医
学
博
士
）
だ
っ
た
と
、

村
上
住
職
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
昭
和
40
年
代
に
な
り
、
近
藤
先
生

は
戦
前
に
あ
っ
た
巣
鴨
の
自
彊
術
道

場
で
指
導
を
し
て
い
た
久く

家げ

恒つ
ね

衛え

翁

の
主
治
医
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
久

家
先
生
の
次
女
・
広
瀬
美
和
さ
ん
に
、

近
藤
先
生
の
奥
様
・
幸
世
さ
ん
が
茶

道
を
習
い
に
行
き
、
自
彊
術
も
始
め

た
の
で
す
。
す
る
と
病
気
が
ち
だ
っ

た
幸
世
さ
ん
が
毎
日
、
自
彊
術
を
続

け
て
い
る
う
ち
に
、
み
る
み
る
健
康

に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
近
藤
先
生

自
身
も
糖
尿
病
で
苦
し
ん
で
い
た
の

で
す
が
、
自
彊
術
を
始
め
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
ま
た
驚
く
べ
き
効
果
が
あ
る
こ

と
を
実
感
。
現
在
の
自
彊
術
普
及
会

は
そ
の
近
藤
ご
夫
妻
に
よ
り
設
立
さ

れ
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
近
藤
先
生
は
新
潟
県
の

出
身
で
す
が
、
戦
後
の
一
時
期
、
福

島
県
の
無
医
村
で
医
療
に
あ
た
っ
て

い
ま
し
た
し
、
奥
様
は
十
文
字
良
子

先
生
の
出
身
地
で
あ
る
飯
坂
の
隣
の

川
俣
市
の
出
身
で
す
」（
村
上
住
職
）

　

そ
れ
に
し
て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

私
た
ち
は
ど
う
生
き
て
い
け
ば
い
い

忘
れ
て
は
な
ら
な
い

自
彊
（
自
ら
努つ
と

め
る
）
の
心

の
で
し
ょ
う
か
。
村
上
住
職
に
伺
い

ま
し
た
。

「
自
彊
と
い
う
の
は
、
自
ら
を
努
め

0

0

0

0

0

な
さ
い

0

0

0

と
い
う
意
味
で
す
。
自
分
を

深
め
、
自
分
自
身
を
自
分
で
助
け
な

さ
い
。
そ
の
た
め
に
は
よ
ほ
ど
の
自

覚
を
も
っ
て
も
の
ご
と
を
継
続
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
、
世
界
中
が
コ
ロ
ナ
禍
で
た
い

へ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
学
生
や
社
会

人
と
し
て
、
あ
る
い
は
子
や
親
と
し

て
、
ど
う
生
き
て
い
く
か
を
考
え
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
先
、
ど
う
な
る
ん
だ
ろ

う
と
不
安
に
駆
ら
れ
た
り
、
弱
気
に

な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
に
負
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

自
分
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
、
大
き

な
目
標
を
持
っ
て
、
ど
ん
な
困
難
で

あ
っ
て
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く

ん
だ
と
い
う
熱
意
で
一
歩
一
歩
実
行

し
て
い
く
根
性
を
、
自
分
の
体
に
落

と
し
込
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
」（
村
上
住
職
）

コ
ロ
ナ
禍
乗
り
越
え
、大
き
な
目
標
に
向
か
っ
て

私のふるさとの取材を終えて……

一歩一歩を着実に
小野歩実

古い歴史を感じさせる醫王寺の本堂。「醫王」
というのはお釈迦様の別名で、仏像でいうと薬
師如来（薬師瑠璃光如来）にあたります。醫王
寺にお祀りしているのは、御本尊薬師如来です

村上住職と私。御本尊様の前で

村
上
住
職
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
短
冊
色
紙
。
ご
住
職
の
号
は
「
自
彊
」。
ま
さ
に
、
こ
れ

か
ら
も
自
分
を
磨
い
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す

【村上徳栄住職プロフィール】
1950年、福島県いわき市生まれ。駒
澤大学仏教学部禅学科卒業。曹洞宗
醫王寺住職、曹洞宗准師家。大本山
永平寺元単頭職、いわき市文化協会
前理事、NHK文化センター講師（坐
禅・香道）、いわき市茶道連合会前会
長。『喜捨の友』『折りおりの法話』
など著書多数。
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私
自
身
、「
栄
養
学
に
血
肉
を
通
わ
せ

た
い
」
と
い
う
想
い
を
ず
っ
と
持
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
十
文
字
一
夫
理
事

長
や
志
村
二
三
夫
学
長
な
ど
と
お
話
し
し

て
、
十
文
字
学
園
女
子
大
学
で
「
食
文
化

コ
ー
ス
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
、
と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
で
、
家

庭
料
理
の
在
り
方
を
見
直
す
動
き
が
見
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
こ
と
で
す
。

で
も
、
私
は
な
に
よ
り
「
お
料
理
は
楽
し

く
！
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。「
コ
ロ
ナ
の
時
代
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
特
別
な
こ
と
を
や
る
必
要
は
な
い
し
、

負
担
を
感
じ
る
必
要
は
な
い
。
で
き
る
範

囲
で
や
れ
ば
い
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
は
い

ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。
お
料
理
す

る
こ
と
が
楽
し
く
な
っ
た
と
い
う
家
庭
も

あ
れ
ば
、
重
荷
に
な
っ
た
と
い
う
家
庭
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
お
い
し
い
お
料
理
を
つ

く
り
た
く
て
も
経
験
が
な
い
と
か
、
時
間

が
つ
く
れ
な
く
て
な
か
な
か
で
き
な
い
と

い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

家
庭
が
抱
え
る
現
実
に
よ
っ
て
事
情
は
異

な
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
こ
と
さ
ら
に
お

い
し
い
料
理
や
体
に
い
い
料
理
を
つ
く
ろ

う
と
が
ん
ば
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

〝
食
の
文
化
〟
と
は
、
社
会
の
問
題
、
あ

「
お
料
理
は
楽
し
く
！
」

で
き
る
範
囲
で

土 井 善
よし

晴
はる

の
お い し い も の セ ミ ナ ー

　十文字学園女子大学は、未来を見据え、人間生活学部健康栄養学科に新た
に「食文化領域」を加えて、土井善晴先生（本学特別招聘教授）にご指導いた
だくことになりました。
　2020年８月２日には、オンライン公開講座【テーマ：「むつかしくない」
料理とは】も開催、大好評を博しました。その講座の内容に、先生に改めて
お聞きしたことも加えてご紹介します。

「む つ か し く な い」料 理 と は
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る
い
は
人
の
心
の
問
題
ま
で
含
ん
だ
も
の

で
す
。
た
と
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
、

「
毎
日
毎
日
外
食
す
れ
ば
い
い
。
そ
の
ほ

う
が
ら
く
ち
ん
だ
し
、
自
分
の
好
き
な
も

の
が
食
べ
ら
れ
る
か
ら
い
い
」
と
言
う
人

が
圧
倒
的
で
し
た
し
、
料
理
す
る
時
間
が

も
っ
た
い
な
い
と
、
中
食
に
依
存
す
る
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
中

に
は
、「
料
理
な
ん
て
Ａ
Ｉ
に
任
せ
れ
ば

い
い
。
そ
ん
な
時
代
に
な
る
」
と
い
う
人

す
ら
い
ま
し
た
。
料
理
す
る
と
い
う
人
間

の
原
初
的
な
行
為
が
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ

た
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
で
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
Ａ
Ｉ
は

ご
飯
を
食
べ
な
い
ん
で
す
。
ご
飯
を
食
べ

な
い
Ａ
Ｉ
に
何
が
わ
か
る
ん
で
す
か
。
そ

ん
な
も
ん
が
つ
く
る
食
事
な
ん
て〝
エ
サ
〟

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

私
た
ち
は
、
コ
ロ
ナ
云
々
と
い
う
前
に
、

一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
の
〝
食
〟
と
は
何

か
を
考
え
、
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
や
外
食
に
依

存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
な
り
の
食
の

在
り
方
を
つ
く
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
は
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
大

学
の
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。
栄
養
学
に
、

食
文
化
を
踏
ま
え
た
人
の
心
の
問
題
も
加

味
し
て
、
こ
の
時
代
に
ど
う
食
べ
る
べ
き

か
、
ど
う
料
理
す
る
べ
き
か
と
い
う
、
新

た
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
が
非
常
に
傾
倒
し
て
い
る
人
物
の
ひ

と
り
に
、
ド
イ
ツ
出
身
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
（
１
９
０
６
～
１
９
７
５
年
）
と
い

う
女
性
の
哲
学
者
が
い
ま
す
。
彼
女
は
、

人
間
の
条
件
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
こ
と
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、「
人
間
は

地
球
に
い
て
は
じ
め
て
人
間
で
い
ら
れ

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
地
球
を
使
い
古
し
た
ら
、
宇
宙
に
行
け

ば
い
い
な
ど
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、
地

球
を
離
れ
た
人
が
、
果
た
し
て
人
間
ら
し

く
生
き
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
が

宇
宙
で
何
か
を
楽
し
め
ま
す
か
？　
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
と
つ
な
が
っ
て
バ
ー
チ
ャ
ル

な
体
験
？　
で
も
そ
れ
は
、
地
球
で
の
体

験
の
思
い
出
を
も
と
に
し
た
疑
似
体
験
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
地
球
と
い
う

環
境
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
の
地
球
で
の
経

験
を
も
と
に
生
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
地
球
な
く
し
て
人
間
の
存
在
は
あ
り
得

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
も
自

然
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
彼
女
が
挙
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
人
間
の

条
件
は
「
労
働
」
で
す
。
か
つ
て
、
人
々

女
性
哲
学
者
の
金
言

考
え
て
み
た
い
「
労
働
の
条
件
」

は
仕
事
と
労
働
を
別
の
も
の
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
形
の
あ
る
も
の
を
つ
く
る
の
は

仕
事
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
洋
服
を
着

替
え
る
、
体
を
き
れ
い
に
す
る
、
掃
除
を

す
る
、
料
理
を
す
る
な
ど
と
い
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
家
事
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
も
の

だ
と
し
て
、
使
用
人
に
や
ら
せ
れ
ば
い
い

労
働
だ
と
軽
視
し
て
い
ま
し
た
。

　
情
け
な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？　
特
に

料
理
は
人
が
生
き
る
う
え
で
大
切
な
〝
う

る
お
い
〟
を
生
み
出
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
生
産
性
の
な
い
も
の
と
さ
れ
、

男
性
中
心
の
権
威
社
会
が
形
づ
く
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
大
半
の
人
は
労
働
と
い
う
行

為
な
く
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
糧か
て
を
得

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
労
働
と
食
べ
る

と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ

ン
ト
は
、「
労
働
」
も
人
間
の
条
件
だ
と

し
て
い
る
の
で
す
。

　
一
方
、
人
間
は
何
を
食
べ
て
き
た
か
と

い
う
歴
史
の
本
も
あ
り
ま
す
。
最
近
で
も

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ

リ
が
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

た
と
え
ば
香
辛
料
は
大
航
海
時
代
の
到
来

に
よ
っ
て
豊
か
な
国
の
も
と
に
集
ま
り
、

世
界
の
経
済
と
連
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
大
き
な
不
幸
を
生

み
ま
す
。
香
辛
料
を
獲
得
す
る
た
め
の
方

法
と
し
て
幾
度
も
大
き
な
戦
争
も
起
き
た

の
で
す
。

　
そ
ん
な
歴
史
の
中
で
、
家
事
を
担
う
女

栄
養
学
に
こ
め
る
「
食
文
化
」
の
心

３密を避けながら行われたオンライン公開講座の収録風景。
収録と同時に、動画が発信された

【土井善晴氏プロフィール】
　おいしいもの研究所代表、料理研究家。十文字学園
女子大学特別招聘教授。
　1957年、大阪府出身。和食文化を未来につなぐため
に「和食の初期化」、「持続可能な家庭料理のスタイル」
を提案。「ラジオ深夜便」「きょうの料理」（NHK）、「お
かずのクッキング」（テレビ朝日）、「プレバト！」（TBS）
などに出演。近著に『一汁一菜でよいという提案』（グ
ラフィック社）他多数。
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め
に
も
、
女
性
の
視
点
か
ら
、
人
間
の
健

