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十
文
字
学
園
は
、
創
立
者
で
あ
る
�
十
文
字
こ
と
�
の
「
教
育
を
受
け
た

い
と
思
う
女
性
が
ひ
と
り
で
も
多
く
学
べ
る
私
立
学
校
を
作
り
た
い
」
と
い

う
強
い
願
い
の
も
と
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
時
代
の
友
人
と
共
に
、
一

九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
に
東
京
の
巣
鴨
の
地
に
設
立
さ
れ
、
九
十
余
年
に

お
よ
ぶ
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
本
学
の
建
学
の
精
神
は
、
学
園
歌
「
身
を

き
た
へ

心
き
た
へ
て

世
の
中
に

た
ち
て
か
ひ
あ
る

人
と
生
き
な

む
」
の
な
か
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
の
生
き
が
い
を
も
ち
、
自

分
の
力
で
世
の
中
の
役
に
立
て
る
身
心
の
健
康
な
女
性
を
育
て
た
い
と
願
う

創
立
者
の
精
神
は
、
現
在
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

つ
と

や

今
後
も
「
自
ら
彊
め
て
息
ま
ず
」
の
精
神
、
生
き
方
を
守
り
つ
つ
、
社
会

の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
、
十
文
字
に
し
か
で
き
な
い
女
子
教
育
の
実
現

を
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。

一
九
二
二
年
の
創
立
以
来
、
一
〇
〇
周
年
を
め
ざ
し
て

社
会
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
女
性
の
育
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

理
事
長

十
文
字

一
夫

1
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十
文
字
学
園
の
創
立
に
は
女
子
教
育
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
の

目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
根
本
精

神
、
即
ち
信
条
は
「
身
心
の
健
康
な
女
子
を
育
成
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
国
民
の
体
位
向
上
こ
そ
個
人
の
幸
福
、

国
家
の
隆
昌
の
基
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
国
民
の
母
で
あ
る
女
子

の
体
格
を
改
良
す
る
の
が
第
一
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
に

自
彊
術
を
正
課
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
自
彊
」

と
い
う
文
字
は
自
ら
を
強
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
自

彊
不
息
」
す
な
わ
ち
「
つ
と
め
て
や
ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、

何
事
に
よ
ら
ず
一
た
び
大
き
な
覚
悟
を
も
っ
て
決
行
し
た
以
上
、

ど
ん
な
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
あ
く
ま
で
や
り
ぬ
く
と
い
う
こ

と
で
、
所
謂
し
ょ
う
じ
ん
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

易
経
に
「
天
行
健
君
子
以
自
彊
不
息
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。

天
の
運
行
は
健
全
の
も
の
で
一
瞬
と
い
え
ど
も
や
む
と
き
な
く
、

運
行
を
つ
づ
け
て
お
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
も
天
の
運
行
の
ご
と

く
し
ょ
う
じ
ん
努
力
し
て
健
全
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意

味
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
建
学
の
精
神
で
あ
り
、
五
十
年
間
本

学
に
学
び
巣
立
っ
た
一
万
有
余
の
卒
業
生
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

文
華
高
等
女
学
校
、
十
文
字
高
等
女
学
校
、
戦
後
の
新
制
高

等
学
校
、
そ
し
て
短
期
大
学
と
時
代
、
名
称
、
内
容
に
夫
々
の

ち
が
い
が
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
卒
業
す
る
人
達
に
は
終
生
必
ず

や
こ
の
共
通
し
た
心
情
が
通
い
合
っ
て
い
く
も
の
と
信
じ
ま
す
。

こ
れ
が
本
校
の
歴
史
に
貫
い
て
流
れ
る
校
風
で
あ
り
伝
統
で
あ

り
ま
す
。
特
別
目
立
つ
華
々
し
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
筋
の
通

っ
た
堅
実
な
実
の
あ
る
歩
み
を
つ
づ
け
て
い
る
こ
の
卒
業
生
が

創
立
者
十
文
字
こ
と
氏
の
こ
と

学
校
法
人
十
文
字
学
園
第
二
代
理
事
長

十
文
字

良
子
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校
歌
の
通
り
世
の
中
に
役
立
っ
て
ガ
ッ
チ
リ
と
日
本
の
底
力
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
私
は
大
き
な
ほ
こ
り
を
感
ず
る
の
で
あ
り

ま
す
。
創
立
よ
り
半
世
紀
―
―
人
の
一
生
に
も
近
い
五
十
年
の

間
に
は
幾
多
の
出
来
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
都
度
学
校
当

局
幹
部
は
じ
め
、
教
職
員
、
ご
父
兄
、
卒
業
生
其
他
各
位
の
一

致
し
た
ご
尽
力
に
よ
り
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
今
日
の
発
展
を
見

る
に
至
り
ま
し
た
こ
と
は
、
全
く
皆
様
の
ご
支
援
の
賜
物
と
感

謝
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
特
に
第
二
次
世
界
大
戦

に
て
戦
災
を
受
け
、
校
舎
の
全
部
を
烏
有
に
帰
し
、
生
徒
も
四

散
し
た
時
に
当
り
ま
し
て
は
、
皆
様
か
ら
お
よ
せ
頂
い
た
ご
厚

情
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
学
園
は
再
起
し
た
の
で
あ
り
ま
し

て
実
に
深
い
深
い
感
激
で
あ
り
ま
す
。
戦
後
二
十
六
年
を
経
て

我
国
は
民
族
に
内
在
す
る
伝
統
と
絶
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ

て
、
立
派
に
立
ち
直
り
、
経
済
の
発
展
の
勢
に
の
っ
て
大
国
と

な
り
ま
し
た
が
、
今
日
の
よ
う
に
ゆ
れ
動
く
世
界
情
勢
の
下
に

お
い
て
は
決
し
て
安
泰
で
は
あ
り
得
ぬ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
特

に
教
育
系
に
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
思
い
ま
す
時
、

私
共
は
創
立
五
十
周
年
を
む
か
え
る
に
あ
た
り
、
学
園
教
育
の

根
本
的
意
義
を
十
分
に
認
識
し
、
覚
悟
を
新
た
に
し
て
、
新
時

代
の
要
望
に
こ
た
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
幼
稚
園
、

中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
育
実
績
を
あ
げ
る
こ
と
は
も
と
よ
り

で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
短
期
大
学
の
家
政
科
と
幼
児
教
育
科

を
模
範
的
に
充
実
さ
せ
、
ひ
い
て
は
広
い
視
野
と
高
い
理
想
を

持
っ
て
国
際
的
感
覚
を
身
に
つ
け
る
と
こ
ろ
の
総
合
短
期
大
学

と
し
て
教
育
研
究
の
裾
を
ひ
ろ
げ
、
そ
し
て
そ
の
上
に
、
も
う

一
層
の
真
理
の
殿
堂
を
も
打
ち
立
て
て
、
各
々
の
分
野
か
ら
ひ

ろ
く
社
会
の
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と
を
念
願
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。た

と
え
そ
れ
が
今
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
目
的
に
向

っ
て
自
彊
不
息
の
歩
み
を
つ
づ
け
る
な
ら
ば
こ
の
志
は
必
ず
や

達
成
さ
れ
る
も
の
と
堅
く
信
じ
て
い
ま
す
。

東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
が
お
茶
の
水
女
子
大
学
と
し
て
発

展
的
解
消
の
日
に
、
学
園
創
立
者
の
こ
と
先
生
が
同
窓
生
総
代

と
し
て
の
言
葉
の
中
に
「
過
去
の
正
し
い
良
い
歴
史
と
伝
統
の

反
省
の
上
に
立
っ
て
こ
そ
、
正
し
い
進
歩
が
あ
る
。」
と
の
べ

ら
れ
た
こ
と
を
心
と
し
て
創
立
の
悲
願
で
あ
る
身
心
健
や
か
な

世
の
中
に
役
立
つ
女
性
を
育
成
し
、
益
々
世
に
送
り
出
し
て
五

十
年
の
磐
石
た
る
歴
史
と
、
伝
統
の
上
に
、
一
層
の
発
展
を
期

し
て
社
会
の
ご
期
待
に
そ
い
た
い
覚
悟
で
お
り
ま
す
。

「
十
文
字
学
園
五
十
年
史
」（
昭
和
四
十
七
年
出
版
）
よ
り
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一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
二
月
一
五
日
に
開
学
し
た
学
園
は
、
二
〇
二
二
年
に
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
る
。
創
設
者
で
あ
る
十
文

字
こ
と
先
生
は
、
開
学
し
た
大
正
時
代
か
ら
、
一
九
三
五
年
に
新
校
舎
を
建
て
学
校
名
を
「
十
文
字
高
等
女
学
校
」
と
し
て
再
ス
タ

ー
ト
し
た
戦
前
期
、
さ
ら
に
戦
時
期
を
体
験
し
、
戦
後
復
興
を
成
し
遂
げ
、
一
九
五
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
と
先
生
の
蒔
い

た
女
性
の
教
育
へ
の
思
い
は
大
き
く
成
長
し
、
現
在
十
文
字
学
園
は
、
幼
稚
園
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
、
大
学
院
へ
と
女
性
の
教

育
機
会
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
職
業
進
出
に
よ
る
女
性
の
社
会
で
の
活
躍
へ
と
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

今
年
は
こ
と
先
生
没
後
六
十
年
に
あ
た
る
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
改
め
て
こ
と
先
生
の
教
え
に
つ
い
て
、
ま
た
生
涯
を
通
し
た
学

び
の
姿
勢
に
つ
い
て
、『
十
文
字
こ
と
先
生
傳
』（
昭
和
三
十
六
年
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
篇
の
文
章
に
よ
り
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
一
つ
は
、
戦
後
一
九
四
六
年
に
学
園
が
二
五
周
年
を
迎
え
た
「
記
念
日
式
辞
」
で
あ
る
。
当
時
こ
と
先
生
の
戦
後
復
興
か
ら

発
展
に
か
け
る
思
い
、
校
歌
の
実
現
に
む
け
た
決
意
が
う
か
が
え
る
。
二
つ
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
学
び
の
姿
勢
を
貫
か
れ
た

ご
様
子
が
、
女
子
教
育
に
か
け
た
同
時
代
の
女
性
で
あ
る
大
妻
コ
タ
カ
先
生
（
一
八
八
四
〜
一
九
七
〇

現
在
の
大
妻
女
子
大
学
設

立
者
）
に
よ
る
こ
と
先
生
へ
の
追
悼
文
「
八
十
過
ぎ
て
の
御
受
講
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
は
、
こ
と
先
生
は
晩
年
に
若
い
人
た

ち
と
共
に
栄
養
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
が
、
共
に
学
ん
だ
佐
々
木
理
喜
子
先
生
に
よ
る
「
栄
養
士
の
大
先
輩
」
の
文
章
か
ら
こ
と
先

生
の
学
ぶ
姿
勢
を
と
ら
え
た
。
栄
養
士
資
格
が
誕
生
し
た
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
「
解
説
」
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
と
先
生
か
ら
直
接
指
導
を
う
け
た
卒
業
生
に
よ
る
座
談
会
を
通
し
て
、
こ
と
先
生
の
教
え
を
振
り
返
る
。

こ
と
先
生
没
後
六
十
年
記
念
―
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
「
学
び
」
の
姿
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創
立
記
念
日
式
辞
（
昭
和
二
十
一
年
二
月
十
五
日
）

初
代
理
事
長

十
文
字
こ
と

今
日
は
、
本
校
の
創
立
を
、
第
二
十
五
回
目
に
迎
え
る
記
念
日
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
初
め
は
、
校
名
を
文
華
高
等
女
学
校
と
名
乗
り
、
今
は
焼
け
ま
し
た
が
、
十
文
字
幼
稚
園
と
道
一
つ
隔
て
て
向
か
い
合
っ
て

建
て
ら
れ
て
あ
っ
た
、
豊
島
実
践
女
子
高
の
あ
の
校
舎
が
、
そ
の
当
時
の
文
華
高
等
女
学
校
の
建
物
で
あ
り
ま
し
た
。
最
初
は
、
今

こ
こ
に
居
ら
れ
る
戸
野
哲
夫
先
生
の
御
母
堂
と
斯
波
安
先
生
と
私
の
三
人
が
、
そ
の
創
立
者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
九
（
一
九
三

四
）
年
十
二
月
、
私
一
人
で
そ
の
全
責
任
を
お
引
き
受
け
い
た
し
ま
し
た
。（
中
略
）

皆
様
の
教
育
の
家
と
な
っ
た
あ
の
学
校
の
校
舎
は
、
そ
の
当
時
新
し
く
求
め
た
土
地
四
千
坪
近
い
敷
地
の
上
に
新
築
い
た
し
た
の

で
あ
り
ま
し
た
。（
18
ペ
ー
ジ
の
写
真
参
照
）

こ
の
校
舎
の
構
築
並
び
に
諸
設
備
に
つ
い
て
一
言
申
し
て
お
き
ま
す
。（
中
略
）
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の
夏
()＊
、
世
界
教
育