康
を
ベ
ー
ス
に
据
え
た
新
た
な
食
文
化
を

つ
く
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
、「
何
が
食
べ
ら
れ
る
か
」「
何

を
食
べ
る
べ
き
か
」「
何
を
食
べ
た
い
か
」

と
い
う
３
つ
の
質
問
を
み
な
さ
ん
に
投
げ

「
何
を
食
べ
る
べ
き
か
…
…
」

投
げ
か
け
ら
れ
た
３
つ
の
質
問

性
の
視
点
で
〝
食
〟
が
語
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も

少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　
今
は
男
性
も
料
理
を
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
社
会
が
変
わ
っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
し
、料
理
が
、私

た
ち
の
生
活
に
必
要
な
〝
や
す
ら
ぎ
〟
を

つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
で
も
黙
っ
て
い
た
ら
、
男
性
の
多
く
は

「
女
性
が
や
っ
て
く
れ
る
か
な
」
と
甘
え

続
け
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
許
さ
な
い
た

か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
に
投
げ
か

け
ら
れ
た
大
き
な
問
い
で
す
。
何
が
食
べ

ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
食

の
安
全
が
第
一
で
す
。
安
心
安
全
な
も
の
、

で
き
た
ら
自
然
の
も
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。

何
を
食
べ
る
べ
き
か
。
安
全
の
次
は
、
や

は
り
栄
養
価
値
の
あ
る
も
の
、
食
べ
た
ら

元
気
に
な
る
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
何
を
食
べ
た
い
か
。
こ
れ
ま
で

日
本
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
諸
国
で
は
、

あ
れ
を
食
べ
た
い
、
こ
れ
を
食
べ
た
い
と
、

わ
が
ま
ま
言
い
放
題
で
し
た
。
そ
れ
が
許

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、
お
い
し

さ
を
求
め
る
の
は
、
人
間
の
脳
が
快
楽
を

求
め
る
結
果
で
す
か
ら
、
仕
方
の
な
い
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
せ
い
で
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
り
、
生
活
習
慣
病

に
な
っ
た
り
す
る
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

で
も
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
今
こ
そ
立
ち
止
ま
っ
て
考
え

る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
料
理
を
つ
く
る
の
は
た
い
へ
ん
な
こ
と

で
す
。
実
際
、
自
分
が
食
べ
る
た
め
に
、

あ
れ
こ
れ
考
え
て
つ
く
る
人
な
ん
て
い
な

い
で
し
ょ
う
。
誰
か
の
た
め
を
想
い
、
誰

か
の
た
め
に
つ
く
る
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い

ろ
考
え
、
手
間
暇
か
け
る
の
で
は
？　
そ

れ
が
人
情
と
い
う
も
の
で
す
。

　
ま
た
そ
の
時
、
あ
れ
こ
れ
食
材
も
吟
味

す
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
パ
プ
リ
カ
は
き
れ

い
な
赤
だ
か
ら
お
い
し
そ
う
だ
。
こ
の
ナ

ス
は
み
ず
み
ず
し
く
て
お
い
し
そ
う
だ

…
…
な
ど
と
。
そ
う
、
無
意
識
の
う
ち
に

自
然
と
対
話
し
て
い
る
の
で
す
。
春
に
な

る
と
緑
が
芽
吹
き
、
さ
わ
や
か
な
風
が
吹

い
て
い
る
…
…
。
も
ち
ろ
ん
自
然
は
絶
対

に
同
じ
顔
を
見
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

時
々
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
食
材

も
同
じ
で
す
。

誰
か
の
た
め
だ
か
ら
…
…

そ
れ
が
料
理
の
原
点

さ
ら
ば
男
性
優
位
の
甘
え
社
会

　

ご
は
ん
を
炊
い
て
、
具ぐ

だ
く

さ
ん
の
味
噌
汁
を
つ
く
る
。
こ

れ
だ
っ
た
ら
料
理
の
上
手
下
手

も
な
い
し
、
男
女
の
違
い
も
な

い
し
、
ひ
と
り
分
か
ら
で
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
い
い

こ
と
だ
ら
け
で
す
。

　

そ
も
そ
も
和
食
の
身し
ん

上じ
ょ
うは

素

材
を
活
か
す
こ
と
。
素
材
の
持

ち
味
を
引
き
出
す
に
は
シ
ン
プ

ル
な
料
理
が
い
ち
ば
ん
で
す
。

家
庭
料
理
は
手
を
か
け
な
い
こ

と
が
お
い
し
さ
に
つ
な
が
る
の

で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
野
菜
の
泥
を
洗

い
、
食
べ
や
す
く
切
っ
て
、
火

を
入
れ
る
。
こ
れ
は
手
間
で
は

な
く
基
本
的
な
当
た
り
前
の
調

理
。
こ
こ
は
て
い
ね
い
に
す
る
。

で
も
、
そ
れ
以
上
に
手
を
か
け

る
必
要
が
な
い
の
が
一
汁
一
菜

で
す
。
一
汁
一
菜
の
す
ご
い
と

こ
ろ
は
、
毎
日
食
べ
て
も
食
べ

飽
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
素
材
が
季

節
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上

に
、
ご
は
ん
も
味
噌
汁
も
漬
物

も
、
ど
れ
も
人
間
が
意
図
し
て

つ
け
た
味
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

　

ご
は
ん
は
米
を
研と

い
で
水
加

減
し
て
炊
い
た
だ
け
。
味
噌
も

微
生
物
が
つ
く
り
出
し
た
も
の

で
、
具
の
季
節
の
素
材
も
自
然

が
育
ん
だ
も
の
。

　

自
然
の
ま
ま
だ
か
ら
、
ふ
た

つ
と
同
じ
も
の
が
な
い
。
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す
る
。
そ
れ

が
、
人
間
の
感
性
の
中
に
も
あ

る
自
然
と
も
な
じ
ん
で
、
心
地

良
く
感
じ
る
の
で
す
。
た
と
え

ば
、
味
噌
汁
ひ
と
椀
の
中
の
変

化
い
う
の
は
も
の
す
ご
い
で
す

よ
。
す
ご
く
お
い
し
い
日
も
あ

れ
ば
ふ
つ
う
の
日
も
あ
る
。

「
今
日
は
こ
ん
な
味
が
し
た
」

「
今
日
は
昨
日
と
は
違
う
ね
」と
、

自
然
の
風
景
を
眺
め
る
よ
う
に
、

味
噌
汁
を
味
わ
っ
て
み
る
と
よ

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【この日の味噌汁の材料】
・夏野菜（人参、なす、きゅうり、かぼ

ちゃ、みょうが、トマト：お椀に１杯）
・卵（１個）
・昆布（およそ５センチ角）
・煮干し（２尾）
・水（お椀に0.7杯ほど）
・味噌、醤油（適量）

かけがえのない味──

具だくさん味噌汁
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自
体
が
ダ
メ
な
ん
で
す
。
お
い
し
い
も
の

を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
と

必
ず
間
違
い
が
起
き
、
不
幸
を
生
ん
で
し

ま
い
ま
す
。

　
自
分
と
家
族
を
守
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、

何
も
そ
ん
な
に
む
つ
か
し
く
考
え
な
く
て

も
い
い
の
で
す
。
心
の
置
き
場
、
基
本
と

な
る
形
さ
え
も
っ
て
い
れ
ば
、
も
う
食
事

づ
く
り
に
悩
む
こ
と
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
原
点
と
な
る
の
が
和
食
で
あ
り
、

一
汁
一
菜
で
す
。

　
そ
も
そ
も
、
ま
ず
い
も
の
は
つ
く
り
よ

う
が
な
い
の
が
、
四
季
折
々
の
食
材
を
活

か
し
て
つ
く
る
和
食
で
す
。
そ
の
ベ
ー
ス

は
、
ご
は
ん
に
汁
（
味
噌
汁
）
と
菜
（
お

か
ず
）
を
合
わ
せ
た
「
一い
ち

汁じ
ゅ
う

一い
っ

菜さ
い

」
で
す
。

ま
た
、
こ
の
一
汁
一
菜
は
別
々
に
つ
く
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
季
節
の
素
材
を
ふ

一
汁
一
菜
を
ベ
ー
ス
に

家
庭
料
理
を
組
み
立
て
よ
う

人
で
す
。
新
し
い
食
文
化
を
つ
く
っ
て
い

く
う
え
で
、
い
か
に
自
然
と
一
体
に
な
っ

て
い
く
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
世
間
で
「
家
庭
料
理
を
見
直
そ
う
」
と

い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実

で
す
。
し
か
し
私
は
、
無
理
す
る
こ
と
は

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
食
」
と
は
人

が
生
き
る
た
め
の
基
本
と
な
る
行
為
な
の

に
、
何
か
に
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
義
務
感

で
料
理
し
て
い
る
と
し
た
ら
辛
い
で
す
よ

ね
。
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
辛
い
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
し
、
そ
ん
な
こ
と
に
な

れ
ば
家
族
が
楽
し
く
過
ご
せ
る
は
ず
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　
食
事
を
日
常
的
に
楽
し
む
と
い
う
発
想

無
理
を
し
て
も
続
き
ま
せ
ん

で
き
る
範
囲
で
や
れ
ば
い
い

　
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
人
間
は

地
球
に
い
て
は
じ
め
て
人
間
で
い
ら
れ

る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
「
人
間

も
自
然
の
一
部
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
旬
の
食
材
が
お

い
し
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
選

ん
で
食
べ
る
か
ら
飽
き
る
こ
と
が
な
い
の

で
す
。

　
昨
日
は
雨
が
降
っ
た
。
今
日
は
晴
れ
た
。

そ
れ
だ
け
で
も
食
べ
た
い
も
の
が
全
然
違

っ
て
き
ま
す
。

　
昨
日
は
寒
か
っ
た
か
ら
煮
込
ん
だ
も
の

を
食
べ
た
。
だ
か
ら
今
日
は
軽
い
も
の
。

そ
う
だ
、
サ
ラ
ダ
を
つ
く
ろ
う
な
ど
と
、

そ
の
日
の
状
況
に
応
じ
て
、
つ
く
り
た
い

も
の
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
食
文
化
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
つ
く
る

ん
だ
ん
に
入
れ
た
〝
具
だ
く
さ
ん
の
味
噌

汁
〟
を
つ
く
れ
ば
い
い
の
で
す
。

　
季
節
の
野
菜
か
ら
は
お
い
し
い
ダ
シ

0

0

が

出
ま
す
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
出
し
汁
を
つ
く

る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
栄
養
満
点
で

す
。
タ
ン
パ
ク
質
が
欲
し
い
な
と
思
っ
た

ら
、
卵
や
鶏
肉
、
豚
肉
、
つ
み
れ
な
ど
を

入
れ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
お
相
撲
さ
ん

が
つ
く
る
チ
ャ
ン
コ
鍋
と
同
じ
発
想
で
す
。

　
私
た
ち
は
八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
々
が
住
む
豊
か

な
自
然
の
中
で
暮
ら
し
、
季
節
ご
と
の
食

材
の
中
に
も
神
を
見
出
し
て
、
地
球
の
自

然
と
一
体
と
な
れ
る
一
汁
一
菜
と
い
う
万

能
の
食
事
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
上
げ
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
頼
り
に
し
て
い
け
ば
絶

対
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
汁
一
菜
を
基
本
に
、
コ
ン
ビ
ニ
に
依

存
し
な
い
、
外
食
に
依
存
し
な
い
、
中
食

に
依
存
し
な
い
と
い
う
、
自
立
し
た
食
生

活
を
送
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
健
康
に
な
る

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

自
然
と
一
体
に
な
っ
た
食
文
化
を
！

軽妙に解説をしながら、旬の野菜などを
手早く料理する土井先生

栃
木
県
日
光
市
出
身
。
日
本
女
子
大
学
を
卒
業
後
、
同
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
、
学
術
博
士
（
日
本
女

子
大
学
）
を
取
得
。
２
０
０
２
年
本
学
人
間
生
活
学
部
食
物
栄
養
学
科
助
教
授
に
着
任
、
２
０
１
０
年
本
学

大
学
院
開
設
に
よ
り
兼
担
、２
０
１
１
年
教
授
、２
０
２
０
年
本
学
健
康
栄
養
学
科
教
授
と
な
り
現
在
に
至
る
。

名
倉
秀
子
（
人
間
生
活
学
部
健
康
栄
養
学
科
教
授
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

動
画
を
視
聴
さ
れ
て
い
る
方
が
、
ご
家
族
、
お
友
達
や
関
係
の
方
々
と
い
き
い
き
と

生
活
で
き
る
よ
う
、
自
然
を
感
じ
な
が
ら
難
し
く
な
い
料
理
を
ニ
コ
ニ
コ
と
作
り
、

毎
日
を
豊
か
に
生
活
し
て
頂
き
た
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
講
義
で

し
た
。
２
０
２
０
年
４
月
に
新
設
さ
れ
た
『
健
康
栄
養
学
科 

食
文
化
コ
ー
ス
』
の
立

ち
上
げ
に
ふ
さ
わ
し
い
公
開
講
座
と
な
り
ま
し
た
。
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筝
曲
部
は
、
山
田
流
家
元
二
世
の
宮み
や
下し
た

秀し
ゅ
う
冽れ
つ

（
本
名
：
落

合
た
づ
子
）
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
で
活
動
し
て
い
ま
す
が
、

実
は
、
宮
下
先
生
も
十
文
字
中
学
・
高
校
の
卒
業
生
（
１
９

６
５
年
卒
）。
そ
の
宮
下
先
生
は
、
生
徒
た
ち
に
こ
う
教
え
て

い
ま
す
。

「
学
生
な
の
だ
か
ら
、
ま
ず
勉
強
を
し
な
さ
い
。
そ
し
て
、

少
し
気
持
ち
を
休
め
た
い
と
き
に
お
琴
に
触
れ
な
さ
い
。
そ

う
す
れ
ば
、
精
神
が
休
ま
る
し
、
音
楽
に
触
れ
る
こ
と
で
人

間
と
し
て
成
長
で
き
ま
す
よ
」

　
宮
下
先
生
の
指
導
を
受
け
て
い
る
神か
み

谷や

莉り

花か

さ
ん
（
高
２

年
松
組
・
筝
曲
部
部
長
）
は
、
目
標
だ
っ
た
「
奥お
く

伝で
ん

」（
修
業
の

半
ば
で
師
か
ら
受
け
る
伝
授
）
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
し
、

「
日
本
文
化
に
触
れ
る
の
は
と
て
も
楽
し
い
」
と
言
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
思
う
よ
う
に
集
ま
れ
な
い
時
期
も
あ
り
ま
し

た
が
、
宮
下
秀
冽
先
生
は
糸い
と
譜ふ

（
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
琴
の

楽
譜
）
を
五
線
譜
に
写
し
直
す
と
い
う
課
題
を
部
員
た
ち
に

挑
戦
さ
せ
ま
し
た
。
顧
問
の
大
塚
真
代
先
生
は
言
い
ま
す
。

「
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
に
和
楽
器
を
取
り
入
れ
る

創
造
的
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
五
線
譜
に
写
し
直
す

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
琴
の
す
ば
ら
し
さ
を
若
い
人

た
ち
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
糸
口
に
な
る
と
思
い
ま
す
」

　
十
文
字
中
学
・
高
校
の
筝
曲
部
は
、
今
も
進
化
を
続
け
て

い
る
の
で
す
。

　

日
本
の
伝
統
文
化
な
ど
を
た
し
な
み
、
創
造
的
で
、
個
性
的
な
心
を
養
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
の
建
て
替
え
を
機
に
、
多
目
的
施
設
と
し
て
こ
の
和
室
を
開
設
し
ま
し
た
。
様
々

な
部
活
動
の
場
と
し
て
、
ま
た
合
宿
や
イ
ベ
ン
ト
の
場
と
し
て
、
生
徒
の
皆
さ
ん
が
凛
と
し
て
伸
び

伸
び
と
活
動
で
き
る
よ
う
に
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
し
ま
し
た
。
板
ふ
す
ま
を
使
う
と
６
分
割
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

大
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
、
十
文
字
の
情
操
教
育
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

凛り
ん

と
し
て
情
操
を
養
う
場
に�

十
文
字
一
夫
理
事
長

筝そ
う

曲
き
ょ
く

部ぶ

巣鴨
発！

日
本
の
心
を

日
本
の
心
を指導者は十文字の大先輩

「「
１
０
３

１
０
３
畳
和
畳
和
室室
」」
でで
育
む
育
む

中央左が指導者の宮下秀冽先生、右が顧問の大塚真代先生、
前列左が部長の神谷莉花さん
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茶
道
部
は
、
月
２
回
、
土
曜
日
に
榎
本
宗そ
う
白は
く
先
生
（
裏
千

家
）
の
指
導
の
も
と
で
、
楽
し
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
榎
本
宗
白
先
生
は
、
４
年
前
か
ら
茶
道
部
の
指
導
に
あ
た

っ
て
お
り
、「
お
茶
の
作
法
は
日
常
生
活
に
お
け
る
作
法
に

も
通
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
日
本
を
担
っ
て
い
く
中
高
生
に
は
、

茶
道
を
通
じ
て
内
面
を
磨
き
、
国
際
的
に
通
用
す
る
礼
儀
作

法
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
り
ま
す
。

　
部
活
動
で
は
、
盆ぼ
ん

略り
ゃ
く

点た
て

前ま
え

、
運
び
薄
茶
（
風ふ
う

炉ろ

・
炉
）、

茶
箱
手
前
な
ど
の
基
本
を
学
び
ま
す
が
、
部
長
を
務
め
る
舩ふ
な

津つ

心こ

こ々

菜な

さ
ん
（
高
３
年
萩
組
）
は
、「
茶
道
の
ふ
る
ま
い
は

か
っ
こ
い
い
」
と
言
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
で
中
断
し
て
い
た
部
活
動
も
９
月
に
は
再
開
、

「
み
ん
な
の
意
見
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
毎
回
の
活
動
を
大
切

に
し
た
い
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
十
文
字
学
園
の
創
立
者
で
あ
る
十
文
字
こ
と
先
生
が
た
し

な
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
。

　
部
長
を
務
め
る
安や
す

田だ

彩あ
や

花か

さ
ん
（
中
３
年
梅
組
）
は
こ
う

言
い
ま
す
。

「
舞
っ
て
い
る
と
と
て
も
楽
し
い
し
、
コ
ー
チ
の
指
導
で
型

を
き
ち
ん
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
達
成
感
は
格
別

で
す
。
こ
の
楽
し
さ
を
も
っ
と
み
ん
な
に
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
」

　
水
道
橋
の
宝
生
能
楽
堂
で
行
わ
れ
る
年
２
回
の
自
演
会
で

は
、
参
加
大
学
の
能
楽
部
と
も
交
流
で
き
、
そ
れ
も
貴
重
な

体
験
だ
と
言
い
ま
す
。

　
コ
ー
チ
の
土
屋
周
子
先
生
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
能
楽

部
の
部
員
は
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
究
極
の
日
本

美
〝
能
〟
に
出
会
い
ま
せ
ん
か
？

　
部
長
の
熊く
ま

倉く
ら

希き

恵え

さ
ん
（
高
２
年
梅
組
）
は
、
高
１
の
と

き
に
テ
レ
ビ
で
生
け
花
の
番
組
を
見
た
の
が
き
っ
か
け
で
入

部
し
ま
し
た
。

「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
な
、
と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
。
や
っ

て
み
る
と
、
本
当
に
楽
し
か
っ
た
ん
で
す
」（
熊
倉
さ
ん
）

　
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
榎え
の

本も
と

紅こ
う

萩し
ゅ
う

先
生
（
草
月
会
埼
玉
県

支
部
長
）
は
、「
華
道
を
通
じ
て
日
本
の
四
季
に
触
れ
、
楽
し

み
な
が
ら
自
分
の
世
界
を
広
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
が
心
の
涵か
ん
養よ
う
に
つ
な
が
る
の
で
す
」
と
言
い
ま
す
。

　
部
員
の
中
に
は
、
お
母
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
剣け
ん
山ざ
ん
や

花
籠
を
譲
り
受
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
世
代
を
超
え
た
会

話
が
広
が
っ
た
と
い
う
生
徒
も
い
る
そ
う
で
す
。

　
顧
問
の
片
岡
純
子
先
生
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
受
け
な
が
ら
、

本
館
の
家
庭
科
モ
ー
ル
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

（取材・本望千尋）

能の
う

楽が
く

部ぶ

華か

道ど
う

草そ
う

月げ
つ

流
り
ゅ
う

部ぶ

学園創立時から続く

世界に通用する
礼儀作法を！

四季を感じながら
成長できる

茶さ

道ど
う

部ぶ

中央右が指導者榎本宗白先生、２列目右が顧問の長嶋未央子先生、
中央左が部長の舩津心々菜さん

左から２人目が指導者の土屋周子先生、右から２人目が顧問の
山之内英明先生、左から３人目が部長の安田彩花さん

左から２人目が指導者の榎本紅萩先生、
右から２人目が部長の熊倉希恵さん



18

注
目
を
浴
び
て
い
る
と
の
こ
と
。
紀
伊
國
屋
じ

ん
ぶ
ん
大
賞
で
は
著
名
な
作
家
を
押
さ
え
て
の

受
賞
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

や
り
ま
し
た
！
（
笑
）

─
─
一
気
に
メ
デ
ィ
ア
へ
の
露
出
も
増
え
ま
し

た
。
先
生
が
連
載
中
の
『
週
刊
文
春
』〈
心
は

つ
ら
い
よ
〉
で
も
触
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
、
先
生
は
国
民
的
ア
イ
ド
ル
と
言
わ
れ
る
ジ

ャ
ニ
ー
ズ
の
フ
ァ
ン
だ
そ
う
で
。

確
か
に
好
き
で
す
が「
熱
烈
な
フ
ァ
ン
」

と
い
う
の
で
は
な
く
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
好
き

な
ん
で
す
ね
。
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
に
関
し
て
は
、
キ

ラ
キ
ラ
と
し
た
表
の
面
と
、
時
々
ス
ク
ー
プ
さ

れ
る
傷
つ
い
た
裏
の
面
が
あ
っ
て
、
人
が
生
き

て
い
く
の
が
い
か
に
た
い
へ
ん
か
、
と
い
う
事

を
思
っ
て
心
が
と
き
め
い
て
し
ま
う
ん
で
す
。

─
─
で
は
、
ご
自
身
の
研
究
に
関
連
付
け
て
、

そ
こ
に
惹
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
す
。
日
本
で
は
表
は
顔
、
裏
は