大
会
が
ス
イ
ス
国
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
開
催
せ
ら
れ
た
の
を
機
会
に
、
私
も
出
席
者
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
倅
と
末
の
娘
と
を

連
れ
て
旅
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
朝
鮮
の
京
城
を
振
り
出
し
に
、
シ
ベ
リ
ヤ
鉄
道
に
よ
り
ロ
シ
ヤ
を
初
め
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ヤ
・
チ

ュ
ー
リ
ッ
ヒ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ス
イ
ス
・
イ
タ
リ
ヤ
・
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン

ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
ス
・
英
国
及
び
米

国
の
各
州
を
旅
行
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
（
写
真
）。
そ
の
節
、
そ
の

国
々
の
模
範
学
校
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
大
学
か
ら
、
中
等
学
校
・
小
学
校
・

幼
稚
園
等
々
、
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
教
育
方
針
、
教
育
の
実
際
、
建
築
物
・

諸
設
備
等
に
つ
き
見
学
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
か
く
し
て
帰
朝
後
、

日
本
に
お
い
て
も
、
北
は
樺
太
・
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
・
四
国
・
中
国
地

帰朝報告、洋装姿のこと先生
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方
を
旅
行
し
て
、
そ
の
地
に
お
け
る
目
ぼ
し
い
学
校
を
参
観
し
て
後
、
わ
が
学
校
の
建
築
に
か
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
し

て
も
設
備
の
整
っ
て
い
る
の
と
い
な
い
の
と
で
は
、
教
育
上
大
い
に
影
響
の
あ
る
こ
と
を
痛
感
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
わ
が
学
校
も
、

自
分
の
力
の
及
ぶ
限
り
を
尽
く
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
建
築
着
手
後
一
か
年
に
て
や
っ
と
竣
工
し
た
し
ま
し
た
の
で
、
昭
和
十
一

（
一
九
三
六
）
年
一
月
に
、
旧
校
舎
か
ら
新
校
舎
に
移
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
、
校
名
を
『
十
文
字
高
等
女
学
校
』
と
改
め
ま
し
た
。
皆
さ
ん
御
承
知
の
通
り
、
こ
の
私
財
と
心
根
と
を
注
い
だ
校
舎

と
諸
設
備
は
、
昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
四
月
十
三
日
の
戦
災
に
罹
っ
て
全
焼
、
今
日
で
は
広
い
焦
土
の
上
に
そ
の
建
物
の
残
骸

が
哀
れ
に
も
淋
し
く
残
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
に
当
た
っ
て
秋
葉
先
生
を
初
め
、
今
日
こ
こ
に
御
列
席
の
諸
先
生

方
に
は
御
自
分
の
危
険
を
よ
そ
に
、
万
難
を
排
し
て
、
学
校
の
た
め
、
教
育
の
た
め
に
御
奮
闘
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、

学
校
を
閉
鎖
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
授
業
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
教
育
の
場
所
と
し
て
校
舎
を

お
貸
し
下
さ
い
ま
し
た
、
女
高
師
附
属
高
女
並
び
に
聖
学
院
中
学
校
の
主
脳
部
の
方
々
の
御
厚
意
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
点
に
対
し
深
く
感
謝
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

こ
の
上
は
事
情
の
許
す
限
り
、
ま
た
私
ど
も
の
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
学
校
復
興
の
こ
と
に
尽
力
い
た
し
、
な
る
べ
く
早
く
旧
に

復
さ
せ
た
い
と
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
ど
う
か
、
今
日
を
記
念
す
る
と
同
時
に
、
学
校
復
興
の
た
め
に
お
つ
と
め

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
希
望
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

な
お
申
し
て
お
き
ま
す
が
、
学
校
と
い
う
形
の
上
の
建
物
や
諸
設
備
は
焼
失
い
た
し
ま
し
た
が
、
学
校
教
育
精
神
並
び
に
そ
の
実

践
に
つ
い
て
は
、
少
し
も
変
わ
り
の
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
不
自
由
な
る
学
校
生
活
の
中
か
ら
、
春
の
草
木
の
芽
を
出
し
、
根
を
張

る
如
く
に
、
生
き
生
き
と
発
育
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ひ
と
え
に
先
生
方
の
御
尽
力
に
よ
る
こ
と
で
、
感
謝
に
堪
え
ま

せ
ん
。
皆
様
は
、
ま
す
ま
す
御
元
気
に
、
万
難
に
耐
え
つ
つ
、
校
歌
の
「
身
を
鍛
へ
心
鍛
へ
て
世
の
中
に
立
ち
て
か
ひ
あ
る
人
と
生

き
な
む
」
の
実
現
に
つ
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

『
十
文
字
こ
と
先
生
傳
』（
昭
和
三
十
六
年
出
版
）
よ
り

（
()＊
「
こ
と
先
生
年
譜
」、
そ
の
他
の
資
料
で
は
、
渡
欧
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
の
記
録
が
あ
る
。）
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八
十
過
ぎ
て
御
受
講

大
妻

コ
タ
カ

十
文
字
先
生
は
、
信
念
の
人
、
意
志
の
人
と
し
て
、
私
の
尊
敬
し
て
い
る
方
の
一
人
で
し
た
。
十
文
字
家
と
は
、
学
校
創
立
以
前
か
ら
親
し

く
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
の
夫
君
大
元
氏
が
自
彊
術
を
提
唱
さ
れ
、
私
財
を
投
じ
て
盛
ん
に
国
民
体
位
向
上
の
た
め
に
尽
瘁
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
そ
の
当
時
、
私
の
亡
夫
は
、
毎
朝
巣
鴨
の
道
場
に
通
っ
て
そ
の
お
徳
に
接
し
、
共
鳴
者
の
一
人
と
し
て
自
彊
術
の
実
践
に
努

め
て
お
り
ま
し
た
。
在
京
の
者
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
人
に
も
た
く
さ
ん
の
信
奉
者
が
あ

っ
て
、
十
文
字
氏
の
自
彊
術
は
、
大
変
有
名
な
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
尊
い
運
動
の
陰

に
は
、
こ
と
夫
人
の
偉
大
な
協
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

後
年
、
学
校
を
開
か
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
先
生
の
お
力
は
い
よ
い
よ
顕
著
と
な
り
、
女

子
教
育
界
に
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
当
然
と
申
す
べ
き
で
ご

ざ
い
ま
す
。

戦
後
、
六
三
制
の
教
育
が
布
か
れ
ま
し
て
、
教
員
資
格
の
変
更
に
伴
う
講
習
会
が
、
た

ま
た
ま
大
妻
の
講
堂
で
ご
ざ
い
ま
し
た
時
、
先
生
は
一
教
員
と
し
て
御
熱
心
に
受
講
さ
れ

ま
し
た
。
先
生
ほ
ど
の
大
教
育
家
が
、
し
か
も
八
十
歳
を
超
え
ら
れ
た
御
高
齢
の
御
身
を

も
っ
て
、
二
十
代
の
若
い
方
々
と
御
一
緒
に
、
粗
末
な
、
か
た
い
腰
掛
に
お
腰
を
下
ろ
さ

れ
て
の
聴
講
の
お
姿
は
、
た
だ
た
だ
感
激
の
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
急
い
で
座
布

団
を
お
進
め
い
た
し
ま
す
と
、「
す
ま
な
い
、
す
ま
な
い
。」
と
お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
、
長

い
時
間
を
お
疲
れ
の
御
様
子
も
な
く
、
そ
の
真
剣
さ
に
頭
の
下
が
る
の
を
覚
え
ま
し
た
。

先
生
は
、
常
に
学
び
、
常
に
研
ぎ
つ
つ
、
一
生
を
過
ご
さ
れ
た
お
方
で
、
私
た
ち
教
育
に

携
わ
る
も
の
の
、
よ
い
お
手
本
で
あ
り
、
よ
い
指
導
者
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。

『
十
文
字
こ
と
先
生
傳
』（
昭
和
三
十
六
年
出
版
）
よ
り

女流教育家の集い（1950年）
前列左3人目より 吉岡弥生（現・東京女子医科大学／創立者）、
川村文子（現・川村学園女子大学／創始者）、十文字こと、
跡見李子（現・跡見学園女子大学／第二代校長）、大妻コタカ
（現・大妻女子大学／創始者）
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栄
養
士
の
大
先
輩

佐
々
木

理
喜
子

十
文
字
先
生
が
栄
養
士
の
大
先
輩
で
あ
る
、
と
申
し
上
げ
た
ら
、
知
ら
な
い
人
は
、
ビ
ッ
ク
リ
な
さ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
は
、
全
国

に
栄
養
士
養
成
施
設
が
大
学
・
短
大
・
養
成
所
を
と
り
ま
ぜ
て
百
五
十
余
校
、
卒
業
生
は
一
年
に
数
千
人
も
出
ま
す
。
全
く
盛
ん
な
栄
養
時
代

と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
三
年
の
こ
ろ
、
栄
養
学
校
は
全
国
に
た
だ
一
校
、
生
徒
は
十
人
余
り
、
そ
の
中
に
先
生
と
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
な
っ
て
勉

強
を
し
た
数
々
の
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
す
で
に
文
華
高
等
女
学
校
の
校
主
で
い
ら
し
た
先
生
と
、
二
十
代
の
私
ど
も
が
講
義
を

き
い
た
の
は
、
小
石
川
区
駕
籠
町
に
あ
り
ま
し
た
国
立
栄
養
研
究
所
の
講
堂
で
し
た
。
芝
区
の
金
杉
町
に
校
舎
は
あ
り
ま
し
た
が
、
遠
い
の
で
、

教
え
る
先
生
も
習
う
生
徒
も
駕
籠
町
の
ほ
う
が
よ
く
て
、
そ
こ
に
通
い
ま
し
た
。
所
長
の
佐
伯
矩
先
生
以
下
、
原
徹
一
先
生
・
杉
本
好
一
先
生
・

樋
口
太
郎
先
生
・
加
藤
正
吉
先
生
な
ど
、
皆
立
派
な
栄
養
学
者
で
、
栄
養
学
界
の
最
尖
端
に
立
つ
方
々
、
よ
い
講
義
を
き
き
、
十
人
余
の
す
ぐ

れ
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
持
っ
て
、
私
ど
も
の
栄
養
学
へ
の
出
発
は
、
実
に
幸
運
で
し
た
。
そ
の
時
の
卒
業
生
が
、
今
も
全
国
の
栄
養
士
の
ト
ッ

プ
に
立
っ
て
い
ま
す
。

先
生
は
教
育
者
と
し
て
生
徒
の
体
育
に
特
別
の
留
意
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
同
時
に
栄
養
の
必
要
を
痛
感
さ
れ
、
世
人
に
先
ん
じ
て
、
五
十
歳

の
年
代
で
再
び
新
し
く
勉
強
を
さ
れ
た
の
は
、
達
識
の
方
で
い
ら
し
た
と
、
今
更
の
如
く
に
思
い
ま
す
。
学
生
と
し
て
の
先
生
は
、
よ
く
ノ
ー

ト
を
と
ら
れ
た
し
、
多
忙
の
中
を
休
ま
ず
に
よ
く
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
講
義
が
す
む
と
講
堂
の
お
掃
除
が
あ
り
ま
す
。
ク
ラ
ス
で
相
談
し
て
十

文
字
さ
ん
だ
け
免
除
。
そ
の
代
わ
り
に
、
遠
足
の
時
に
は
沢
山
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
い
た
だ
く
し
、
卒
業
式
の
謝
恩
会
に
は
、
寄
付
を
多
額
に
出

し
て
く
だ
さ
る
し
、
何
と
よ
き
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。

あ
る
時
ク
ラ
ス
会
を
し
て
、
二
組
に
分
か
れ
て
、
ゼ
ス
チ
ュ
ア
を
し
ま
し
た
。
お
茶
目
ぞ
ろ
い
で
、『
花
嫁
』
と
い
う
題
が
十
文
字
さ
ん
に

当
た
り
ま
し
た
。
白
い
ハ
ン
ケ
チ
を
袂
か
ら
出
し
て
頭
に
か
ぶ
り
、
キ
モ
ノ
の
つ
ま
を
と
っ
て
、
シ
ャ
ナ
リ
、
シ
ャ
ナ
リ
と
、
恥
ず
か
し
そ
う

に
歩
き
出
し
て
い
ら
し
た
、
そ
の
満
点
の
姿
に
、
み
ん
な
で
お
腹
の
痛
く
な
る
ほ
ど
笑
い
ま
し
た
。
た
の
し
い
日
で
し
た
。