心
と
い
う
対
応
が
あ
っ
て
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が

東
畑

東
畑

東
畑

─
─
こ
の
度
は
、
著
書
『
居
る
の
は
つ
ら
い
よ
』

で
、
第
19
回
大
佛
次
郎
論
壇
賞
・
第
10
回
紀
伊

國
屋
じ
ん
ぶ
ん
大
賞
受
賞
、
誠
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

─
─
私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
佛
次
郎
論

壇
賞
は
若
い
受
賞
者
が
少
な
い
中
で
の
快
挙
で

人
が
生
き
て
い
く
た
い
へ
ん
さ

東
畑

東と
う

畑は
た

開か
い

人と

准
教
授

教
育
人
文
学
部
心
理
学
科

　
臨
床
心
理
学
・
医
療
人
類
学
専
攻
の
准
教
授
と
し
て
本
学
で
講
義
の
傍
ら
、
社
会
に

向
け
て
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
東
畑
開
人
先
生
が
、
こ
の
ほ
ど
『
居
る
の
は
つ
ら
い

よ
』
で
大お
さ

佛ら
ぎ

次
郎
論
壇
賞
・
紀
伊
國
屋
じ
ん
ぶ
ん
大
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。『
週
刊
文

春
』
で
は
エ
ッ
セ
ー
「
心
は
つ
ら
い
よ
」
を
連
載
中
。
朝
日
新
聞
『
社
会
季
評
』（
２

０
２
０
年
６
月
18
日
）、
毎
日
新
聞
『
緊
急
事
態
を
生
き
る
』
に
も
コ
メ
ン
ト
を
通
し
て

コ
ロ
ナ
禍
に
揺
れ
る
社
会
の
あ
り
よ
う
を
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
文
字
の
学
生
の
飾

ら
な
い
優
し
さ
を
評
価
し
て
や
ま
な
い
、
若
き
研
究
者
東
畑
先
生
に
聞
き
ま
し
た
。

新座
発！

研
究
の

＝
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
＝

１
９
８
３
年
、
東
京
都
出
身
。
京
都
大
学
教
育
学
研
究
科
臨
床
教

育
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
（
教
育
学
博
士
）。
２
０
１
４
年
９
月
、

十
文
字
学
園
女
子
大
学
専
任
講
師
に
着
任
、
２
０
１
９
年
４
月
、

准
教
授
と
な
り
現
在
に
至
る
。
臨
床
心
理
士
（
２
０
０
８
年
）・

公
認
心
理
士
（
２
０
１
９
年
）

コ
ロ
ナ
は

コ
ロ
ナ
は

友
と
つ
な
が
る
大
切
さ
を

友
と
つ
な
が
る
大
切
さ
を

教
え
て
く
れ
た

教
え
て
く
れ
た

大佛次郎論壇賞・
紀伊國屋じんぶん大賞

受賞！W
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出
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
心
が
表
出
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
学
説
で
す
。

─
─
な
る
ほ
ど
！　

納
得
で
す
。

　

東
畑
先
生
は
京
都
大
学
・
大
学
院
の
教
育
学

部
で
心
理
学
を
修
め
ら
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
心
理

学
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

心
理
学
を
専
攻
す
る
方
の
共
通
点
と
し

て
、
調
子
よ
く
い
っ
て
い
な
い
だ
と
か
、
周
り

と
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
な
じ
め
て
い
な
い
な

ど
と
い
う
人
が
「
心
」
に
興
味
を
持
つ
人
が
多

い
。
私
が
通
っ
た
高
校
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
で
、

様
々
な
体
験
を
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
高
校
時

代
の
倫
理
学
の
教
師
は
修
道
士
だ
っ
た
の
で
す

が
、
心
理
学
者
ユ
ン
グ
─
─
こ
の
人
も
牧
師
の

息
子
で
あ
り
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
反
逆
し
ま

す
─
─
を
講
義
し
、
そ
の
後
修
道
士
を
辞
め
て

家
庭
を
持
っ
た
の
で
す
。
ユ
ン
グ
が
「
自
分
の

知
ら
な
い
自
分
が
い
る
」
と
語
っ
た
こ
と
を
聞

き
、
私
は
心
を
撃
ち
抜
か
れ
ま
し
た
ね
。
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
し
て
ユ
ン
グ
に
興
味
を
持
ち
、

ユ
ン
グ
な
ら
ば
京
都
大
学
の
河
合
隼
雄
先
生
だ
、

と
い
う
こ
と
で
京
都
大
学
へ
進
学
し
ま
し
た
。

─
─
先
生
は
京
都
で
博
士
学
位
を
取
ら
れ
て
か

ら
、
著
書
『
野
の
医
者
は
笑
う
』『
居
る
の
は

つ
ら
い
よ
』
に
も
詳
し
く
あ
る
よ
う
に
、
沖
縄

へ
赴
任
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
、
テ
ン
ポ
よ
く
洒

自
分
の
知
ら
な
い
自
分
が
い
る

東
畑

脱
な
文
体
に
爆
笑
し
な
が
ら
拝
読
し
ま
し
た
。

沖
縄
時
代
は
、
先
生
に
と
っ
て
実
際
ど
の
よ
う

な
時
間
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

「
遅
い
青
春
」
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は

ガ
チ
ガ
チ
の
勉
強
マ
シ
ン
で
し
た
が
、
何
の
し

が
ら
み
も
な
い
沖
縄
へ
行
っ
て
「
孤
児
」
の
よ

う
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
現
実
を

知
り
、
死
ぬ
ほ
ど
辛
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
か

ら
思
え
ば
「
元
を
取
っ
た
」
時
期
で
す
。
そ
の

体
験
を
書
い
た
本
で
賞
を
い
た
だ
け
た
の
で
。

転
ん
で
も
タ
ダ
で
は
起
き
な
い
、
こ
れ
は
人
生

で
重
要
な
こ
と
で
す
（
笑
）。

─
─
十
文
字
学
園
へ
は
公
募
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
と
伺
い
ま
し
た
。

本
当
に
、
全
く
何
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
も
ご
縁
で
す
ね
。

─
─
模
擬
授
業
で
心
理
学
科
の
先
生
方
を
爆
笑

さ
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
野
の
医
者
は
笑
う 

心
の
治
療
と
は
何
か
？
』
に
あ
り
ま
す
。

─
─
東
畑
先
生
、
今
回
受
賞
さ
れ
た
『
居
る
の

は
つ
ら
い
よ
』
に
つ
き
ま
し
て
、
読
者
へ
伝
え

た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
本
が
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

は
、
今
さ
か
ん
に
言
わ
れ
て
い
る
「
自
立
」「
自

己
責
任
」
と
真
逆
の
「
依
存
の
価
値
」
を
テ
ー

東
畑

東
畑ケ

ア
の
本
質
は
「
傷
つ
け
な
い
こ
と
」

東
畑

マ
に
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
ケ
ア
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
す
ね
。

ケ
ア
の
本
質
と
は
「
傷
つ
け
な
い
」
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
本
は
、
実
は
十
文
字

学
園
へ
来
て
か
ら
書
き
始
め
た
の
で
す
。
こ
の

学
校
は
先
生
た
ち
の
学
生
へ
対
す
る
面
倒
見
が

す
ご
く
良
い
な
、
と
。
つ
ま
り
ケ
ア
が
で
き
て

い
る
。
最
初
は
（
も
う
大
学
生
な
ん
だ
か
ら
、
ほ

っ
と
け
ば
良
い
の
に
）
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。

で
も
、
沖
縄
の
体
験
と
十
文
字
の
体
験
と
が
重

ね
合
わ
さ
っ
て
、
ケ
ア
っ
て
大
事
だ
な
と
思
い

ま
し
た
。
今
後
、
十
文
字
で
の
こ
と
も
書
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
─
受
賞
さ
れ
て
か
ら
、
ご
自
分
の
中
で
何
か

変
化
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

か
な
り
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
臨
床
の
仕

東
畑

事
と
い
う
の
は
、
結
果
が
分
か
り
に
く
い
部
分

が
あ
る
ん
で
す
。
臨
床
心
理
学
は
サ
イ
エ
ン
ス

と
し
て
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ハ
ッ

キ
リ
し
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
賞
を
頂
い
た
こ
と
は
、
自
信
が
つ
き
ま
し

た
。
人
間
、
た
ま
に
は
褒
め
て
も
ら
わ
な
い
と

心
が
折
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

─
─
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
の
中
で
、
メ
ン
タ
ル
不

調
を
引
き
起
こ
す
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

不
安
の
多
い
時
代
に
ど
の
よ
う
に
心
の
対
処
を

し
て
、
乗
り
切
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？　

ご
教

示
く
だ
さ
い
。

友
達
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
い
か
に

「
密
」
を
避
け
る
か
と
い
う
ご
時
世
で
す
が
、

や
は
り
１
人
で
不
安
に
な
る
と
、
リ
ス
ク
が
よ

り
不
安
に
な
っ
て
き
て
、
ま
す
ま
す
１
人
に
な

っ
て
し
ま
う
。
友
達
と
つ
な
が
る
こ
と
が
と
て

も
大
事
で
、
コ
ロ
ナ
は
僕
ら
に
友
達
の
大
事
さ

を
逆
に
教
え
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
現
代
の
臨
床
心
理

学
に
お
け
る
ケ
ア
の
理
論
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。

─
─
最
後
に
、
十
文
字
学
園
女
子
大
学
の
学
生

へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

十
文
字
の
学
生
た
ち
は
、
人
を
傷
つ
け

な
い
こ
と
を
心
掛
け
て
い
て
、
優
し
い
人
が
多

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
女
た
ち

へ
は
「
こ
ん
な
優
し
い
人
た
ち
に
出
会
っ
た
の

は
初
め
て
」
と
伝
え
た
い
で
す
。

東
畑

東
畑

池い
け

間ま

里り

代よ

子こ 

本
学
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
教
授

（
中
国
語
、中
国
文
学
文
化
専
攻
）

聞
き
手

ゼミ生を指導する東畑准教授
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十
文
字
学
園
在
学
中
の
私
は
マ

ン
ド
リ
ン
部
に
所
属
し
、
最
後
は

指
揮
者
を
担
当
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
当
時
は
メ
ン
バ
ー
を
集
め

る
の
も
た
い
へ
ん
な
状
況
で
し
た

が
、
な
ん
と
か
よ
い
活
動
を
し
よ

う
と
知
恵
を
絞
り
、
十
文
字
ら
し

い
伝
統
を
後
輩
た
ち
に
伝
え
た
い

と
が
ん
ば
り
ま
し
た
。

　

と
き
に
は
孤
独
を
味
わ
っ
た
り
、

ぶ
つ
か
り
合
っ
た
り
も
し
ま
し
た

が
、最
後
は
部
員
み
ん
な
と
わ
か
り

合
い
、
認
め
合
え
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
経
験
は
自
分
の
大
き
な

糧
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
根
底
に

あ
っ
た
の
は
、
十
文
字
こ
と
先
生

の
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
て

く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方
の
後
ろ
姿

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
と
先
生
は
、
１
０
０
年
前
、

女
性
は
家
庭
を
守
り
さ
え
す
れ
ば

い
い
と
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
自

立
し
た
女
性
を
育
て
る
こ
と
を
志

し
ま
す
。
そ
し
て
十
文
字
学
園
を

創
立
、
近
代
的
な
女
子
教
育
を
実

現
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
過

程
で
、
た
ぶ
ん
悔
し
い
思
い
も
た

く
さ
ん
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
で
も

負
け
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

　

す
ご
く
な
い
で
す
か
！？　

事
業

マ
ン
ド
リ
ン
部
で
指
揮
者
も

担
当
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た

彩花流盆栽家元・清
せい

香
こう

園
えん

５代目

山田香
か

織
おり

さん（ ）十文字中学・高校1996年卒
さいたま市盆栽町在住

盆
栽
の
魅
力
、

世
界
に
発
信
し
た
い

＝プロフィール＝
嘉永年間創業の清香園の５代目家元。幼い頃より、彩花流盆栽を創始した父・
山田登美男から指導を受ける。1990年に十文字中学・高校に入学。その後、立
教大学経済学部に進学し、在学中の1999年に彩花盆栽教室を設立して主宰。Ｎ
ＨＫのＥテレ「趣味の園芸」のキャスターをはじめ、雑誌、テレビなどで活躍。
女性や若年層にも盆栽の裾野を広げた第一人者として知られる。