研
究
所
の
先
生
方
は
、
巣
鴨
の
お
宅
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
、
近
く
に
借
家
ま
で
見
付
け
て
い
た
だ
い
た
り
、
親
切
に
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
二
十
七
年
の
六
月
に
、
栄
養
士
の
た
め
に
、
栄
養
改
善
法
案
が
国
会
を
通
過
し
ま
し
た
。
嬉
し
か
っ
た
の
で
、
昔
の
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同
級
生
二
人
と
、
お
知
ら
せ
に
学
校
へ
伺
い
ま
し
た
。
喜
ん
で
く
だ
す
っ
て
、
か
え
る
時
、
門
の
前
に
立
っ
て
、
何
時
ま
で
も
見
送
っ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
お
姿
が
、
今
も
眼
前
に
ち
ら
つ
き
ま
す
。

『
十
文
字
こ
と
先
生
傳
』（
昭
和
三
十
六
年
出
版
）
よ
り

解
説
・
こ
と
先
生
の
栄
養
学
勉
学
に
つ
い
て

前
掲
の
佐
々
木
理
喜
子
先
生
に
よ
る
追
悼
文「
栄
養
士
の
大
先
輩
」

に
は
、
こ
と
先
生
が
五
十
歳
代
で
、
栄
養
学
の
勉
強
を
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
栄
養
学
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
、
そ
の
内

容
に
は
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
数
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
栄

養
士
・
管
理
栄
養
士
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
必
ず
一
度
は
耳
に
す
る
佐

伯
矩
（
さ
い
き

た
だ
す
）
博
士
の
下
で
、
こ
と
先
生
は
、
一
九
二

八
（
昭
和
三
）
年
か
ら
一
年
間
栄
養
学
を
学
ば
れ
て
い
る
。
佐
々
木

氏
は
、
こ
と
先
生
と
共
に
学
ば
れ
た
同
期
生
で
あ
り
、
卒
業
後
は
国

立
栄
養
研
究
所
で
研
究
を
さ
れ
て
い
る
。

栄
養
学
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
佐
伯
矩
博
士
は
、
世
界
に
先
駆
け

栄
養
学
を
自
然
科
学
の
一
分
野
の
学
問
と
し
て
独
立
さ
せ
た
人
物
で

あ
る
。
博
士
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
愛
媛
県
に
生
ま
れ
、
現

在
の
岡
山
医
大
を
卒
業
後
、
京
都
帝
大
で
学
ぶ
。
そ
の
後
内
務
省
伝

染
病
研
究
所
長
・
北
里
柴
三
郎
博
士
の
下
で
研
究
を
始
め
た
。
一
九

〇
四
（
明
治
三
七
）
年
に
、
大
根
か
ら
酵
素
な
ど
発
見
、
脚
気
患
者

の
代
謝
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
た
。

翌
年
、
北
里
博
士
他
に
よ
る
推
薦
で
、

エ
ー
ル
大
学
科
学
部
大
学
院
で
生
理

学
、
医
科
学
、
毒
物
学
な
ど
の
研
究

に
従
う
。
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
博
士

号
を
授
与
さ
れ
、
現
地
で
の
研
究
続

行
を
熱
望
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

日
本
国
内
の
脚
気
、
国
民
病
で
あ
っ

た
結
核
と
い
っ
た
問
題
を
憂
い
、
日

露
戦
争
後
の
貧
し
さ
や
、
そ
れ
か
ら

く
る
様
々
な
歪
み
や
不
幸
な
ど
を
栄

養
学
の
研
究
に
よ
っ
て
少
し
で
も
良
い
方
向
に
向
け
ら
れ
る
可
能
性

に
気
づ
き
、
日
本
に
帰
国
さ
れ
た
。

帰
国
後
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
私
費
に
よ
り
栄
養
学
研
究

所
を
開
設
。
翌
年
、
我
が
国
最
初
の
「
栄
養
学
講
習
会
」
が
開
か
れ

栄養学校卒業証書（1929年）
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た
。
四
年
後
、
国
立
栄
養
研
究
所
が
開
設
さ
れ
、
初
代
所
長
と
な
る
。

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
は
栄
養
学
校
を
創
設
。
そ
の
二
年
後
、

初
の
卒
業
生
を
社
会
に
送
り
だ
す
。
こ
の
時
初
め
て
「
栄
養
士
」
が

誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

栄
養
学
校
創
設
の
目
的
は
、「
正
し
き
理
論
の
上
に
立
つ
生
活
は

最
上
の
生
活
な
り
」
を
信
条
と
し
、
科
学
を
栄
養
上
有
効
に
応
用
す

る
指
導
の
適
任
者
の
養
成
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
栄
養
士
と
は
「
栄

養
学
を
専
門
に
学
び
、
栄
養
の
指
導
を
業
と
す
る
者
」
と
し
て
始
め

ら
れ
た
。
こ
と
先
生
は
こ
の
理
論
の
下
で
始
ま
っ
た
栄
養
士
養
成
の

四
期
生
で
あ
り
、五
九
歳
で
栄
養
学
校
の
本
科
課
程
を
修
了
し
た（
写

真
）。
す
で
に
ご
自
身
の
学
校
経
営
で
大
変
お
忙
し
い
中
、
休
ま
ず

通
わ
れ
て
い
る
。
先
の
佐
々
木
氏
の
文
章
に
も
あ
る
よ
う
に
、
栄
養

学
校
の
先
生
方
を
巣
鴨
の
お
宅
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
招
か
れ
た
り
、

近
く
に
借
家
ま
で
見
つ
け
ら
れ
た
り
さ
れ
る
な
ど
、
交
流
も
多
か
っ

た
。
こ
の
時
栄
養
学
校
の
経
営
は
赤
字
が
続
い
て
お
り
、
こ
と
先
生

は
卒
業
の
際
に
多
額
の
寄
付
を
さ
れ
て
い
る
。

こ
と
先
生
は
、
卒
業
後
、
国
立
栄
養
研
究
所
に
て
研
究
を
し
ば
ら

く
さ
れ
た
。
食
べ
る
こ
と
に
も
常
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
と
先
生
は
責
任
あ
る
学
校
経
営
の
立
場
に
お
ら
れ
た
中
で
、

さ
ら
に
栄
養
士
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く「
学
び
」

の
姿
を
、
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
学
園
発
展
の
基
礎

を
、
こ
こ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
、
栄
養
士
の
た
め
の
栄
養

改
善
法
案
が
国
会
を
通
過
し
た
際
、
佐
々
木
氏
は
こ
と
先
生
に
そ
れ

を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
先
生
は
、
栄
養
士
の
初
期
の
段
階
と
戦

後
の
発
展
を
見
ら
れ
、
将
来
性
を
確
信
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
生
涯

栄
養
学
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
佐
伯
博
士
に
と
っ
て
、
こ
と
先
生
は

偉
大
な
る
教
育
者
で
あ
り
、
栄
養
士
で
あ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

佐
伯
芳
子
著

栄
養
学
者
『
佐
伯
矩
伝
』
玄
同
社

一
九
八
六
年

財
団
法
人
国
民
栄
養
協
会
編
著
『
日
本
栄
養
学
史
』
秀
潤
社

一
九
八
一
年

（
健
康
栄
養
学
科

准
教
授

徳
野
裕
子
）
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「
こ
と
先
生
の
教
え
」
を
語
る
・
卒
業
生
座
談
会

十
文
字
学
園
は
一
九
二
二
年
の
開
学
か
ら
す
で
に
九
〇
余
年
を
経
、
も
う
じ
き
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
創
立
者
の
十
文
字
こ
と
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
（
一
九
五
五
年
没
）、
今
年
は
六
〇
年
に

当
た
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
と
先
生
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
卒
業
生
の
方
々
を
お
迎
え
し
て
、
こ
と
先
生

の
教
え
を
語
り
、
当
時
の
学
園
生
活
で
の
交
流
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二

三
日
、
巣
鴨
の
十
文
字
キ
ャ
ン
パ
ス
に
集
い
ま
し
た
。（
写
真
1
・
2
）

参
加
の
卒
業
生
は
、
卒
業
年
が
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
六
一
年
で
あ
り
、
戦
中
・
戦
後
の
大
変
な
時
期
に

学
園
生
活
を
送
っ
た
方
々
で
す
。
こ
と
先
生
は
、
一
九
三
五
年
（
六
五
歳
）
に
す
べ
て
の
責
任
を
負
う
形
で

校
長
に
就
任
し
、
私
財
を
投
じ
て
「
丘
の
上
の
白
亜
の
校
舎
」
と
言
わ
れ
た
新
校
舎
を
新
築
し
、
学
校
名
を

「
十
文
字
高
等
女
学
校
」
と
改
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
大
空
襲
（
一
九
四
四
年
）
で
校
舎
を
焼
失
。
戦

後
復
興
し
、
新
た
な
教
育
体
制
の
中
で
、
十
文
字
中
学
校
・
高
校
の
発
展
に
む
け
て
歩
み
は
じ
め
た
時
期
で

し
た
。牧

野

芳
江
さ
ん
（
一
九
四
四
年
卒
業
）

小
田
喜
美
子
さ
ん
（
一
九
四
七
年
卒
業
）

佐
野
喜
久
子
さ
ん
（
一
九
五
一
年
卒
業
）

安
田

仁
子
さ
ん
（
一
九
五
一
年
卒
業
）

北
沢

良
子
さ
ん
（
一
九
五
一
年
卒
業
）

長
井

幸
子
さ
ん
（
一
九
五
四
年
卒
業
）

秋
山

美
子
さ
ん
（
一
九
五
五
年
卒
業
）

田
村

瑞
穂
さ
ん
（
一
九
五
五
年
卒
業
）

井
出

淑
江
さ
ん
（
一
九
五
六
年
卒
業
）

三
浦

信
子
さ
ん
（
一
九
五
六
年
卒
業
）

高
木

則
子
さ
ん
（
一
九
五
七
年
卒
業
）

村
田

侊
以
さ
ん
（
一
九
五
七
年
卒
業
）

紺
野

順
子
さ
ん
（
一
九
六
一
年
卒
業
・
司
会
）

写真1 座談会参加者記念写真写真2 座談会の様子
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三
時
間
に
お
よ
ぶ
座
談
会
で
語
ら
れ
た
卒
業
生
の
言
葉
を
た
ど
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
先
生
の
教
え
と
お
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

自
彊
術
を
毎
朝
生
徒
た
ち
と
と
も
に

こ
と
先
生
は
す
で
に
七
〇
歳
以
上
の
年
齢
で
し
た
が
、
十
文
字
高
等
女
学
校
校
長
、
戦
後
は
学
園
の
理
事
長
と
し
て
重
要
な
仕
事
を
さ
れ
て

い
た
。

卒
業
生
た
ち
が
「
こ
と
先
生
」
と
い
う
と
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り
朝
礼
で
自
彊
術
を
さ
れ
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
。
毎
朝

行
う
自
彊
術
に
こ
と
先
生
が
参
加
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
多
く
の
人
が
大
変
印
象
深
く
覚
え
て
い
る
。

「
自
彊
術
の
時
に
毎
朝
参
加
な
さ
っ
て
、
白
の
稽
古
着
と
黒
の
袴
で
一
緒
に
自
彊
術
を
な
さ
る
の
で
、
そ

の
姿
は
毎
朝
必
ず
拝
見
し
て
い
ま
す
。」

「
こ
と
先
生
は
ど
ん
な
に
寒
く
て
も
袴
を
は
い
て
朝
礼
に
お
い
で
に
な
っ
て
、
自
彊
術
を
な
さ
る
。
そ
れ

を
見
て
い
て
、
こ
ん
な
お
年
な
の
に
自
分
た
ち
は
な
ま
け
て
は
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
」

「
私
は
（
並
び
方
が
背
の
順
で
）
一
番
後
ろ
で
し
た
が
、
こ
と
先
生
が
自
彊
術
を
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て

い
ま
し
た
」

な
ど
、
卒
業
生
た
ち
は
今
で
も
こ
と
先
生
の
お
姿
を
印
象
深
く
語
っ
て
い
る
。
時
に
は

「
私
は
中
学
校
の
と
き
一
番
前
で
自
彊
術
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、（
朝
礼
台
の
こ
と
先
生
か
ら
）
一
度

注
意
を
受
け
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と
し
っ
か
り
腰
を
曲
げ
な
さ
い
と
叱
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
大
変
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。」

と
、
直
接
指
導
を
さ
れ
る
な
ど
、
生
徒
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
す
る
真
剣
な
姿
が
う
か
が
え
る
（
写
真
3
）。

注
意
は
さ
れ
た
が
、
生
徒
自
身
、
生
涯
の
思
い
出
深
い
出
来
事
と
し
て
つ
い
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

写真3 自彊術道場にて（1936年）
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こ
と
先
生
の
葬
儀
の
折
に
は
、
生
徒
代
表
と
し
て
体
操
部
と
舞
踊
部
の
10
人
が
、
自
彊
術
を
号
令
を
か
け
な
が
ら
行
い
、
奉
納
し
て
い
る
。

「
号
令
を
か
け
な
さ
い

と
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
か
け
た
こ
と
が
な
い
の
で
練
習
し
ま
し
た
。
な
か
な
か
難
し
く
て
、
緊
張
し
な
が
ら
や