OG por trait

卒業生の肖像
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家
と
し
て
も
、
女
性
と
し
て
も
強

さ
を
感
じ
ま
す
し
、
心
か
ら
尊
敬

い
た
し
ま
す
。

　

私
自
身
、
28
歳
で
結
婚
し
て
息

子
が
２
人
お
り
ま
す
が
、
確
か
に

家
庭
と
仕
事
を
両
立
す
る
の
は
た

い
へ
ん
。
そ
れ
で
も
が
ん
ば
っ
て

い
ら
れ
る
の
は
、
十
文
字
学
園
で

こ
と
先
生
の
教
え
を
学
べ
た
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
中
学
・
高
校
と
学
ん
だ
十

文
字
学
園
を
卒
業
し
た
の
は
１
９

９
６
年
の
３
月
で
す
。
在
学
中
は

思
春
期
の
女
子
と
し
て
客
室
乗
務

員
な
ど
に
憧
れ
た
り
し
て
い
ま
し

た
が
、
な
に
し
ろ
嘉
永
年
間
（
１

８
４
８
〜
１
８
５
４
年
）
創
業
の
盆

栽
園
の
一
人
娘
で
す
。
家
業
を
継

ぐ
か
継
が
な
い
か
、
迷
い
に
迷
い

な
が
ら
、〝
商
い
〞
と
い
う
側
面

を
学
ぼ
う
と
思
い
、
立
教
大
学
経

済
学
部
に
進
み
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
が
最
終
的
に
家
業
を

継
ぐ
こ
と
を
決
心
し
た
の
は
大
学

３
〜
４
年
の
こ
と
で
し
た
。

　

ゼ
ミ
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
）
の
先

生
が
「
悩
む
の
は
お
ま
え
だ
け
じ

ゃ
な
い
よ
。
広
い
視
野
で
家
業
を

分
析
し
て
、
自
分
が
継
ぐ
と
し
た

ら
ど
う
い
っ
た
活
路
が
あ
る
の
か
、

女
性
で
あ
る
弱
み
を
強
さ
に

変
え
る
と
い
う
生
き
方

ど
う
い
っ
た
発
想
で
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
考
え
て
み
た

ら
ど
う
か
」
と
話
し
て
く
だ
さ
っ

た
の
で
す
。

　

そ
の
と
き
で
す
。
私
の
中
で
、

十
文
字
学
園
で
学
ん
だ
大
切
な
こ

と
が
蘇
っ
て
き
ま
し
た
。

　

盆
栽
の
仕
事
は
腕
力
を
必
要
と

す
る
こ
と
も
あ
り
伝
統
的
に
男
性

社
会
で
す
。
で
も
、「
そ
ん
な
世

界
だ
か
ら
こ
そ
、
女
性
で
あ
る
と

い
う
弱
み
を
強
さ
に
変
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
ど
ん

な
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
だ
ろ

う
」
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
思
い
が
生
ま
れ
る
根
底

に
あ
っ
た
の
は
、
間
違
い
な
く
十

文
字
学
園
で
学
ん
だ
こ
と
先
生
の

生
き
方
で
あ
り
、
教
え
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

私
は
、
後
輩
た
ち
に
〝
女
性
な

ら
で
は
の
視
点
〞
を
大
切
に
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
視
点

は
男
性
中
心
の
組
織
に
は
な
い
も

の
を
生
み
出
し
ま
す
。

　

女
子
校
で
は
、
女
子
だ
け
で
知

恵
を
絞
っ
て
解
決
し
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
こ
と
が
多
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
そ
の
姿
勢
は
、
社
会
に
出

た
と
き
に
活
か
せ
ま
す
し
、
強
さ

何
を
す
る
に
も
健
康
が
基
本

自
彊
術
パ
ワ
ー
で

が
ん
ば
っ
て
世
界
を
目
指
す

に
な
る
も
の
で
す
。
何
も
た
め
ら

う
こ
と
な
く
、
そ
の
力
を
発
揮
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
何
を
す
る
に
し
て
も
基

本
は
体
で
す
。
毎
日
の
自
彊
術
体

操
で
健
康
な
体
を
つ
く
り
ま
し
ょ

う
。
何
か
に
挑
戦
す
る
に
し
て
も
、

い
つ
か
マ
マ
に
な
っ
た
と
き
に
も
、

絶
対
活
き
ま
す
よ
！

　

私
自
身
、
最
初
の
頃
は
、「
小

娘
に
何
が
で
き
る
」
と
い
う
目
で

見
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

で
も
気
に
し
な
い
で
、
若
い
人
た

ち
に
盆
栽
の
良
さ
を
広
げ
た
い
と

考
え
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
挑
戦

し
て
き
ま
し
た
。
だ
っ
て
女
性
な

ん
で
す
か
ら
、
女
性
な
ら
で
は
の

視
点
を
活
か
し
て
価
値
を
創
造
し

て
い
く
し
か
活
動
の
場
を
広
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。

　

幸
い
、
盆
栽
の
世
界
に
飛
び
込

ん
で
く
る
女
性
も
出
て
き
ま
し

た
。
次
の
私
の
目
標
は
盆
栽
の
魅

力
を
、
世
界
に
発
信
し
て
い
く
こ

と
で
す
。

〈
身
を
き
た
へ　

心
き
た
へ
て　

世
の
中
に　

立
ち
て
か
ひ
あ
る　

人
と
生
き
な
む
〉

　

と
い
う
校
歌
の
フ
レ
ー
ズ
は
今

も
私
の
中
に
染
み
つ
い
て
い
ま
す

し
、
自
彊
術
で
鍛
え
た
パ
ワ
ー
も

ま
だ
ま
だ
健
在
で
す
か
ら
、
さ
ら

に
が
ん
ば
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

もっともっと盆栽の魅力を伝えたい！
（山田さん主宰の盆栽教室にて） 銘「秋暮」（マメガキ、イワナンテン他）

銘「深山の秋」（コナラ、カマツカ他）

私
の
生
き
方
に
は
こ
と
先
生
の

教
え
が
息
づ
い
て
い
ま
す
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１
８
８
４
（
明
治
17
）
年
12
月
暮
れ
、

父
の
清
次
郎
に
伴
わ
れ
、
自
宅
を
出

て
京
都
へ
と
向
か
っ
た
。
下
大
久
保

か
ら
京
都
ま
で
お
よ
そ
70
キ
ロ
、
途

中
の
檜

ひ
の
き

山や
ま

村
に
１
泊
す
る
と
い
う
道

の
り
だ
っ
た
が
、
こ
と
は
雪
が
固
ま

ら
ぬ
山
道
を
歩
き
な
が
ら
、
父
に
大

き
な
夢
と
決
意
を
語
っ
た
。「
京
都

京
都
府
女
学
校
へ
の
進
学

で
修
行
し
て
、
村
に
帰
っ
て
小
学
校

の
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
。
そ
う
し

て
村
の
人
々
の
向
上
を
図
っ
て
や
り

た
い
」
と
…
…
。

　
京
都
に
着
い
た
こ
と
は
父
と
下
京

の
宿
屋
に
１
泊
し
、
翌
日
、
鴨
川
沿

い
の
「
京【

註
】都
府
女
学
校
」
を
目
指
し

た
。
正
門
を
入
り
、
控
室
で
待
っ
て

い
る
と
、
１
０
０
人
余
り
の
新
入
生

が
父
母
に
伴
わ
れ
て
や
っ
て
き
た
。

そ
の
中
に
は
、
こ
と
の
田
舎
臭
い
服

学
校
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
た

め
に
生
じ
て
い
た
遅
れ
を
取
り
戻
す

た
め
だ
っ
た
。

　
こ
の
頃
は
ま
だ
教
科
書
の
な
か
っ

た
時
代
で
あ
る
。
先
生
の
講
義
を
聴

い
て
は
毛
筆
で
半
紙
に
筆
記
し
た
。

こ
と
は
、
理
科
は
大
得
意
だ
っ
た
が
、

習
字
は
得
意
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

歴
史
も
成
績
が
悪
く
て
一
度
名
前
を

貼
り
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し

か
し
逆
に
、
そ
れ
を
発
奮
材
料
と
し

た
。
こ
と
は
、
当
時
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

「
む
つ
か
し
き
は
、
皆
、
わ
が
前
に

来
た
れ
。
わ
れ
百
度
之
を
試
み
て
成

ら
ざ
れ
ば
千
度
せ
ん
。
一
年
に
し
て

な
ら
ざ
れ
ば
二
年
務
め
ん
。
二
年
足

ら
ず
ん
ば
三
年
、
か
く
す
る
も
な
ほ

成
ら
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
父
母
に
あ

ひ
奉
ら
ん
」（
出
典
：
『
十
文
字
こ
と
先

生
傳
』
26
ペ
ー
ジ
）

　
そ
の
努
力
は
み
ご
と
に
報
わ
れ
た
。

予
備
科
の
１
年
目
が
終
わ
っ
て
成
績

が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
こ
と
は
ト
ッ

プ
に
立
っ
て
い
た
。
だ
が
、
気
を
抜

く
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
予
備

装
を
見
て
嘲
笑
す
る
者
も
い
た
。
だ

が
、
こ
と
は
、「
人
間
の
価
値
は
服

装
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な

い
」
と
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
た
。

　
予
備
科
１
年
生
と
し
て
寄
宿
舎
生

活
を
始
め
た
こ
と
は
、
起
床
時
間
の

１
時
間
前
に
は
起
き
、
夜
は
午
後
10

時
の
消
灯
後
も
廊
下
の
行あ

ん
燈ど
ん

の
下
で

懸
命
に
勉
強
し
た
。
３
年
間
し
か
小

十
文
字
こ
と
物
語

【
創
立
者
生
誕
１
５
０
周
年
を
迎
え
て
】

　

十
文
字
学
園
創
立
者
の
十
文
字
こ
と
（
旧
姓
：
高
畑
）

は
、
満
14
歳
と
な
っ
た
１
８
８
４
（
明
治
17
）
年
、
故

郷
の
京
丹
波
の
下
大
久
保
（
現
在
の
京
都
府
船
井
郡
京

丹
波
町
下
大
久
保
）
を
旅
立
っ
た
。「
京
都
府
女
学
校
」

（
日
本
初
の
公
立
女
学
校
）
に
入
学
す
る
た
め
だ
っ
た
。

　

前
年
の
１
８
８
３
（
明
治
16
）
年
に
は
日
本
が
文
明

国
で
あ
る
こ
と
を
広
く
世
界
に
示
す
た
め
に
「
鹿ろ
く

鳴め
い

館か
ん

」
が
建
設
さ
れ
、
明
治
政
府
は
欧
米
文
化
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
日
本
を
近
代
国
家
へ
育
て
上
げ

よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
さ
に
新
し
い
国
づ
く
り
が
始
ま

ろ
う
と
す
る
中
、
こ
と
は
青
雲
の
志
を
胸
に
抱
い
て

故
郷
を
後
に
し
た
の
で
あ
る
。

青
雲
の
志

第
２
回

む
つ
か
し
き
は
千
度
せ
ん
！

（1870〜1955）
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鹿鳴館は、東京府麹町区内幸町山下門の元薩摩藩装束屋敷跡
に建設された
出典：国立国会図書館デジタルコレクション『東京景色写真版』