っ
た
覚
え
が
（
あ
り
ま
す
）。
そ
れ
で
「
し
ち
」
が
「
ひ
ち
」
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。

体
育
館
で
練
習
し
て
、
当
日
は
台
の
上
で

や
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。」

健
康
を
目
指
し
た
自
彊
術
と
こ
と
先
生
の
つ
な
が
り
、
十
文
字
学
園
は
強
い
絆
で
歴
史
を
つ
な
げ
て
い
た
。
毎
朝
行
う
こ
と
先
生
の
自
彊
術

の
姿
は
、
卒
業
生
の
心
に
も
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
。

毎
日
の
お
話
・
尊
敬
と
親
し
み
を
感
じ
る
交
流

こ
と
先
生
は
毎
日
朝
礼
台
に
立
た
れ
、
生
徒
た
ち
に
折
々
の
話
を
さ
れ
て
い
た
。
一
九
五
五
年
に
卒
業
し
た
当
時
生
徒
会
委
員
長
を
し
て
い

た
生
徒
は
、
寿
像
の
除
幕
式
（
一
九
五
四
年
）
祝
辞
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
校
長
先
生
は
毎
朝
お
元
気
な
姿
で
朝
礼
台
に
立
た

れ
、
き
れ
い
な
お
声
で
、
い
ろ
い
ろ
私
ど
も
の
心
得
に
な
る
こ
と
を
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
四
季
お
り
お
り
の
大
事
な
日
に
は
、
そ

の
日
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
く
だ
さ
れ
、
私
ど
も
の
心
が
け
に
つ
い
て
も
何
く
れ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。」（「
こ
と
傳
」
96

ペ
ー
ジ
）
と
の
思
い
出
が
あ
り
、
ま
た
「
為
せ
ば
成
る
」
の
話
の
よ
う
に
け
っ
し
て
長
い
話
で
は
な
く
「
短
い
言
葉
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
毎

日
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
と
先
生
が
生
徒
た
ち
に
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
十
分
に
伝
わ
り
、
そ
の
気
持
ち
に

残
っ
て
い
る
。

校
長
先
生
で
は
あ
る
が
、
生
徒
た
ち
が
「
尊
敬
」
と
同
時
に
「
親
し
み
や
す
さ
」
を
感
じ
る
憧
れ
の
存
在
で
も
あ
っ
た
。
六
年
間
休
ま
ず
皆

勤
賞
を
と
り
、
十
文
字
が
大
好
き
と
い
う
卒
業
生
は
、

「
巣
鴨
か
ら
来
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
校
長
先
生
が
お
宅
を
お
出
に
な
る
時
間
が
わ
か
る
の
で
す
。
も
う
80
歳
位
で
、
ゆ
っ
く
り
お
歩
き

に
な
る
。
そ
の
時
に
横
に
立
っ
て
『
校
長
先
生
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
言
う
と
、『
は
い
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
返
し
て

く
だ
さ
っ
た
、
そ
れ
が
楽
し
み
で
。」
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こ
の
生
徒
は
校
長
先
生
に
会
う
こ
う
し
た
機
会
を
、
時
々
自
分
で
つ
く
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
袴
を
は
い
て
、
白
足
袋
を
は
か
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
横
へ
立
っ
て
（
と
い
う
こ
と
が
）、
何
遍
か
あ
り
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た

ん
で
す
。」

「
引
き
つ
け
る
も
の
が
お
あ
り
で
し
た
。
だ
か
ら
6
年
間
休
ま
ず
通
え
た
の
で
す
。
親
が
選
ん
だ
学
校
で
よ
か
っ
た
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。

宝
物
で
す
。」

と
、
こ
と
先
生
の
姿
と
自
分
が
育
っ
た
十
文
字
の
教
育
環
境
を
表
現
し
て
い
る
。
生
徒
か
ら
見
れ
ば
雲
の
上
の
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
尊
敬

と
同
時
に
、
非
常
に
親
し
み
を
も
っ
て
生
徒
と
接
し
て
い
た
姿
が
伝
わ
っ
て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

『
こ
と
傳
』
の
中
に
あ
る
生
徒
が
書
い
た
文
章
に
は
「

廊
下
で
お
会
い
し
て
、
お
じ
ぎ
を
す
る
と
、
先
生
は
立
ち
止
ま
っ
て
お
辞
儀
を

さ
れ
、
背
中
を
伸
ば
さ
れ
て
、
私
た
ち
の
顔
を
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
で
見
上
げ
て
下
さ
る
の
で
、
親
し
み
を
感
じ
る
と
同
時
に
と
て
も
嬉
し
か

っ
た
。」（「
こ
と
傳
」
4
4
9
ペ
ー
ジ
）、「（
こ
と
）
先
生
の
お
話
に
は
、
多
分
に
快
い
ユ
ー
モ
ア
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
『
正

直
』『
時
』
な
ど
、
心
か
ら
私
た
ち
を
思
っ
て
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
命
令
的
で
は
な
く
、
い
つ
も
『
お

た
の
申
し
ま
す
』
と
柔
ら
か
く
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
た
。」（「
こ
と
傳
」
4
5
2
ペ
ー
ジ
）
と
、
生
徒
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
言
葉
を
か
け
て
い

こ
と
先
生
の
御
姿
が
う
か
が
え
る
。

生
涯
の
生
き
方
を
照
ら
す
校
歌
―
校
歌
の
お
か
げ
で
、
八
〇
年
間
す
ご
せ
た

「
身
を
き
た
え

心
き
た
え
て

世
の
中
に

立
ち
て
か
ひ
あ
る

人
と
生
き
な
む
」

と
い
う
学
園
歌
は
、
こ
と
先
生
と
共
に
学
園
を
創
立
し
た
一
人
で
あ
る
斯
波
安
氏
の
作
詩
で
あ
る
。「
や
は
り
校
歌
が
一
番
身
に
沁
み
ま
す
」

と
、
学
園
生
活
で
の
校
歌
の
存
在
は
卒
業
生
に
と
っ
て
は
今
で
も
大
変
大
き
く
、
ま
た
心
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
入
っ
た
と
き
か
ら
い
い
校
歌
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
す
ご
く
単
純
明
快
で
わ
か
り
や
す
い
な
っ
て
思
っ
て
。
今
で
も
そ
れ
を
心
に
刻
む
と

涙
が
出
ち
ゃ
う
の
ね
。
私
が
八
〇
何
年
健
康
で
い
ら
れ
る
の
も

十
文
字
に
入
っ
て
自
彊
術
を
し
て
、
そ
の
校
歌
に
育
ま
れ
た
か
ら
と
い
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う
の
が
（
今
の
気
持
ち
で
す
）」

と
、
校
歌
の
お
か
げ
で
八
〇
年
間
過
ご
せ
た
こ
と
を
、
現
在
に
な
っ
て
振
り
返
っ
て
い
る
。

戦
時
中
は
動
員
な
ど
で
十
分
な
勉
強
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

「
そ
の
と
き
の
、
身
を
き
た
え
心
き
た
え
て
世
の
中
に

と
い
う
あ
の
校
歌
が
、
や
は
り
今
の
私
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。」

校
歌
が
そ
の
後
の
人
生
に
も
大
き
な
指
針
と
な
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
手
話
を
通
し
て
二
〇
年
近
く
耳
の
聞
こ
え
な
い

人
た
ち
と
の
交
流
を
つ
づ
け
る
方
は

「
校
歌
は
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
の
方
が
涙
が
で
ま
す
ね
。
学
生
の
時
は
体
操
服
を
着
て
、
ブ
ル
マ
ー
履
い
て
、
毎
朝
毎
朝
歌
い
ま
し
た
け

ど
も
。
今
の
方
が
し
み
じ
み
気
持
ち
に
深
く
浸
み
こ
ん
で
き
ま
す
。」

「
同
窓
会
で
も
一
番
最
後
に
必
ず
歌
い
ま
す
。
年
年
、
自
分
が
年
取
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
歌
の
意
味
が
ひ
し
ひ
し
と
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。」

校
歌
の
作
詩
を
し
た
当
時
学
監
で
あ
っ
た
斯
波
安
氏
は
、
こ
の
詩
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
身
を
き
た
え
心
き
た
え

る
こ
と
即
心
身
を
鍛
錬
す
る
こ
と
は
、
生
を
こ
の
世
に
う
け
た
人
間
が
当
然
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
第
一
の
必
要
条
件
で
あ
り
ま
す
。
い
か
な
る

こ
と
を
な
す
に
も
身
体
が
丈
夫
に
鍛
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
意
志
が
薄
弱
で
あ
る
と
か
、
真
面
目
に
努
力
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
か
い

う
よ
う
で
は
、
成
功
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
世
の
中
に
出
て
何
か
事
業
を
し
出
そ
う
と
か
、
人
間
の
信
用
を
得
よ
う
と
か
、

ま
た
家
庭
の
人
と
な
っ
て
夫
を
助
け
子
供
を
立
派
に
育
て
あ
げ
よ
う
と
か
い
う
場
合
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
出
来
ま
し
ょ
う
。」（
文
華
女
学
校

交
友
会
誌
「
文
華
第
1
号
」
昭
和
二
年
三
月
発
行
）

ま
さ
に
、
校
歌
が
示
す
こ
と
は
人
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
で
あ
り
、
現
在
七
〇
歳
代
、
八
〇
歳
代
の
卒
業
生
た
ち
は
、
そ
れ
を
十
分
に
感

じ
取
り
充
実
し
た
生
涯
を
送
っ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
先
輩
女
性
た
ち
で
あ
る
。
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白
亜
の
殿
堂
・
良
い
校
舎
は
良
い
教
育
に

そ
し
て
日
々
の
学
園
生
活
を
送
る
校
舎
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
先
生
の
思
い
入
れ
が
あ

る
。
一
九
二
九
年
の
欧
米
教
育
視
察
に
よ
り
諸
外
国
の
素
晴
ら
し
い
学
校
の
教
育
施
設
を
視
察
し
た

こ
と
先
生
は
、
建
築
・
設
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
は
教
育
上
大
き
な
影
響
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、

私
財
を
投
じ
自
分
の
力
の
及
ぶ
限
り
を
つ
く
し
て
新
た
な
校
舎
を
作
り
上
げ
た（
写
真
4
）。
当
時

私
学
に
は
珍
し
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
3
階
建
て
で
あ
り
、
申
請
に
い
っ
た
文
部
省
で
も
驚
か
れ
た

そ
う
で
あ
る
。
戦
前
に
入
学
し
た
生
徒
た
ち
は
座
談
会
で
も
「
白
亜
の
殿
堂
」「
丘
の
上
の
女
学
校
」

と
呼
ば
れ
、
憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

「
あ
の
時
の
堂
々
た
る
感
じ
と
い
う
の
は
（
い
ま
の
建
築
と
）
ち
ょ
っ
と
違
う
」

「
私
財
を
投
じ
て
、
女
性
で
あ
れ
だ
け
の
校
舎
を
建
て
た
力
、
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。」

「
私
た
ち
が
考
え
た
の
は
、
こ
と
先
生
は
偉
大
だ
っ
た
。」

と
、
こ
と
先
生
の
目
指
し
た
素
晴
ら
し
い
教
育
環
境
に
感
謝
し
て
い
る
。

「

私
の
父
は
明
治
の
生
ま
れ
で
女
の
子
は
女
学
校
へ
行
か
な
く
て
よ
い
と
言
わ
れ
た
頃
で
し

た
が
、
母
が
ど
う
し
て
も
（
娘
を
）
女
学
校
に
や
り
た
い
と
言
っ
て
（
く
れ
ま
し
た
）。
父
が

1
回
だ
け
受
け
さ
せ
て
や
る
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
（
十
文
字
の
校
舎
は
）
白
亜
の
殿
堂

み
た
い
な
感
じ
だ
っ
た
か
ら
憧
れ
の
的
で
、
私
が
母
と
学
校
を
見
た
と
き
、『
わ
あ
ー
す
ご
い
。
本
当
に
入
れ
る
の
し
ら
』
と
思
っ
た
」

と
、
当
時
の
女
子
生
徒
た
ち
の
憧
れ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
さ
ら
に

「
入
っ
た
と
き
は
戦
争
中
で
し
た
が
、
あ
の
こ
ろ
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
が
盛
ん
で
体
育
館
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
ん
で
す
。」

「
体
育
館
が
で
き
た
と
き
は
感
激
で
し
た
ね
。」
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
体
育
館
は
じ
め
特
別
教
室
も
す
ば
ら
し
い
施
設
が
整
っ

て
い
た
。

写真4 戦災前の学校全景（1936年）
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「
素
晴
ら
し
い
も
の
に
恵
ま
れ
て
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。
講
堂
も
体
育
館
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
。各
教
室
、
特
別
教
室
は
す
ご
か
っ
た
で
す
。」