【註】京都府女学校の歴史
　京都府女学校（現在の京都府立鴨

おう
沂
き

高等学校の前身）は、
1872（明治５）年４月に、新英学校及女

にょ
紅
こう

場
ば

として旧九条
殿河原町邸に開設された（女紅場とは、女子に対して読み
書き算盤や裁縫・手芸を授けるための教育機関のこと）。
同年から1875（明治８）年にかけて、後に新島襄の妻とな
る新島八重が権舎長・教道試補を務めたことでも知られて
いるが、ことが入学する２年前の1882（明治15）年には、
京都府女学校と改称していた。

1889（明治22）年３月24日、京都府尋常師範学校女子部卒業記念写真。こと
18歳（前列右から２人目）
出典：『十文字こと自彊不息』

1872（明治５）年に設立された新英学校及女紅場。
後にことが入学した京都府女学校の前身

女
子
部
は
東
京
市
神
田
区
宮
本
町

（
現
在
の
文
京
区
湯
島
１
丁
目
）
に
あ
っ

た
。
現
在
の
東
京
医
科
歯
科
大
学
医

学
部
附
属
病
院
の
あ
た
り
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
そ
の
地
に
は
１
８
７

２
（
明
治
５
）
年
に
設
立
さ
れ
た
東

京
師
範
学
校
（
現
在
の
筑
波
大
学
の
前

身
）
と
、
１
８
７
４
（
明
治
７
）
年
に

設
立
さ
れ
た
東
京
女
子
師
範
学
校

（
現
在
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
前
身
）

が
あ
っ
た
が
、
１
８
８
５
（
明
治
18
）

年
に
両
校
が
合
併
、
東
京
女
子
師
範

学
校
は
東
京
師
範
学
校
女
子
部
と
な

っ
て
い
た
。

　
そ
の
高
等
師
範
学
校
女
子
部
は
、

こ
と
が
入
学
し
た
翌
年
の
１
８
９
０

（
明
治
23
）
年
３
月
に
は
高
等
師
範
学

校
か
ら
独
立
し
て
「
女
子
高
等
師
範

学
校
」
と
な
っ
た
。
日
本
唯
一
の
女

性
の
た
め
の
高
等
師
範
学
校
だ
っ
た
。

こ
と
は
故
郷
を
想
い
つ
つ
、
以
前
に

も
増
し
て
勉
学
に
励
ん
だ
。
こ
と
が

在
学
し
て
い
た
１
８
９
０
（
明
治
23
）

年
11
月
25
日
に
は
、
第
１
回
帝
国
議

会
が
召
集
さ
れ
た
。
こ
と
は
そ
の
日

の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て

い
る
。

「
わ
が
み
づ
ほ
の
国
に
於
い
て
嘗か

つ
て

た
め
し
な
き
国
会
を
開
か
せ
給
へ
ば
、

の
た
め
の
機
関
「
高
等
師
範
学
校
女

子
部
」
に
挑
戦
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
本
来
な
ら
、
尋
常
師
範
学
校
の
卒

業
生
か
４
年
在
学
の
者
し
か
受
験
で

き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
３

年
在
学
中
だ
っ
た
彼
女
が
推
薦
さ
れ

た
の
は
優
秀
だ
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
両
親
は
、
こ
と
が
合
格

し
な
い
よ
う
に
神
仏
に
祈
っ
た
と
い

う
。
可
愛
い
娘
が
東
京
に
出
て
い
っ

た
き
り
、
戻
っ
て
こ
な
く
な
る
の
で

は
と
心
配
し
た
の
だ
。

　
だ
が
、
こ
と
は
見
事
に
合
格
し
て
、

「
休
み
の
と
き
に
は
、
家
に
戻
っ
て
、

家
業
を
手
伝
う
か
ら
」
と
懸
命
に
両

親
を
説
得
し
た
。
そ
の
熱
意
を
前
に

し
た
両
親
は
渋
々
な
が
ら
、
こ
と
の

東
京
遊
学
を
許
す
し
か
な
か
っ
た
。

　
３
か
月
後
の
４
月
、
こ
と
は
神
戸

か
ら
汽
船
に
乗
っ
て
横
浜
に
向
か
っ

た
。
横
浜
か
ら
新
橋
ま
で
汽
車
に
乗

っ
た
。
ち
な
み
に
、
同
年
２
月
11
日

に
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
が
公
布
さ

れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

　
こ
と
が
入
学
し
た
高
等
師
範
学
校

東
京
遊
学
へ

科
１
年
修
了
後
に
は
、
選
抜
試
験
を

受
け
て
本
科
第
１
学
年
に
編
入
す
る

こ
と
と
な
り
、
１
８
８
６
（
明
治
19
）

年
４
月
１
日
に
師
範
科
が
「
京
都
府

尋
常
師
範
学
校
女
子
部
」
へ
と
改
編

さ
れ
た
後
、
こ
と
は
以
前
に
も
増
し

て
勉
学
に
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
。

　
そ
の
努
力
が
実
を
結
ぶ
。
１
８
８

９
（
明
治
22
）
年
１
月
、
こ
と
は
学

校
の
推
薦
を
受
け
、
当
時
は
ま
だ
東

京
に
し
か
な
か
っ
た
中
等
教
員
養
成

予
備
科
１
年
目
、
成
績
ト
ッ
プ
に
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国
民
の
よ
ろ
こ
び
一
方
な
ら
ず
。
わ

が
学
校
に
於
い
て
も
課
業
は
休
み
と

な
れ
り
。
今
日
の
祝
意
を
表
す
た
め

に
、
行
動
の
両
陛
下
の
御
真
影
の
御

前
に
て
祝
ひ
の
会
を
開
け
り
」（
出

典
：『
十
文
字
こ
と
先
生
伝
』
36
ペ
ー
ジ
）

　
こ
と
は
優
秀
な
教
師
や
同
級
生
に

囲
ま
れ
、
学
問
ば
か
り
で
は
な
く
社

会
に
対
す
る
視
野
も
大
き
く
広
げ
て
、

一
途
に〝
善
良
た
る
師
〟と
な
る
こ
と

を
目
指
し
た
。そ
し
て
１
８
９
３（
明

治
26
）
年
３
月
24
日
に
女
子
高
等
師

範
学
校
第
３
回
卒
業
生
と
し
て
卒
業
。

同
時
に
教
員
免
許
状
を
取
得
し
て
、

尋
常
師
範
学
校
女
子
部
と
高
等
女
学

校
の
教
員
と
な
る
資
格
を
手
に
し
た
。

　
女
子
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
た

こ
と
は
鹿
児
島
県
の
尋
常
師
範
学
校

に
赴
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
と

を
尊
敬
し
て
い
た
鹿
児
島
出
身
の
下

級
生
で
あ
る
丹
下
花
子
が
鹿
児
島
県

庁
に
推
薦
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

　
と
は
い
え
、
ま
だ
鉄
道
も
神
戸
よ

り
西
は
延
び
て
い
な
か
っ
た
当
時
、

鹿
児
島
は
と
て
つ
も
な
い
遠
方
の
地

だ
っ
た
。
こ
と
は
学
校
を
卒
業
し
た

鹿
児
島
へ
の
赴
任

　
１
８
９
３
（
明
治
26
）
年
４
月
12
日
、

こ
と
は
鹿
児
島
市
山
下
町
（
現
在
の

鹿
児
島
市
中
央
公
民
館
付
近
）
に
あ
っ

た
鹿
児
島
県
尋
常
師
範
学
校
の
助
教

諭
に
任
ぜ
ら
れ
、
国
語
・
教
育
・
家

事
・
作
法
の
学
科
を
受
け
持
つ
こ
と

と
な
っ
た
。
女
子
高
等
師
範
学
校
卒

の
教
諭
の
赴
任
は
鹿
児
島
初
だ
っ
た
。

　
こ
と
は
学
校
の
寄
宿
舎
の
舎
監
に

な
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
最
初

の
２
年
ほ
ど
は
一
般
の
家
庭
に
寄
寓

す
る
道
を
選
ん
だ
。
ま
ず
鹿
児
島
の

歴
史
や
伝
統
。
風
習
を
調
べ
、
薩
摩

隼
人
の
家
庭
教
育
を
視
察
し
、
西
郷

隆
盛
を
は
じ
め
多
く
の
豪
傑
を
生
ん

だ
背
景
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
夏
休
み
に
は
川
内
、
加
治
木
、

福
山
な
ど
に
も
足
を
延
ば
し
て
、
積

極
的
に
視
察
し
て
回
っ
た
。

　
生
徒
た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
の
行

動
を
目
に
し
て
、
す
ぐ
に
慕
い
、
尊

敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
に
し
ろ
、

女
の
先
生
と
い
え
ば
、
裁
縫
の
先
生

し
か
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
幅

広
い
帯
を
お
太
鼓
に
結
び
、
ふ
さ
ふ

さ
の
髪
を
揚
巻
に
し
、
本
を
小
脇
に

抱
え
て
、
凛り

り々

し
い
足
取
り
で
出
勤

す
る
姿
は
生
徒
た
ち
の
目
に
ま
ぶ
し

く
映
っ
た
。
当
時
の
在
校
生
が
後
に

こ
う
証
言
し
て
い
る
。

ら
帰
っ
て
く
る
と
楽
し
み
に
し
て
い

た
両
親
が
大
反
対
し
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
と
は
引
き
受
け
た
。

先
方
か
ら
熱
心
に
要
請
さ
れ
た
こ
と

に
加
え
、
自
分
の
身
体
が
壮
健
で
あ

り
、
他
の
人
が
行
き
た
が
ら
ぬ
地
だ

か
ら
こ
そ
、
自
分
が
進
ん
で
引
き
受

け
る
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、
女
子
高
等

師
範
学
校
の
舎
監
だ
っ
た
安
達
安
子

か
ら
は
、「
遠
く
離
れ
て
知
ら
ぬ
土

地
に
行
く
だ
か
ら
、
十
分
用
心
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
涯
万
里
の
空
で
、

危
難
に
会
っ
た
時
に
は
、
こ
の
短
刀

で
断
然
処
決
し
な
さ
い
」
と
い
う
言

葉
と
共
に
、
一
振
り
の
短
刀
を
贈
ら

れ
た
と
い
う
。

　
こ
と
は
神
戸
か
ら
汽
船
に
乗
り
、鹿

児
島
へ
と
向
か
っ
た
。後
に
、「
船
に

乗
り
合
わ
せ
た
人
々
の
薩
摩
弁
は
ま

っ
た
く
理
解
で
き
ず
、ず
い
ぶ
ん
寂
し

い
想
い
を
し
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

２
昼
夜
を
か
け
て
、や
っ
と
鹿
児
島

に
着
い
た
こ
と
を
、
港
で
迎
え
て
く

れ
た
の
は
丹
下
花
子
の
一
家
だ
っ
た
。

　
翌
日
か
ら
、
丹
下
花
子
の
妹
で
あ

る
梅
子
が
、
学
校
、
県
庁
、
島
津
家

の
屋
敷
の
あ
る
磯
の
浜
辺
、
城
山
な

ど
案
内
し
て
く
れ
た
。

1887（明治20）年３月に完成した高等師範学校の煉瓦校舎。
ことはこの校舎で勉学に励んだ

女子高等師範学校卒業記念写真。中列・左から２人目がこと。1893（明
治26）年３月24日、こと22歳
出典：『十文字こと自彊不息』
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「
そ
の
当
時
、
先
生
の
起
居
動
作
ま