と
体
育
館
は
じ
め
特
別
室
の
す
ば
ら
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
。

「
白
い
校
舎
は
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
二
年
半
し
か
勉
強
し
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
影
響
で
、
生
徒
た
ち
は
動
員
が
は
じ
ま
り
、
空
襲
で
校
舎
は
焼
失
し
た
。

「
自
分
の
家
が
焼
け
た
の
は
ど
こ
か
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
学
校
が
焼
け
た
と
い
う
の
が
す
ご
く
悲
し
か
っ
た
。」

「
あ
の
校
舎
が
あ
ん
な
ふ
う
に
空
襲
で
ひ
ど
く
な
っ
た
の
は
、（
こ
と
先
生
が
）
ど
ん
な
に
お
つ
ら
か
っ
た
か
と
思
っ
て
―
」
と
、
卒
業
生

の
心
の
中
に
も
校
舎
へ
の
思
い
、
そ
し
て
こ
と
先
生
を
思
う
心
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

文
化
的
な
学
校
行
事
の
数
々
―
身
を
き
た
え
・
心
き
た
え
て

学
園
生
活
で
卒
業
生
の
記
憶
に
残
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
通
常
の
授
業
と
は
異
な
る
文
化
的
な
学
内
行
事
の
数
々
で
あ
る
。

座
談
会
に
参
加
し
た
皆
さ
ん
か
ら
は
、
御
能
の
野
村
万
蔵
さ
ん
、
文
楽
の
方
、
三
浦
環
さ
ん
、
岡
本
か
の
こ
さ
ん
、
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
さ
ん
、

天
皇
陛
下
の
侍
従
の
方
、
障
害
の
子
供
を
育
て
る
母
親
な
ど
の
講
演
会
、
講
堂
で
は
オ
ペ
ラ
や
文
楽
の
鑑
賞
会
、
さ
ら
に
能
楽
堂
へ
出
向
い
て

の
鑑
賞
会
も
行
わ
れ
て
い
た
。

「
私
も
（
在
学
し
て
い
た
）
6
年
間
に
オ
ペ
ラ
を
こ
の
講
堂
で
見
た
り
、
文
楽
も
あ
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
普
通
に
は
行
か
れ
な
い
よ
う
な

も
の
が
す
ご
く
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」

の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
文
化
的
な
活
動
に
親
し
み
、
こ
れ
が
人
間
性
の
形
成
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
学
外
へ
出
て
の
活
動
と
し
て
、
池
袋
の
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
で
の
ス
ケ
ー
ト
、
デ
ン
マ
ー
ク
体
操
、
富
士
登
山
、
こ
と
先
生
の
別
荘
が
あ

っ
た
御
宿
で
の
臨
海
学
校
、
河
口
湖
で
の
夏
の
生
活
。
さ
ら
に
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
学
校
に
来
て

「
体
操
服
に
着
替
え
て
、
そ
れ
で
学
校
か
ら
走
り
出
す
ん
で
す
。
明
治
通
り
を
ず
っ
と
行
っ
て
ね
、
結
構
あ
る
ん
で
す
よ
。」

7
〜
8
人
の
グ
ル
ー
プ
で
、
週
一
回
ほ
ど
、
新
宿
の
花
園
神
社
ま
で
行
き
、
往
復
を
し
た
。
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「
み
ん
な
マ
ラ
ソ
ン
。
都
電
な
ん
か
の
踏
切
が
止
ま
っ
ち
ゃ
う
と
、
数
秒
止
ま
っ
た
と
数
え
て
オ
ー
ル
時
間
か
ら
マ
イ
ナ
ス
し
て
、
ち
ゃ
ん

と
申
告
し
た
わ
。」

「
私
た
ち
の
時
は
伊
勢
丹
の
壁
に
触
っ
て
か
え
っ
て
く
る
」
と
い
う
時
も
あ
っ
た
。

ま
た
そ
れ
以
前
の
昭
和
一
三
年
ご
ろ
に
は
、
代
田
橋
か
ら
井
の
頭
公
園
ま
で
の
マ
ラ
ソ
ン
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
戦
後
に
は
、
新

入
生
歓
迎
会
と
し
て
小
石
川
の
植
物
園
に
全
校
生
徒
が
歩
い
て
行
っ
て
い
た
こ
と
は
長
く
続
い
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
教
室
内
で
の
勉
学
だ
け
で
な
く
、「
身
を
き
た
え
・
心
き
た
え
て
」
に
つ
な
が
る
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

十
文
字
の
教
え
が
今
に
生
か
さ
れ
る

戦
時
中
、
戦
後
の
厳
し
い
時
期
を
こ
と
先
生
と
共
に
学
園
で
こ
の
よ
う
に
す
ご
し
た
卒
業
生
た
ち
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
生
き
方

を
振
り
返
っ
て
い
る
。

「（
時
代
の
影
響
で
、
勉
強
に
あ
ま
り
時
間
は
使
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
）
気
持
ち
は
み
ん
な
穏
や
か
で
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
助
け
よ

う
と
か
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
が
多
く
い
た
の
で
は
と
思
う
の
ね
。
ど
う
い
う
教
育
だ
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
か
は
わ

か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
。
わ
り
あ
い
と
皆
能
天
気
と
い
う
か
、
じ
め
じ
め
し
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
明
る
く
、
そ
う
い
う
性
格
に

育
っ
て
い
く
。」

「（
現
在
で
も
）
例
え
ば
町
内
会
か
ら
お
声
が
か
か
れ
ば
、
お
役
に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
参
加
し
て
、
ち
ょ
っ
と

で
も
お
役
に
立
っ
て
い
る
か
な
と
思
え
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
。
い
ま
で
も
町
内
会
に
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。」

「
も
う
後
期
高
齢
者
で
す
け
ど
、
お
年
寄
り
の
お
ま
ん
じ
ゅ
う
配
り
と
か
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
い
い
か
な
と
の

気
持
ち
で
、
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。」

と
、
高
齢
に
な
っ
た
現
在
で
も
、
社
会
と
の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
を
心
が
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
人
の
た
め
に
役
立
つ
こ

と
、
ま
さ
に
立
ち
て
か
ひ
あ
る
生
き
方
を
示
し
た
こ
と
先
生
の
ご
指
導
と
十
文
字
の
教
え
が
、
卒
業
生
た
ち
の
い
ま
の
生
活
に
生
か
さ
れ
、
豊
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����

����
か
な
生
き
方
を
創
っ
て
い
ま
す
。

こ
と
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
女
性
も
学
び
た
い
、
学
校
が
ほ
し
い
、
そ
し
て
立
ち
て
か
い
あ
る
人
と
し
て
社
会
に
関
わ
る
と
い
う
先

生
の
思
い
は
、
大
き
な
道
と
な
り
、
こ
う
し
て
素
晴
ら
し
い
女
性
た
ち
が
学
び
育
ち
、
未
来
に
続
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
道
を
世
界
の

女
性
た
ち
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

座
談
会
に
ご
参
加
の
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
卒
業
生
座
談
会
報
告
は
、
当
日
司
会
を
担
当
さ
れ
た

紺
野
順
子
さ
ん
と
と
も
に
、
研
究
所
の
亀
田
温
子
、
宮
城

道
子
が
記
録
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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1995（平成7年） 国際教育（交流）センター設置
デ・モント・フォート・ユニバーシティ（イギリス）で夏期英語研修
および英語英文専攻単位認定海外研修開始

1996（平成8年） 十文字学園女子大学開学〔社会情報学部社会情報学科〕
鈴木一雄、大学初代学長に就任

1997（平成9年） 認定専攻科食物栄養専攻が学位授与機構により2年制専攻科に
認定、厚生省より4年制の栄養士養成施設に認定

2000（平成12年） 十文字学園女子大学社会情報学部〔コミュニケーション学科〕開設
留学生別科開設
鈴木一雄、勲三等旭日中授章受章

2002（平成14年） 十文字学園女子大学人間生活学部〔幼児教育学科、食物栄養学科〕開設
十文字学園女子短期大学を十文字学園女子大学短期大学部に改称
クイーンズ・ユニバーシティ（カナダ）で英語英文専攻単位
認定海外研修開始

2003（平成15年） 鶴木眞、十文字学園女子大学第2代・短期大学部第4代学長に就任
十文字女子大附属幼稚園に改称
記念ホール完成

2004（平成16年） 十文字学園女子大学人間生活学部〔人
間福祉学科、人間発達心理学科〕開設

2007（平成19年） 宮丸凱史、十文字学園女子大学第3代・
短期大学部第5代学長に就任
人間生活学部幼児教育学科を児童幼児
教育学科〔幼児教育専攻、児童教育専
攻〕に改称

2010（平成22年） 十文字学園女子大学大学院〔人間生活学研究科食物栄養学専攻〕開学
2011（平成23年） 新〔人間生活学部〕開設

横須賀薫、十文字学園女子大学第4代・短期大学部第6代学長に就任
北京語言大学（中国）で海外中国語研修開始

2012（平成24年） 学園創立90周年
短期大学部表現文化学科開設

2013（平成25年） 十文字大元氏の故郷、宮城県涌谷町
と相互友好協力協定を結ぶ

2014（平成26年） 巣鴨キャンパス新館5階に大学も利
用できる「十文字サテライト」を開
設

2015（平成27年） 十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科、文芸文化学科開設。
十文字学園女子大学短期大学部表現文化学科募集停止。
十文字学園女子大学人間福祉学科に保育士指定養成施設として社会福
祉・保育コースを設置。

2003年 記念ホール完成

2013年 涌谷町と協定を結ぶ

22



1922（大正11年） 文華高等女学校開校
（設立者：十文字こと、戸野みちゑ、
斯波安）
自彊術体操を正課とする

1930（昭和5年） 附属幼稚園開園
1935（昭和10年） 十文字こと校長に就任
1937（昭和12年） 十文字高等女学校に校名改称

（校長：十文字こと）
1947（昭和22年） 十文字中学校開校
1948（昭和23年） 十文字高等学校開校
1951（昭和26年） 財団法人十文字高等女学校を学校法人十文字学園に組織変更

十文字こと、藍綬褒章受章
十文字こと、理事長に就任

1955（昭和30年） 十文字こと死去
十文字良子、理事長に就任

1966（昭和41年） 十文字学園女子短期大学開学
〔家政科、幼児教育科〕
武田一郎、初代学長に就任

1968（昭和43年） 十文字短大附属幼稚園開園
1973（昭和48年） 学科〔初等教育学科、文学科国語国

文専攻、文学科英語英文専攻〕開設
1974（昭和49年） 坂元彦太郎、第2代学長に就任

家政学科を家政専攻と食物栄養専攻に分離
1976（昭和51年） 専攻科〔国文、英文、家政、食物栄養、幼児教育、初等教育〕開設
1983（昭和58年） 十文字良子、勲三等瑞宝章受章
1985（昭和60年） 図書館完成
1987（昭和62年） 理事長 十文字良子没

十文字一夫理事長に就任
1989（平成元年） ノーザン・ライツ・カレッジ（カナダ）で夏期海外英語研修開始

学科〔教養学科〕開設
1990（平成2年） 情報センター設置
1991（平成3年） 鈴木一雄、第3代学長に就任

専攻科〔教養〕開設
1993（平成5年） 学位授与機構による認定専攻科食物栄養専攻を設置

ユタ・バレイ・ステイト・カレッジ（アメリカ）で夏期海外英語研修
開始

十文字学園の沿革

1922年 文華高等女学校開校

1966年 十文字学園女子短期大学開学

23
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誕
生
◆
一
八
七
〇
年

（
明
治
三
年
）

十
文
字
学
園
の
創
設
者
十
文
字
こ
と
は
、
明
治
三

年
（
一
八
七
〇
年
）、
京
都
府
船
井
郡
梅
田
村
（
現

京
丹
波
町
）
の
要
職
を
務
め
る
父
高
畑
清
次
郎
、

母
高
畑
と
み
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
時
代
は
明

治
政
府
が
誕
生
し
た
直
後
で
あ
り
、
封
建
社
会
が
崩

れ
近
代
社
会
へ
の
幕
開
け
に
当
た
り
、
社
会
が
大
き

く
変
動
し
た
時
期
で
あ
る
。

明
治
五
年
新
た
な
教
育
制
度
を
定
め
た
「
学
制
」

が
発
布
さ
れ
、
各
地
に
小
学
校
が
設
置
さ
れ
小
学
校
の
就
学
が
義
務
化
し
た
。
ま
た
、
福
沢
諭
吉
（
天

保
五
年
・
一
八
三
五
年
―
明
治
三
四
年
・
一
九
〇
一
年
）
の
『
学
問
の
す
す
め
』
が
世
に
出
た
の
も
こ

の
年
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
身
分
制
社
会
か
ら
解
き
放
た
れ
た
新
た
な
社
会
の
基
本
を
「
天
は
人
の
上

に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
の
言
葉
で
表
し
、「
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
賎
貧

富
の
別
な
し
。
た
だ
学
問
を
勧
め
て
物
事
を
よ
く
知
る
者
は
貴
人
な
り
、
無
学
な
る
も
の
は
貧
人
と
な

り
下
人
と
な
る
な
り
」
と
述
べ
、
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
に
よ
る
学
問
の
す
す
め
を
説
い
て
い
る
。
学
ぶ

一

女
性
が
学
べ
る
学
校
を
つ
く
り
た
い
―
明
治
生
ま
れ
の
超
現
代
女
性

十
文
字
こ
と
先
生
・
そ
の
生
涯

十文字こと先生（1870～1955）
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7
歳
◆
一
八
七
七
年

（
明
治
一
〇
年
）

こ
と
に
よ
り
貴
人
と
な
り
、
身
を
た
て
て
い
く
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
女
性
に
と
り
「
学
ぶ
こ
と
・
学
校
に
行
く
こ
と
」
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
と
が
、
家
か
ら
徒
歩
で
一
里
あ
る
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
、
病
弱
ゆ
え
に
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

厳
し
い
山
道
で
通
学
は
と
て
も
大
変
で
あ
っ
た
が
、
熱
心
に
学
校
に
通
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
は
三
年

で
学
校
を
止
め
た
。
稲
穂
で
目
を
つ
つ
き
目
が
不
自
由
に
な
っ
た
母
親
に
代
わ
っ
て
、
家
事
の
す
べ
て

を
一
〇
歳
の
娘
が
担
う
と
い
う
家
庭
の
事
情
と
、
女
に
勉
強
は
必
要
な
い
と
い
う
当
時
の
農
村
の
常
識

が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
環
境
に
あ
っ
て
も
、
こ
と
は
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
を
強
く
持

っ
て
い
た
。「
村
に
学
校
が
ほ
し
い
」「
私
が
先
生
に
な
っ
て
教
え
た
い
」
と
い
う
こ
の
一
〇
代
の
一
人

の
女
性
の
教
育
に
か
け
る
夢
が
、
十
文
字
学
園
建
学
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
、
女
性
の
教
育
に
生
涯
を
か
け
た
同
時
代
の
女
性
に
津
田
梅
子
が
い
る
。
梅
子
は
十
文
字

こ
と
よ
り
六
年
前
の
一
八
六
四
年
に
生
ま
れ
て
い
る
（
元
治
元
年
・
一
八
六
四
年
―
昭
和
四
年
・
一
九

二
九
年
）。
明
治
四
年
に
岩
倉
使
節
団
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
教
育
を
受
け
た
後
帰
国
す
る
。
日

本
の
女
性
の
地
位
の
低
さ
や
隷
属
的
状
況
を
改
革
す
べ
く
、
自
立
で
き
る
女
性
に
な
る
た
め
高
等
教
育

の
道
を
開
く
こ
と
を
決
心
し
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）
に
日
本
英
学
塾
（
現
津
田
塾
大
学
）
を

開
校
し
た
。
女
性
医
師
の
養
成
の
道
を
切
り
開
い
た
吉
岡
弥
生
（
明
治
四
年
・
一
八
七
一
年
―
昭
和
三

四
年
・
一
九
五
九
年
）
は
、
東
京
女
医
学
校
（
明
治
三
三
年
・
一
九
〇
〇
年
）
を
設
立
。
大
正
一
一
年

（
一
九
二
二
年
）
に
女
性
の
体
育
塾
と
し
て
二
階
堂
体
操
塾
を
開
塾
し
た
二
階
堂
ト
ク
ヨ
（
明
治
一
三

年
・
一
八
八
〇
年
―
昭
和
一
六
年
・
一
九
四
一
年
）
な
ど
も
、
女
性
の
た
め
の
学
校
を
設
立
し
た
。
十

文
字
こ
と
も
、
学
び
た
い
、
女
性
が
学
べ
る
学
校
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
強
い
意
志
と
行
動
力
に
よ
り
、

女
性
の
教
育
の
道
を
切
り
開
い
た
こ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
同
時
代
の
女
性
の
一
人
で
あ
っ
た
。

東京女子高等師範学校卒業記念
（明治26年3月24日
中列向かって左より2人目）
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14
歳
◆
一
八
八
四
年

（
明
治
一
七
年
）

23
歳
◆
一
八
九
三
年

（
明
治
二
六
年
）

29
歳
◆
一
八
九
九
年

（
明
治
三
二
年
）

52
歳
◆
一
九
二
二
年

（
大
正
一
一
年
）

こ
と
は
小
学
校
を
止
め
家
事
を
担
う
中
で
も
、
学
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
つ
の
り
、
一
四
歳
で
、

兄
と
小
学
校
の
恩
師
の
応
援
を
受
け
猛
勉
強
を
し
、
教
師
と
な
る
勉
強
を
す
る
た
め
家
を
離
れ
、
京
都

府
立
女
学
校
に
入
学
し
た
。
一
六
歳
で
京
都
府
立
尋
常
師
範
学
校
女
子
部
に
進
学
、
さ
ら
に
一
九
歳（
明

治
二
二
年
）
で
東
京
に
行
き
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
（
現
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
に
入
学
し
た
。

こ
の
年
の
高
等
師
範
学
校
在
学
者
は
男
女
合
わ
せ
て
一
五
二
名
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
少
数
精
鋭

の
教
育
を
受
け
、
二
三
歳
で
卒
業
し
、
卒
業
後
は
、
母
校
の
京
都
師
範
学
校
、
さ
ら
に
鹿
児
島
県
尋
常

師
範
学
校
な
ど
で
も
教
鞭
を
と
り
、
日
本
の
女
子
教
育
の
最
前
線
に
た
っ
た
の
で
あ
る
。

自
ら
学
ぶ
道
を
切
り
拓
き
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
最
高
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
、
ま
だ
数
少
な
い

教
師
と
い
う
専
門
職
に
つ
く
こ
と
で
女
性
と
し
て
社
会
に
進
出
し
た
こ
と
は
、
今
で
い
え
ば
社
会
進
出

し
た
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
の
素
晴
ら
し
い
大
先
輩
と
も
い
え
る
。

そ
の
後
、
二
九
歳
で
、
東
京
の
実
業
家
十
文
字
大
元
氏
と
結
婚
し
た
（「
素
晴
ら
し
き
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
」
参
照
）。
結
婚
後
も
三
二
歳
で
私
立
日
本
女
学
校
の
教
員
を
務
め
た
後
は
、
四
児
の
母
と
し

て
の
家
庭
生
活
と
、
夫
の
事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
活
躍
、
さ
ら
に
健
康
改
善
に
役
立
つ
自
彊
術
の

普
及
（「
自
彊
術
」
参
照
）
な
ど
社
会
活
動
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
活
躍
を
し
て
い
る
。

子
育
て
も
終
わ
っ
た
五
〇
歳
代
に
な
り
、
い
よ
い
よ
学
校
設
立
の
夢
の
実
現
を
目
指
し
た
。
自
立
し

た
女
性
の
教
育
機
会
を
後
輩
の
女
性
た
ち
に
つ
く
り
た
い
と
、
五
二
歳
（
一
九
二
二
年
）
の
と
き
に
東

京
女
子
高
等
師
範
学
校
時
代
の
学
友
（
戸
野
み
ち
ゑ
氏
、
斯
波
安
氏
）
と
三
名
で
文
華
高
等
女
学
校
を

開
学
し
た
。（
写
真
）

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
一
九
一
一
年
に
は
平
塚
ら
い
て
う
に
よ
り
文
芸
雑
誌
「
青
鞜
」
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
女
性
の
社
会
進
出
や
学
べ
る
学
校
（
中
等
教
育
）
が
少
な
い
こ
と
が
問
題

創立者お三方
右より 十文字こと・
戸野みちゑ・斯波安
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59
歳
◆
一
九
二
九
年

（
昭
和
四
年
）

65
歳
◆
一
九
三
五
年

（
昭
和
一
〇
年
）

85
歳
◆
一
九
五
五
年

（
昭
和
三
〇
年
）

と
さ
れ
、
政
府
の
臨
時
教
育
会
議
は
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
に
「
高
等
女
学
校
令
」
を
改
正
し
、

女
子
教
育
の
改
善
を
目
指
す
べ
く
高
等
女
学
校
の
設
置
を
進
め
た
時
期
で
あ
る
。

女
性
が
学
べ
る
学
校
、
健
康
な
身
体
を
作
る
た
め
に
自
彊
術
を
正
課
と
し
、
学
園
の
建
学
精
神
は「
身

を
き
た
へ
、
心
き
た
へ
て
世
の
中
に
、
た
ち
て
か
ひ
あ
る
人
と
生
き
な
む
」
の
学
園
歌
に
凝
縮
さ
れ
て

い
る
。
こ
と
先
生
は
五
九
歳
（
一
九
二
九
年
）
の
時
、
ス
イ
ス
で
開
催
さ
れ
た
「
第
三
回
世
界
教
員
会

議
」
に
出
席
し
、
私
学
が
教
育
の
要
を
担
う
欧
米
の
姿
を
見
て
、
改
め
て
女
子
の
私
立
学
校
の
先
頭
に

立
つ
決
意
を
固
め
た
。

後
に
六
五
歳
（
一
九
三
五
年
）
の
と
き
、
こ
と
先
生
が
一
切
の
責
任
を
負
う
形
で
校
長
に
就
任
し
た
。

私
財
を
投
じ
て
当
時
の
建
築
技
術
の
粋
を
集
め
た
校
舎
新
築
に
着
手
し
、
学
校
名
を
十
文
字
高
等
女
学

校
と
改
め
た
。
東
京
大
空
襲
で
校
舎
を
焼
失
し
た
が
復
興
し
、
戦
後
一
九
五
一
年
に
理
事
長
に
就
任
。

自
身
も
若
い
人
た
ち
と
と
も
に
生
涯
学
習
に
と
り
く
ん
で
い
た
。
航
空
写
真
を
と
る
た
め
に
校
庭
で
生

徒
た
ち
が
「
十
文
字
」
の
人
文
字
を
描
い
て
い
た
そ
の
日
に
、
八
五
歳
（
昭
和
三
〇
年
・
一
九
五
五
年
）

の
生
涯
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

教
師
に
な
り
た
い
と
い
う
女
性
は
現
代
で
も
多
い
が
、
そ
の
う
ち
何
人
が
「
学
校
を
創
り
た
い
」
と

い
う
大
き
な
夢
を
持
ち
、
次
世
代
の
女
性
た
ち
の
未
来
に
か
か
わ
る
事
業
を
担
う
だ
ろ
う
か
。
五
〇
歳

代
か
ら
の
人
生
の
後
半
で
は
、
学
校
経
営
と
い
う
社
会
的
な
使
命
を
果
た
し
て
い
る
。
女
性
自
身
が
自

ら
学
ぶ
こ
と
か
ら
身
を
立
て
、
次
世
代
の
女
性
の
教
育
を
担
う
べ
く
社
会
的
な
役
割
を
生
き
た
生
涯
は
、

ま
さ
に
、
生
涯
に
渡
っ
て
キ
ャ
リ
ア
を
自
ら
創
り
上
げ
た
先
駆
者
で
あ
り
、
そ
の
生
き
方
は
ま
さ
に
明

治
生
ま
れ
の
超
現
代
女
性
で
あ
る
と
い
え
る
。

校舎全景と人文字
（昭和30年5月17日）
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二

自
彊
術
―
身
体
を
つ
く
り
、
人
を
つ
く
る

現
在
十
文
字
中
学
・
高
等
学
校
で
は
毎
朝
校
庭
に
生
徒
・
教
職
員
が
並
び
、

自
彊
術
体
操
を
行
っ
て
い
る
。
大
正
一
三
年
に
正
課
と
し
て
導
入
さ
れ
て
以
来

の
学
園
の
毎
朝
の
行
事
で
あ
る
。

自
彊
術
は
大
正
五
年
に
中
井
房
五
郎
に
よ
り
創
案
さ
れ
た
三
一
の
動
作
か
ら

な
る
健
康
法
で
あ
る
。
こ
と
先
生
の
夫
君
大
元
氏
は
自
身
の
病
を
こ
の
体
操
で

克
服
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
普
及
に
大
き
く
関
わ
り
、
文
部
省
に
お
け
る
講

演
や
師
範
学
校
で
の
実
演
な
ど
を
全
国
で
行
っ
て
い
た
。
自
ら
道
場
を
建
て
、

女
学
校
の
生
徒
た
ち
に
も
指
導
を
お
こ
な
っ
た
。

自
彊
術
の
自
彊
の
意
味
は
、「
自
彊
不
息
（
じ
き
ょ
う
や
ま
ず
）」
す
な
わ
ち
、

「
自
ら
つ
と
め
て
や
ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
何
事
に
よ
ら
ず
一
度
大
き
な

覚
悟
を
持
っ
て
決
行
し
た
以
上
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
や
り
ぬ
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
と
先
生
が
座
右
の
銘
に
さ
れ
て
い
た
孔
子
の
句
の
中
の
教
え
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。