で
も
生
徒
た
ち
が
模
倣
し
た
ほ
ど
で
、

先
生
と
一
緒
に
居
る
時
、
一
緒
に
働

く
時
、
厳
粛
な
空
気
に
包
ま
れ
な
が

ら
、
実
に
楽
し
い
気
分
を
味
わ
っ
た
。

一
般
に
女
性
が
引
っ
込
み
が
ち
で
あ

り
、
そ
れ
が
当
時
の
婦
徳
と
も
考
え

ら
れ
て
い
た
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

極
め
て
自
由
な
、
と
ら
わ
れ
な
い
、

ひ
た
む
き
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
全
く
先
生
の
高
徳
の
し

か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
に
外
な
ら
ぬ
」

　
そ
れ
は
生
徒
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
。
こ
と
が
帰
宅
す
る
時
間
に
な
る

と
、
14
～
15
人
の
少
女
た
ち
が
家
の

前
に
待
っ
て
い
た
と
い
う
。
作
法
や

家
事
を
学
ぶ
た
め
だ
っ
た
。
こ
と
は
、

こ
う
し
て
多
く
の
人
々
と
接
す
る
こ

と
で
、
鹿
児
島
人
の
伝
統
的
精
神
を

深
く
理
解
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　
一
方
、
自
己
研
鑽
も
怠
ら
な
か
っ

た
。
１
８
９
４
（
明
治
27
）
年
７
月

25
日
、
日
本
に
と
っ
て
初
め
て
の
本

格
的
対
外
戦
争
と
さ
れ
る
日
清
戦
争

が
始
ま
っ
た
が
、
夏
休
み
に
は
東
京

に
出
て
、
谷た

に

本も
と

富と
め
り

博
士
の
ヘ
ル
バ

ル
ト
教
育
学
の
講
義
や
上う

え
田だ

萬か
ず
年と
し
博

士
の
国
語
の
講
習
を
受
け
て
い
る
。

　
そ
の
日
清
戦
争
の
最
中
の
１
８
９

５
（
明
治
28
）
年
３
月
21
日
、
こ
と

は
鹿
児
島
県
立
幼
稚
園
の
保
母
を
嘱

託
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
清
戦
争
終
結

後
の
10
月
１
日
に
は
鹿
児
島
県
尋
常

師
範
学
校
の
舎
監
も
兼
任
し
、
寄
宿

舎
で
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

時
期
、
こ
と
は
舎
監
の
先
輩
で
あ
る

竹
下
栄
子
や
相
沢
琴
子
な
ど
か
ら
、

「
西
郷
ど
ん
」の
子
ど
も
時
代
の
話
や
、

西
南
戦
争
の
話
な
ど
を
聞
き
、
多
く

の
事
柄
を
学
ぶ
と
同
時
に
、「
す
べ

て
健
全
な
る
精
神
、
健
全
な
る
身
体

の
上
に
施
さ
れ
た
知
育
で
な
け
れ
ば

情
愛
深
く
生
徒
と
接
し
た
。

　
あ
る
生
徒
が
病
に
伏
し
た
と
き
に

は
、
舎
監
室
に
収
容
し
て
自
分
の
側

に
休
ま
せ
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
看

護
し
た
。
ま
た
、
生
徒
た
ち
の
た
め

に
月
給
の
一
部
を
割
い
て
献
立
の
足

し
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な

こ
と
を
、
生
徒
た
ち
が
尊
敬
愛
慕
し

た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

だ
が
１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
、

東
京
の
神
田
須
田
町
で
兄
の
信
介
と

も
に
十
文
字
商
会
を
営
ん
で
い
た
十

文
字
大だ

い
元げ
ん
と
の
結
婚
が
決
ま
り
、
こ

と
は
同
年
４
月
、
京
都
府
師
範
学
校

を
依
願
退
職
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

京
都
在
任
は
満
２
か
年
だ
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
と
は
、
同
年
４
月
25
日

に
大
元
と
結
婚
し
た
後
、
た
だ
家
庭

を
守
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
金
門
製

作
所
の
設
立
と
経
営
を
扶た

す
け
、
さ
ら

に
自
彊
術
の
発
展
に
も
力
を
発
揮
し

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
激
動
の

人
生
の
中
に
は
、「
歴
史
発
掘
」（
６

～
９
頁
）
で
触
れ
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪

と
の
闘
い
も
含
ま
れ
て
い
た
。

（「
立
ち
て
か
ひ
あ
る
」
取
材
班
）

完
全
さ
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
教
育
者
と
し
て
の
理
念

を
培
っ
て
い
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
鹿
児
島
は
、
こ
と

に
と
っ
て
初
め
て
教
壇
に
立
っ
た
地

で
あ
り
、
教
育
者
と
し
て
の
原
型
を

つ
く
っ
た
地
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
と
は
、
鹿
児
島
に
赴
任
す
る
に

あ
た
り
、
少
な
く
と
も
義
務
年
限
で

あ
る
５
年
以
上
は
腰
を
据
え
る
決
意

を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
満
３
年
が

過
ぎ
よ
う
と
す
る
１
８
９
６
（
明
治

29
）
年
８
月
23
日
に
、
兄
の
俊
一
郎

が
チ
フ
ス
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

や
む
な
く
郷
里
に
近
く
、
母
校
で
も

あ
る
京
都
府
師
範
学
校
女
子
部
に
転

ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
と
が
、
正
式
に
京
都
府
師
範
学

校
教
諭
件
舎
監
に
任
じ
ら
れ
た
の
は

１
８
９
７
（
明
治
30
）
年
４
月
９
日

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
女
子
の

学
校
で
も
軍
隊
式
の
教
育
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
と
は

母
校
ヘ
の
転
任
と
結
婚

鹿児島県尋常高等師範学校で教鞭をとった頃のこと
1897（明治30）年撮影

明治時代の桜島と鹿児
島市街地
出典：国立国会図書館
デジタルコレクション

『日本之名勝』史伝編纂
所　明治33年12月発行

婦
徳
よ
り
「
高
徳
」
の
考
え
こ
そ

自
由
、
ひ
た
む
き
…
…
「
善
良
の
師
」
た
ら
ん
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秋の幼稚園行事

移動動物園（10月28日）おいもほり（11月７日）

　大学のグラウンドに親子で集合し、おいもほりに挑戦しました。
　早組、遅組に分けて実施したこともあり、例年よりゆったりと、
余裕をもっておいもを探すことができました。
　今年はなんと久々の豊作！　子どもたちも、お父さんお母さん
も、笑顔で収穫に参加していました。

　幼稚園に移動動物園の小動物を招きました。園庭にやってき
たのは、ポニー、やぎ、ひつじ、うさぎやアヒル、ひよこなどの可
愛らしい動物たち。
　触ったりなでたり、餌をあげたりと、子どもたちは何度も何度
も動物たちとの触れ合いを楽しみました。

　

私
は
、
長
年
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園
に
教
諭
と
し
て
勤
務
し
た

後
、
十
文
字
学
園
女
子
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
今
年
度
（
２
０
２
０
年
４
月
）
か

ら
十
文
字
佑
子
園
長
（
現
・
十
文
字
学
園
副
理
事
長
）
の
後
任
と
し
て
十
文
字
女
子

大
附
属
幼
稚
園
園
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

長
い
歴
史
を
持
つ
、
十
文
字
女
子
大
附
属
幼
稚
園
の
園
長
職
の
責
任
を
感
じ

る
と
と
も
に
、
自
分
の
歩
ん
で
き
た
道
、
そ
の
中
で
体
得
し
て
き
た
こ
と
を
で

き
る
限
り
幼
稚
園
の
先
生
方
に
お
伝
え
し
、
保
育
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い
く
つ

も
り
で
す
。

　

新
任
園
長
の
仕
事
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
全
国
的

な
感
染
拡
大
を
受
け
て
新
年
度
か
ら
休
園
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
２
か
月
遅
れ
で

入
園
式
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
後
隔
日
保
育
期
間
を
経
て
、
６
月
22
日
全
員

保
育
が
始
ま
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
あ
ふ
れ
る
幼
稚
園
の
日
常
が

戻
っ
た
嬉
し
さ
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
「
か
け
が
え
の
な

い
今
」
を
子
ど
も
た
ち
が
存
分
に
生
き
、
今
し
か
で
き
な
い
経
験
を
最
大
限
重

ね
て
い
け
る
よ
う
、
こ
の
１
年
全
職
員
で
熟
考
し
て
保
育
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。

　

幼
児
期
の
教
育
は
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
先
成
長
し
て
い
く
上
で
の
「
根
の

力
」
を
培
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
幼
児
教
育
の
先
人
・
倉
橋
惣
三

先
生
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
無
限
の
元
気
、
多
面
の
興
味
、
不
断
の
思
考

力
、
年
齢
相
応
の
自
己
統
制
力
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
な
力
は
幼
稚
園
だ
け
で

は
育
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
時
も
、
子
ど
も
を
真
ん
中
に
、
保
護
者

と
職
員
が
手
を
つ
な
い
で
、
子
ど
も
の
成
長
を
確
か
な
も
の
と
す
る
「
よ
り
良

い
保
育
」
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
大
学
の
附
属
幼
稚
園
の
特
徴
を
生
か
し
、
大
学
に
所
属
し
て
い
た

経
験
も
生
か
し
て
、
大
学
と
幼
稚
園
の
連
携
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

子
ど
も
の「
根
の
力
」
を
培つ

ち
か

う

伊
集
院 

理み
ち

子こ

十
文
字
女
子
大
附
属
幼
稚
園　

新
園
長
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ベ
ス
ト
セ
ラ
ー『
思
考
の
整
理
学
』（
筑
摩
書
房
）な
ど
で
文

筆
家
と
し
て
も
高
名
で
、
1
9
9
1
年
か
ら
15
年
間
十
文
字

学
園
理
事
、
97
年
度
に
は
本
学
附
属
幼
稚
園
の
第
4
代
園
長

を
務
め
ら
れ
た
お
茶
の
水
女
子
大
名
誉
教
授
・
外
山
滋
比
古

先
生
が
、
２
０
２
０
年
７
月
30
日
に
96
歳
で
胆
管
が
ん
の
た

め
逝
去
さ
れ
た
。

　

お
茶
の
水
女
子
大
附
属
幼
稚
園
園
長
も
務
め
幼
児
教
育
に

精
通
さ
れ
た
外
山
先
生
は
、
本
学
附
属
幼
稚
園
園
長
、
理
事

時
代
を
通
し
て
「
子
ど
も
の
正
し
い
言
葉
の
習
得
」
に
、
こ

と
の
ほ
か
意
を
注
が
れ
た
。

　

十
文
字
学
園
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
の
〈
鈴
木
一
雄
先
生

追
悼
集
『
夢
の
う
き
は
し
』〉
に
は
、
外
山
先
生
が
半
世
紀

に
わ
た
っ
て
「
心
の
友
」
と
し
た
鈴
木
初
代
学
長
の
大
学
葬

で
、
そ
の
急
逝
を
惜
し
ん
だ
弔
辞
が
載
っ
て
い
る
。

　

外
山
先
生
は
、「
死
ぬ
と
き
は
ど
う
か
仕
事
を
し
て
い
る

最
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
願
っ
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉

を
引
き
、「
あ
な
た
の
最
期
は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
し
た
。
み

ご
と
で
し
た
」
と
鈴
木
学
長
の
生
前
の
精
勤
ぶ
り
を
た
た
え

ら
れ
た
。

　

両
先
生
の
教
育
と
学
問
を
通
し
て
の
友
情
は
固
く
、
く
し

く
も
外
山
先
生
も
仕
事
に
没
頭
中
の
最
期
を
望
む
御
自
身
の

心
境
を
著
書
「『
長
生
き
』
に
負
け
な
い
生
き
方
」（
講
談
社

＋
α
文
庫
）
で
書
い
て
お
ら
れ
る
。
今
こ
そ
、
私
た
ち
は
〈
立

て
ば
歩
め
〉
と
学
園
を
育
て
て
く
れ
た
先
達
の
思
い
の
丈
を

心
に
刻
み
、
コ
ロ
ナ
禍
を

乗
り
越
え
て
意
義
あ
る
２

０
２
２
年
の
学
園
創
立
１

０
０
周
年
を
迎
え
た
い
。

�

合
掌

　