い
ま
で
こ
そ
社
会
で
健
康
志
向
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、当
時
こ
と
先
生
は「
心

身
の
健
康
な
女
性
を
育
成
す
る
こ
と
」
が
根
本
精
神
で
あ
り
、
世
の
中
に
役
立
つ
立
派
な
女
性
を
育
成
す
る
こ
と
か
ら
「
強
健
な
体
、

確
固
た
る
精
神
と
自
由
に
活
用
で
き
る
精
神
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
自
ら
こ
の
体
操
の
教
師
に
な
ら
れ
て
、
生
徒
を
指

導
さ
れ
た
。

自彊術を指導する こと先生
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当
時
の
生
徒
は
「
道
場
に
集
ま
る
と
、
私
た
ち
に
は
経
験
の
な
い
自
彊
術
の
一
挙

一
動
を
、
純
白
な
シ
ャ
ツ
に
帽
子
を
つ
け
て
、
黒
茶
の
袴
も
軽
々
し
く
、
熱
心
に
教

え
て
く
だ
さ
る
先
生
、
そ
れ
は
こ
と
先
生
で
あ
る
」
と
、
鮮
や
か
な
印
象
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
第
二
次
大
戦
後
の
占
領
下
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
集
団
で
の
体
操
の
中
止
を
求

め
ら
れ
た
と
き
、
こ
と
先
生
が
健
康
の
た
め
の
体
操
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
話
さ
れ

た
た
め
、
中
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
、
当
時
の
体
育
教
員
成
田
寿
子
先
生
が

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
先
生
の
自
彊
術
に
対
す
る
強
い
思
い
が
う
か
が
え
る
。

第
二
代
理
事
長
十
文
字
良
子
先
生
は
「
卒
業
す
る
人
た
ち
は
終
生
必
ず
や
こ
の
共

通
し
た
心
情
が
か
よ
い
あ
っ
て
い
る
も
の
と
信
じ
ま
す
。
こ
れ
が
本
学
の
歴
史
を
貫

い
て
流
れ
る
校
風
で
あ
り
伝
統
で
あ
り
ま
す
。
筋
の
通
っ
た
堅
実
な
実
の
あ
る
歩
み

を
つ
づ
け
て
い
る
こ
の
学
園
の
卒
業
生
が
、
校
歌
の
通
り
世
の
中
に
役
に
立
ち
日
本

の
底
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、わ
た
し
は
大
き
な
誇
り
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
」

と
学
園
創
設
五
〇
周
年
の
折
に
述
べ
て
い
る
。

卒
業
生
た
ち
は
、
学
校
生
活
の
こ
と
で
思
い
出
す
1
つ
が
、
毎
朝
の
自
彊
術
体
操

で
あ
り
、
学
校
生
活
の
な
か
で
自
彊
不
息
（
じ
き
ょ
う
や
ま
ず
）
の
精
神
で
頑
張
れ
、

と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
た
と
い
う
。
ま
た
自
彊
術
を
行
う
こ
と
が
規
則
正
し
い
生
活
の
基
本
と
も
な
っ
て
い
た
。
生
徒
、
教
職
員
全

員
が
毎
朝
あ
つ
ま
る
自
彊
術
体
操
が
作
り
出
す
環
境
は
、
身
体
の
健
康
の
み
な
ら
ず
、
人
の
和
を
つ
く
り
、
生
徒
た
ち
の
人
間
関
係

を
つ
く
る
学
園
の
要
と
な
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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三

素
晴
ら
し
き
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
―
大
元
先
生
・
こ
と
先
生

十
文
字
学
園
は
、
教
育
者
で
あ
る
十
文
字
こ
と
先
生
と
、
実
業
家
で

あ
る
夫
の
十
文
字
大
元
先
生
の
素
晴
ら
し
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、

成
り
立
っ
て
い
る
。

大
元
先
生
は
高
い
志
を
も
っ
て
二
二
歳
で
渡
米
し
た
。
帰
国
後
は
、

青
年
実
業
家
と
し
て
活
躍
す
る
。
い
ま
な
ら
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
消

火
器
や
映
写
機
な
ど
を
輸
入
し
、
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
活

動
写
真
」
も
輸
入
し
、
大
元
先
生
自
身
が
活
弁
と
し
て
第
1
回
の
上
映

会
を
神
田
で
行
っ
た
記
録
が
あ
る
。
こ
の
「
活
動
写
真
」
と
い
う
日
本

語
を
つ
く
っ
た
の
は
大
元
先
生
自
身
で
あ
っ
た
。

先
進
的
な
実
業
家
で
あ
り
、
ま
れ
に
み
る
人
格
見
識
の
高
い
大
元
先

生
と
こ
と
先
生
が
結
婚
し
た
の
は
、
明
治
三
二
年
、
大
元
先
生
三
二
歳
、
こ
と
先
生
二
九
歳
で
あ
っ
た
。
結
婚
後
こ
と
先
生
は
、
家

庭
人
と
し
て
の
役
割
と
同
時
に
、
事
業
に
も
大
き
く
関
わ
り
そ
の
運
営
の
一
端
を
担
っ
た
。
ま
た
夫
の
大
元
先
生
が
自
彊
術
で
健
康

を
回
復
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
普
及
に
努
め
る
社
会
活
動
を
行
う
な
ど
、
三
〇
・
四
〇
歳
代
は
家
庭
生
活
、
事
業
運
営
、
そ
し
て
社

会
活
動
に
と
多
方
面
で
活
躍
を
し
て
い
る
。

第
二
代
理
事
長
の
十
文
字
良
子
先
生
は
、
入
学
式
の
あ
い
さ
つ
で
学
園
創
設
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
話
を
さ
れ
て
い
る
。「
会

社
の
経
営
も
う
ま
く
い
き
、
夫
の
大
元
は
妻
に
聞
い
た
の
で
す
。
妻
は
学
校
が
創
り
た
い
と
答
え
ま
し
た
。」
と
。
こ
と
先
生
は
幼

少
期
の
志
を
持
ち
続
け
、
学
校
を
つ
く
る
大
き
な
夢
の
実
現
に
向
か
っ
た
。

十文字こと先生・大元先生
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大
正
時
代
に
入
り
女
子
の
就
学
希
望
者
が
増
加
し
て
い
た
。
そ
の
就
学
難
を
救
済
し
、
教
育
を
通
し
て
健
康
な
女
性
を
育
成
す
る

た
め
、
私
立
の
高
等
女
学
校
設
立
を
目
指
し
た
。
大
元
先
生
は
、
常
に
意
を
国
家
社
会
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
と
先
生
の
女
学

校
設
立
に
賛
意
を
表
し
、
そ
の
設
立
の
援
助
を
快
諾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

大
正
一
一
年
（
大
元
先
生
五
五
歳
、
こ
と
先
生
五
二
歳
）
に
、
こ
と
先
生
と
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
の
学
友
で
あ
る
戸
野
み
ち

え
氏
、
斯
波
安
氏
の
三
名
が
創
設
者
と
な
り
、
文
華
高
等
女
学
校
を
開
学
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
教
育
に
か
か
わ
る
い
わ
ゆ
る
ソ
フ

ト
の
面
は
こ
と
先
生
た
ち
が
担
い
、
大
元
先
生
は
建
築
、
諸
設
備
な
ど
ハ
ー
ド
面
を
担
当
す
る
こ
と
で
、
学
校
の
経
営
が
進
ん
だ
。

ま
た
自
彊
術
の
授
業
は
、
大
元
先
生
の
造
ら
れ
た
道
場
で
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
こ
こ
で
も
、
素
晴
ら
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

「
学
校
に
行
き
た
い
」「
学
校
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
先
生
の
生
涯
の
夢
と
大
元
先
生
の
考
え
が
合
致
し
、
そ
の
素
晴
ら
し

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
、
心
身
を
鍛
え
健
康
な
社
会
に
役
立
つ
女
性
の
教
育
を
目
指
す
学
校
が
誕
生
し
た
。
お
互
い
に
良
き

家
庭
人
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る
と
い
う
対
等
な
関
係
性
を
も
つ
男
女
の
あ
り
か
た
を
実
際
に
生
き
た
先
人
で
あ

る
。
こ
れ
は
現
代
の
男
女
共
同
参
画
社
会
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
大
学
の
校
庭
に
並
ぶ
御
二
人
の
姿
は
、
学
園
の
象
徴
で
あ
る
。

亀
田

温
子
（
十
文
字
こ
と
・
女
性
と
教
育
研
究
所

教
授
）
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力
の
修
養

十
文
字
こ
と

「
力
」
と
名
の
付
い
た
も
の
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ

る
。
大
き
く
し
て
は
、
国
力
・
兵
力
・
経
済
力
等
か
ら
、
小
さ

く
し
て
は
、
個
人
の
精
神
力
・
体
力
・
腕
力
・
脚
力
等
に
至
る

ま
で
、
容
易
に
は
数
え
切
れ
な
い
。
た
と
え
「
馬
鹿
力
」
と
言

わ
れ
て
も
、
な
い
よ
り
は
増
し
で
あ
る
。
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
、

個
人
の
た
め
に
も
、
公
共
の
た
め
に
も
、
有
益
な
仕
事
が
た
く

さ
ん
で
き
る
。
持
つ
べ
き
も
の
は
「
力
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
「
力
」
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
も

の
で
あ
る
。
用
い
れ
ば
用
い
る
ほ
ど
増
加
す
る
。
決
し
て
、
減

少
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
に
「
力
」
の
修
養
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
に
大
切
で
あ
る
か
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
修
養
と
言
え

ば
、
堅
苦
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
言
葉
を

換
え
て
言
え
ば
、
修
養
と
は
、
練
習
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

「
力
」
の
練
習
と
い
え
ば
、
親
し
み
易
く
、
誰
に
で
も
で
き
る

事
柄
の
よ
う
な
気
が
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
「
力
」
の
練
習
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
具
体
的
な
例

に
つ
い
て
見
る
と
、
一
層
よ
く
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
平
素
は
五
里
も
歩
け
ば
疲
れ
て
動
け
な
く
な
る
よ
う
な

人
で
も
、
こ
の
五
里
の
歩
行
を
繰
り
か
え
し
て
い
る
間
に
、
疲

労
を
感
じ
な
く
な
る
。
終
わ
り
に
は
、
五
里
の
距
離
で
は
、
物

足
ら
な
さ
を
感
ず
る
よ
う
に
す
ら
な
る
。
そ
れ
は
、「
力
」
の

修
養
、
つ
ま
り
「
力
」
の
練
習
が
、
十
分
に
で
き
る
た
め
で
あ

る
。
七
里
、
八
里
な
い
し
は
十
里
の
距
離
で
も
、
歩
き
つ
け
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
力
」
の
練
習
さ
え
十
分
に
で
き
た
な

ら
ば
、
遂
に
は
、
楽
々
と
歩
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

高
い
山
、
例
え
ば
富
士
山
に
登
る
に
し
て
も
、
最
初
は
苦
労
を

し
て
、
二
度
と
再
び
こ
ん
な
山
に
は
登
る
ま
い
と
思
っ
て
も
、

翌
年
ま
た
、
人
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
登
っ
て
み
る
。
そ
う
す
る

と
、
案
外
楽
に
、
骨
を
折
ら
ず
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

な
ら
ば
と
、
ま
た
翌
年
、
三
度
目
の
登
山
を
す
る
と
、
更
に
疲

労
を
覚
え
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
、
五
度
、
十
度
と
登
っ
て
い

る
間
に
は
、「
も
う
少
し
富
士
山
が
高
か
っ
た
ら
よ
い
が
な
ぁ
。」

と
い
う
よ
う
に
ま
で
、
登
山
力
と
も
称
す
べ
き
「
力
」
が
増
加

し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
幾
度
も
富
士
山
に
登
っ
た
人
の
経
験
談

で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
他
の
場
合
に
も
同
じ
よ
う
に
言
え

る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
精
神
力
で
も
、
体
力
で
も
、
学
力
で

も
、
皆
こ
の
「
力
」
の
練
習
に
よ
っ
て
豊
富
に
し
、
増
加
し
て

行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
練
習
を
せ
ず
に
い
て
、

『
十
文
字
こ
と
先
生
傳
』
よ
り

昭
和
三
十
六
年
出
版
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「
自
分
は
無
力
な
の
だ
。」
と
思
い
こ
ん
だ
り
、
ま
た
、「
誰
々

は
優
秀
で
あ
る
。」
と
き
め
て
か
か
る
こ
と
は
、
大
変
な
誤
り

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
は
顔
・
形
の
違
う
よ
う
に
、
持
っ
て

生
ま
れ
た
性
質
や
能
力
に
、
多
少
の
相
違
は
誰
に
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、「
力
」
の
練
習
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
誰
で
も
が
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
何
で
も
必
ず
上