私
は
、
長
年
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園
に
教
諭
と
し
て
勤
務
し
た

後
、
十
文
字
学
園
女
子
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
今
年
度
（
２
０
２
０
年
４
月
）
か

ら
十
文
字
佑
子
園
長
（
現
・
十
文
字
学
園
副
理
事
長
）
の
後
任
と
し
て
十
文
字
女
子

大
附
属
幼
稚
園
園
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

長
い
歴
史
を
持
つ
、
十
文
字
女
子
大
附
属
幼
稚
園
の
園
長
職
の
責
任
を
感
じ

る
と
と
も
に
、
自
分
の
歩
ん
で
き
た
道
、
そ
の
中
で
体
得
し
て
き
た
こ
と
を
で

き
る
限
り
幼
稚
園
の
先
生
方
に
お
伝
え
し
、
保
育
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い
く
つ

も
り
で
す
。

　

新
任
園
長
の
仕
事
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
全
国
的

な
感
染
拡
大
を
受
け
て
新
年
度
か
ら
休
園
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
２
か
月
遅
れ
で

入
園
式
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
後
隔
日
保
育
期
間
を
経
て
、
６
月
22
日
全
員

保
育
が
始
ま
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
あ
ふ
れ
る
幼
稚
園
の
日
常
が

戻
っ
た
嬉
し
さ
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
「
か
け
が
え
の
な

い
今
」
を
子
ど
も
た
ち
が
存
分
に
生
き
、
今
し
か
で
き
な
い
経
験
を
最
大
限
重

ね
て
い
け
る
よ
う
、
こ
の
１
年
全
職
員
で
熟
考
し
て
保
育
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。

　

幼
児
期
の
教
育
は
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
先
成
長
し
て
い
く
上
で
の
「
根
の

力
」
を
培
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
幼
児
教
育
の
先
人
・
倉
橋
惣
三

先
生
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
無
限
の
元
気
、
多
面
の
興
味
、
不
断
の
思
考

力
、
年
齢
相
応
の
自
己
統
制
力
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
な
力
は
幼
稚
園
だ
け
で

は
育
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
時
も
、
子
ど
も
を
真
ん
中
に
、
保
護
者

と
職
員
が
手
を
つ
な
い
で
、
子
ど
も
の
成
長
を
確
か
な
も
の
と
す
る
「
よ
り
良

い
保
育
」
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
大
学
の
附
属
幼
稚
園
の
特
徴
を
生
か
し
、
大
学
に
所
属
し
て
い
た

経
験
も
生
か
し
て
、
大
学
と
幼
稚
園
の
連
携
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　JR武蔵野線「東所沢駅」から徒歩約10分。 プレ
オープン期間中の美術館、図書館、博物館の魅力を
詰め込んだ「角川武蔵野ミュージアム」を十文字学
園女子大学ライターデザイン部の唐津奈々子さん、
富樫奈々さん、中西麻樹さんが見学した。３人は大
型文化複合施設「ところざわサクラタウン」敷地内
の巨大な岩のミュージアムを見上げ、その芸術的造
形にびっくり。「ここ武蔵野から文化が創造され発
信される時代がやって来た」と、武蔵野ブランドの
知的空間誕生を歓迎した。
　「ところざわサクラタウン」は、KADOKAWAと
埼玉県所沢市が共同で取り組むCOOL JAPAN FOREST
構想の中核施設で、武蔵野の名を冠した神社もある。
３人に同行した丸山晃理事（埼玉新聞社名誉顧問）は、

「埼玉の雑木林は人の手が入り共生してきた。この
循環型農業の歴史に育

はぐく

まれた文化的蓄積を、この地
から世界に発信してほしい」と期待した。

　コロナ禍であっても、オンラインで十文字祭（中高・巣鴨）、桐華
祭（大学・新座）をみんなの力を結集してやり抜きましょう！　この
決意が巣鴨キャンパス、新座キャンパスの生徒・学生の心を動かし、
合わせて70団体が「逆風にも耐えて立つ」学園の頼もしさを、イン
ターネットを通して保護者にも地域にもアピールした。
　十文字祭（11月11日に開会式）のテーマは、十文字に新しい風を
吹かせたいとの思いが詰まった「Brand new Jumonji story」、桐華祭

（10月24、25日開催）は「人と人を紡
つむ

ぐ」で、ともにコロナと向き合
う時代を真剣に生きる若者の感性が光った。
　十文字祭は43団体（部活動や有志）、桐華祭は27団体（パフォーマ
ンス部門、展示・活動紹介部門、ゼミ発表部門）が参加し、両キャン
パスの部活動や学びの成果が中高・大学の特設サイトから発信された。
　無事終了後、十文字祭実行委員長の神谷くるみさん（高２年菊組）は、

「温かいお声を掛けてくださった先生方、ご協力いただいた生徒の皆
さんに心から感謝しています」と語り、桐華祭実行委員長の小川莉央
さん（人間福祉学科３年）は「この状況でよくやり切ったね、と多く
の方に言っていただいたことがうれしかったです」とすがすがしく振
り返った。

ミュージアム内で、設計者・隈研吾展のパネルの前
で説明を受ける学生

ユニークな
花崗岩の外壁

桐華祭（新座）

十文字祭（巣鴨）

本
学
第
4
代
附
属
幼
稚
園
長
の

外
山
滋
比
古
先
生
を
悼
む

「
子
ど
も
の
正
し
い
言
葉
の
習
得
」

を
御
指
導

十
文
字
一
夫
理
事
長
〈
談
〉

「足を延ばせば」
〈東所沢の角川武蔵野ミュージアム〉 70団体「オンライン開催」で伝統を守る

ここから世界の文化を発信 忍耐力と連帯の結晶「一生忘れない！」

写
真
は
、
十
文
字
一
夫
理
事
長

と
並
ぶ
外
山
滋
比
古
先
生
（
右
）。

1
9
9
5
年
5
月
27
日
、
十
文

字
学
園
女
子
大
学
で

〈中・高：十文字祭第61回〉〈大学：桐華祭第54回〉
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〈
編
集
後
記
〉　

　

コ
ロ
ナ
禍
の
猛
威
は
収
束
せ
ず
２
０
２
１
年
が
明
け
た
と

た
ん
、
１
月
７
日
に
は
１
都
３
県
に
緊
急
事
態
の
再
宣
言
が

発
出
さ
れ
ま
し
た
。
取
材
班
は
学
生
生
徒
の
健
康
を
守
っ
て

学
習
環
境
を
整
え
、
新
座
・
巣
鴨
キ
ャ
ン
パ
ス
の
コ
ロ
ナ
対

策
に
注
力
す
る
教
職
員
の
「
現
在
」
の
姿
と
併
せ
、
学
園
創

立
以
前
の
「
１
世
紀
」
前
、
世
界
を
襲
っ
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪

予
防
の
た
め
自
彊
術
体
操
の
普
及
に
尽
く
し
た
十
文
字
大
元

氏
（
創
立
者
こ
と
先
生
の
夫
）
の
社
会
貢
献
を
検
証
す
る
特

集
を
今
号
で
組
み
ま
し
た
。

　

学
内
外
各
位
の
御
指
摘
を
編
集
し
な
が
ら
感
じ
入
っ
た
の

は
、〈
自
ら
つ
と
め
て
や
ま
ぬ
自
彊
の
心
〉
と
〈
心
肺
機
能
を

高
め
る
自
彊
術
体
操
の
意
義
〉
を
組
み
合
わ
せ
た
教
育
の
大

切
さ
で
す
。

　

振
り
返
れ
ば
十
文
字
学
園
は
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
大
流
行
か
ら

４
年
後
の
１
９
２
２
年
に
創
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
こ

と
先
生
と
大
元
先
生
は
、「
自
彊
術
体
操
を
取
り
入
れ
た
十
文

字
の
教
育
の
あ
り
か
た
」
に
つ
い
て
毎
日
の
よ
う
に
語
り
合
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。〈
身
を
き
た
へ
心
き
た
へ
て
〉
で
始
ま
る

学
園
歌
も
し
か
り
―
。
自
彊
術
が
来
年
１
０
０
周
年
を
迎
え
る

学
園
創
立
理
念
の
「
真し

ん

柱ば
し
ら」
で
あ
る
こ
と
に
も
合
点
が
い
っ
た

次
第
で
す
。�

（「
立
ち
て
か
ひ
あ
る
」
発
行
編
集
担
当
者
一
同
）

令
和
３
年
２
月
20
日
発
行

発　

行　

十
文
字
学
園

〒
１
７
０
－
０
０
０
４　

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
１
－
10
－
33

電　

話
：
０
３
－
３
９
１
８
－
０
５
１
１
（
代
表
）

〒
３
５
２
－
８
５
１
０　

埼
玉
県
新
座
市
菅
沢
２
－
１
－
28

電　

話
：
０
４
８
－
４
７
７
－
０
５
５
５
（
代
表
）

編
集
人　

大
西　

正
行
（
十
文
字
学
園
広
報
担
当
フ
ェ
ロ
ー
）

副
編
集
人　

池
間
里
代
子
（
十
文
字
学
園
女
子
大
学
教
授
、
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学
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十文字学園創立100周年記念募金

十文字学園は2022年創立100周年を迎えます2022年創立100周年

「十文字学園百年史」の編纂を進めています

「十文字こと 自彊不息」を刊行しました

100周年事業に関する情報提供、ご意見をお待ちしております

　十文字学園に向けたご高配とご支援を賜りたくお願い申し上げます。詳しい内容
は、本誌同封の「趣意書」をご覧ください。100周年サイトでもご覧いただけます。
　ご不明な点は事務局までお問い合わせください。

　ただいま「十文字学園百年史」編纂の準備
を進めています。100周年プロジェクト事務
局では、皆様がお持ちの関連資料のご提供を
お待ちしています。ご協力いただける方は、
事務局までご連絡ください。

十文字学園の創立者十文字こと先生（1870年11月10日生）の
生誕150年を記念し、『十文字こと 自彊不息』（全191ページ、

Ｂ５版・横型・ハードカバー）を刊行いたしました。本書は、
過去に刊行した『十文字大元傳』『十文字こと先生傳』を
基本に、本学園に所蔵する十文字こと先生の関連資料や、
十文字こと先生から多大なる影響を受けたという卒業生
への聞き取りなど事実に基づき、ノンフィクション作家・
ライターの佐藤真澄氏が執筆しております。

【中学・高等学校】
　校内生活（授業・各種行事など）に関する記録・印刷物・
写真など、当時の校舎の写真、その他記念誌編集の参考にな
る資料。
【短期大学・大学】
　短期大学・大学・学科・専攻等で配布した刊行物や印刷物、
クラブ・サークルのパンフレット・ポスター、イベントやキャ
ンパス内外のスナップ写真など、学生の様子が伝わる資料。

〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-10-33　TEL：03-3916-2030（直通）　E-mail：100th@jumonji-u.ac.jp
〒352-8510 埼玉県新座市菅沢2-1-28　TEL：048-423-3749（直通） / 048-477-0555（十文字学園女子大学代表）

　E-mail：100th@jumonji-u.ac.jp

学校法人 十文字学園ホームページにてご確認ください。
https://gakuen.jumonji-u.ac.jp/news/2852/

十文字学園100周年プロジェクト事務局

「十文字こと 自彊不息」のお申込みについて

学園100周年プロジェクト

※「立ちてかひある」へのご感想・ご要望は十文字学園女子大学広報課�kohosi-g@jumonji-u.ac.jpまでお寄せください。

発
行
人　

本
間　

修（
十
文
字
学
園
法
人
本
部
総
務
人
事
広
報
室
長
）
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