達
進
歩
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
頼
山
陽
が
、
か
つ
て
人
に
向
か

つ
て
、「
わ
れ
を
天
才
と
い
う
者
は
、
未
だ
わ
れ
を
十
分
知
ら

な
い
者
で
あ
る
。
わ
れ
を
刻
苦
す
る
と
い
う
者
は
、
真
に
我
れ

を
知
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
好
き
こ
そ
物
の
上
手
な
れ
。」
で
、
好
き
な
も
の
は
、
人

に
言
わ
れ
な
く
と
も
、
自
ら
進
ん
で
練
習
を
す
る
機
会
も
多
い
。

そ
の
た
め
に
、
自
然
と
「
力
」
の
練
習
が
十
分
に
で
き
て
、
上

達
が
早
い
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
力
」
の
練
習
、
す
な
わ
ち
修

養
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
、
常
に
心
掛
け
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
下
手
な
の
は
、
下
手
な
よ
う
に
刻
苦
勉
励
し
、
上

手
な
の
は
、
上
手
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
練
習
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
て
練
習
し
て
得
た
「
力
」
は
、
何
時
ま
で
も
身

に
つ
い
て
い
て
離
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
若
い
時
に
、
ピ
ア
ノ
を

や
っ
て
相
当
上
手
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
の
力
が
、
後
に
な
っ

て
も
ピ
ア
ノ
を
始
め
る
時
に
は
、
自
然
に
現
わ
れ
て
く
る
。
従

っ
て
、
ち
ょ
っ
と
、
は
じ
め
た
ば
か
り
の
、
駆
け
出
し
の
ピ
ア

ニ
ス
ト
な
ど
と
は
違
っ
た
上
手
さ
が
見
ら
れ
る
。
お
習
字
な
ど

で
も
そ
う
で
あ
る
。
相
当
に
稽
古
を
し
た
人
な
ら
ば
、
一
旦
中

止
し
て
い
て
も
、
書
き
出
せ
ば
、
決
し
て
小
学
校
の
一
年
生
の

よ
う
な
字
は
書
か
な
い
。
機
械
の
力
な
ど
と
違
っ
て
、
人
間
の

身
に
つ
い
た
力
、
練
習
に
よ
っ
て
得
た
力
は
、
実
に
不
思
議
な

性
質
を
持
っ
て
い
る
。「
力
」
に
練
習
の
必
要
な
こ
と
は
、
こ

れ
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
不
思
議
な
「
力
」
は
、
決
し
て
、
一

朝
一
夕
に
、
、
、
、

お
い
そ
れ
と
出
て
く
る
も
の
で
も
な
く
、
つ
く
も
の

で
も
な
い
。
し
か
も
、
一
朝
一
夕
に
つ
い
た
「
力
」
な
ら
ば
、

本
当
に
、
そ
の
人
の
血
と
な
り
、
肉
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、

ま
た
す
ぐ
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
試
験
勉
強
な
ど
で
、
一
夜

作
り
で
慌
て
て
覚
え
た
「
力
」
が
、
試
験
場
を
出
た
途
端
に
も

う
な
く
な
っ
て
、
何
も
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
の
は
、

平
素
の
練
習
に
よ
っ
て
得
た「
力
」で
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
力
」

の
練
習
、
す
な
わ
ち
平
素
か
ら
の
修
養
が
大
切
な
こ
と
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
体
力
な
ど
も
、
全
く
同
様

で
あ
る
。
平
素
、
用
心
深
く
注
意
し
、
練
習
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、

着
々
と
元
気
は
旺
盛
に
な
り
、
体
力
は
豊
富
に
な
る
。
自
彊
術

な
ど
で
も
、
毎
日
一
、
二
回
ず
つ
繰
り
返
し
て
、
さ
て
、
そ
の

直
後
に
、
体
力
が
ど
れ
ほ
ど
良
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
の
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
を
毎
日
毎
日
繰
り
返
す
間
に
、
自
然

と
そ
の
効
果
が
発
揮
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
五
里
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で
疲
労
を
覚
え
た
人
が
練
習
の
結
果
、
十
里
で
も
更
に
疲
労
し

な
く
な
る
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
毎
日
毎
日
継
続
し
、

練
習
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、「
一
事
貫

行
」
と
い
う
精
神
力
の
養
成
に
も
、
重
大
な
意
義
を
持
つ
の
で

あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
、「
力
」
の
練
習
、
す
な
わ
ち
「
力
」

の
修
養
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
一
層
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
目
下
の
時
局
な
の
で
あ
る
。（
後
略
）

（
昭
和
十
四
年
二
月
十
五
日
付
、「
十
文
字
高
女
時
報
」）

回
顧
二
十
年

十
文
字
こ
と

本
校
の
創
立
は
、
大
正
十
一
年
二
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。
十

年
一
昔
と
い
う
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
二
十
年
二
昔
を
、
今
日
ま
で

順
調
に
成
長
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
人
間
な
ら
ば
、
二
十
歳
の

青
年
に
達
し
た
か
ら
、
す
べ
て
に
対
し
て
、
一
層
熟
誠
を
も
っ

て
自
治
的
に
自
発
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

二
昔
以
前
、
す
な
わ
ち
大
正
十
一
年
ご
ろ
を
回
顧
す
る
と
、

当
時
女
学
校
の
卒
業
生
に
対
し
て
、「
一
向
役
に
立
た
な
い
。」

と
い
う
よ
う
な
芳
し
か
ら
ぬ
批
評
が
、
一
般
に
流
布
し
て
い
た
。

世
評
を
一
々
そ
の
ま
ま
信
ず
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
聞
く
た
び
に
、
私
も
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
。
ど
う
か
し
て
、

本
当
に
世
の
中
に
役
立
つ
、
有
用
な
、
立
派
な
日
本
婦
人
を
作

り
上
げ
よ
う
。
婦
人
こ
そ
、
将
来
は
子
供
た
ち
の
母
と
し
て
、

日
本
民
族
性
や
、
日
本
民
族
文
化
や
、
日
本
民
族
精
神
を
、
次

の
時
代
へ
伝
え
て
く
れ
る
大
切
な
教
育
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

強
健
な
身
体
と
、
確
固
た
る
精
神
と
、
自
由
に
活
用
で
き
る
知

識
と
を
目
標
と
し
て
、
若
い
女
性
を
教
育
し
練
成
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
た
結
果
が
、
本
校
の
創

立
と
な
っ
た
次
第
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
本
校
の
校
歌
は
、

右
の
よ
う
な
意
味
を
要
約
し
て
、
次
の
如
く
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

身
を
鍛
へ
心
鍛
へ
て
世
の
中
に

立
ち
て
か
ひ
あ
る
人
と
生
き
な
む

こ
の
鍛
錬
は
、
一
朝
一
夕
に
で
き
あ
が
る
も
の
で
は
な
い
。

日
常
生
活
そ
れ
自
身
が
鍛
錬
で
な
け
れ
ば
、
十
分
な
結
果
は
到

底
望
ま
れ
な
い
。（
中
略
）

本
校
が
、
毎
日
、
自
彊
術
を
職
員
・
生
徒
全
員
合
同
で
実
行

し
、
つ
づ
い
て
歩
行
若
し
く
は
駆
け
足
を
や
っ
て
い
る
の
も
、

そ
の
鍛
錬
の
一
つ
で
あ
る
。
暑
い
時
に
は
別
に
感
じ
な
い
が
、

酷
寒
の
時
に
な
る
と
、
体
操
着
一
枚
で
は
相
当
に
身
に
こ
た
え

る
。
け
れ
ど
も
、
寒
暑
を
論
ぜ
ず
、
毎
日
の
鍛
錬
に
よ
っ
て
風

邪
に
か
か
る
者
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
自
彊
術
の
た
め
に
は
、

早
朝
登
校
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
起
床
も
ま
た
そ
れ
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だ
け
早
く
な
る
。
早
起
き
が
身
体
に
及
ぼ
す
影
響
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
冬
の
寒
い
朝
な
ど
に
三
十
分
だ
け
で
も
早
く
起
き

る
た
め
に
は
、
意
志
を
強
固
に
し
て
寒
気
を
克
服
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
大
切
な
精
神
の
鍛
錬
が
伴
う
か
ら
、

保
健
上
と
精
神
上
と
の
両
得
が
、
一
挙
に
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。（
中
略
）

諺
に
、「
鉄
は
赤
く
熱
せ
ら
れ
た
時
に
打
て
。」
と
言
う
が
如

く
、
人
間
の
鍛
錬
に
も
自
ら
時
機
が
あ
る
。
若
い
時
ほ
ど
よ
い
。

す
な
わ
ち
少
年
・
少
女
時
代
の
鍛
錬
が
、
最
も
有
効
で
あ
る
。

ま
た
鍛
錬
は
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
身
体
を
強
健
に
し
、
同
時
に

精
神
を
も
確
固
た
る
も
の
と
す
る
。（
中
略
）

次
に
、「
心
鍛
へ
て
」
に
つ
い
て
も
、
身
体
と
同
様
、
日
常

生
活
の
間
の
鍛
錬
が
大
切
な
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
物

事
は
、
必
ず
、
最
後
ま
で
や
り
通
す
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

一
事
貫
行
と
、
常
に
い
う
よ
う
に
、
着
手
し
た
ら
、
継
続
的
に

実
行
す
る
。「
一
日
暖
め
て
十
日
冷
や
す
。」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
、
何
事
も
完
遂
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
こ
に
、
克
己
心
や
勇
気
や
忍
耐
が
必
要
と
な
る
が
、
そ

れ
は
外
か
ら
持
っ
て
来
る
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
で
あ
る
。
ど

う
し
て
も
自
分
み
ず
か
ら
、
内
に
建
設
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、

身
に
着
か
な
い
。
そ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
人
間
は
い
つ
に

な
っ
て
も
完
成
し
た
と
い
う
時
は
な
く
、
常
に
、「
完
成
せ
ら

れ
つ
つ
あ
る
。」
と
い
う
動
的
な
考
え
の
下
に
鍛
錬
を
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
学
校
を
卒
業
し
て
も
、
人
間

完
成
へ
の
道
程
は
、
ず
っ
と
先
へ
継
続
せ
ら
れ
て
い
る
と
、
何

人
も
考
え
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
知
識
の
こ
と
を
述
べ
よ
う
。
知
識
が
、
そ
の
ま
ま
活

用
せ
ら
れ
な
い
で
、
頭
の
中
に
し
ま
い
こ
ま
れ
て
い
て
は
な
ら

な
い
。
知
識
は
、
常
に
腹
の
中
に
整
理
し
て
お
い
て
、
必
要
な

時
は
、
日
常
生
活
の
い
か
な
る
場
合
に
も
、
十
分
に
実
地
に
活

用
で
き
な
け
れ
ば
、
何
の
価
値
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
知
識

は
、
活
用
し
な
い
と
自
然
に
消
え
て
な
く
な
る
心
配
が
あ
る
。

知
識
の
実
地
活
用
が
、
い
わ
ば
知
識
の
鍛
錬
で
あ
る
。
鍛
錬
せ

ら
れ
た
知
識
が
腹
の
中
に
整
理
せ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
輝
き

は
眼
の
中
に
美
し
く
現
わ
れ
て
く
る
。

か
く
し
て
、
校
歌
に
示
す
よ
う
な
、
国
家
に
有
用
な
日
本
婦

人
が
教
育
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
婦
人
を
、
ぜ
ひ
、

教
育
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
私
は
堅
く
信
じ
て
い
る
。

（
後
略
）

（
昭
和
十
七
年
二
月
十
五
日
）



学 園 歌

建学の柱、校歌の制定
校歌は学監斯波安により作詞され、東京音楽学校教授島崎赤太郎が作

曲し、晴れの開校式（1922年、大正11年）で披露された。
『身を鍛へ心きたへて世の中に

立ちてかひある人と生きなむ』
という詞について斯波安は「身を鍛え心を鍛えること即心身を鍛錬する
ことは、生をこの世にうけた人間が当然努力せねばならぬ第一の必要条
件であります。いかなることをなすにも身体が丈夫に鍛えられておらず、
また意志が薄弱であるとか、真面目に努力を続けることが出来ぬとかい
うようでは、成功するものではありません。まして世の中に出て何か事
業をし出そうとか、人の信用を得ようとか、また家庭の人となって夫を
助け子供を立派に育て上げようとかいう場合に、どうしてそれが出来ま
しょう。」と文華高等女学校校友会誌「文華」第1号（昭和2年3月発
行）の中で説いている。 （『十文字学園70年史』より）

学園歌「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」について

学園歌の最後の部分「生きなむ」については、次のような解釈が
あります。１つは、指導者が学生に呼びかけて、そうあってほしい
と希望する意味です。もう１つは、学生がこうあろうと自分の意志・
決定を歌っている意味にとれます。文法上、２つの意味のどちらと
とらえることも可能であり、そこに学園創設者の強い願いが込めら
れていることは確かです。
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