
神道津和野教学と現代（加藤）4�7

　

現
代
社
会
に
お
い
て
最
も
大
き
な
関
心
事
と
し
て
論
議
を
呼
ん

で
い
る
の
は
教
育
問
題
で
あ
ろ
う
。
昨
年
末
成
立
し
施
行
さ
れ
た

新
教
育
基
本
法
は
、
六
十
年
ぶ
り
の
全
面
改
正
で
、
ま
さ
に
戦
後

教
育
史
を
劃
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
教
育
の
目
的
は
こ
れ
ま
で

は
「
個
人
の
尊
厳
」「
人
格
の
完
成
」
を
期
す
と
い
う
抽
象
的
項

目
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
公
共
の
精
神
を
尊
び
、
伝
統
を
継
承
し

つ
つ
、
日
本
国
家
の
一
員
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
出
来
る
「
国

民
」
に
子
供
達
を
育
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
教
育
の
淵
源
を
た
ど
っ
て
み
る
時
、
江
戸
時
代
か
ら
明

治
に
か
け
て
各
藩
に
お
い
て
行
わ
れ
て
来
た
独
自
の
特
色
あ
る
教

化
活
動
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
現
代
の
教
育
制
度
を
考
え

る
に
当
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
藩
黌
教
育
を
こ
の
際
も
う
一
度
見
直

す
必
要
が
あ
ろ
う
。
各
藩
に
は
そ
れ
〴
〵
の
教
学
が
あ
り
、
そ
の

根
本
精
神
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
藩
の
性
格
な
り
指
針
な
り
が
解

明
で
き
る
と
思
う
。

　

幕
末
と
い
う
激
動
期
に
あ
っ
て
小
藩
な
が
ら
藩
黌
を
充
実
さ
せ
、

一
つ
の
教
学
を
打
ち
た
て
て
藩
の
教
化
を
行
っ
た
津
和
野
藩
も
そ

の
例
で
あ
る
。
津
和
野
教
学
思
想
の
根
源
と
み
ら
れ
る
岡
熊
臣
の

「
学
本
論
」
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
ま
た
津
和
野
藩
か
ら

輩
出
し
た
明
治
の
元
勲
の
一
人
、
福
羽
美
静
も
注
目
す
べ
き
人
物

で
あ
る
。

　

福
羽
美
静
は
島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
木
園
の
人
で
、
津
和
野

藩
の
藩
黌
養
老
館
で
国
学
や
兵
学
の
修
業
を
志
し
、
岡
熊
臣
の
教

え
を
受
け
て
い
た
が
、
更
に
京
都
で
大
国
隆
正
に
つ
い
て
国
学
を

専
修
し
、
律
令
格
式
に
精
通
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
安
政
三
年
十

月
十
日
に
は
養
老
館
の
教
師
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
文
久
よ
り
元
治
に

神
道
津
和
野
教
学
と
現
代

加

藤

隆

久

随

想
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か
け
て
は
国
内
紛
争
が
急
を
告
げ
て
来
る
の
で
、
単
な
る
学
究
者

た
る
事
を
許
さ
れ
ず
、
京
都
に
あ
っ
て
上
国
の
情
勢
を
察
知
し
、

或
い
は
元
治
元
年
四
月
に
は
多
胡
免
波
と
共
に
毛
利
家
へ
遣
わ
さ

れ
て
、
藩
が
朝
廷
や
幕
府
に
建
言
し
た
趣
旨
に
対
す
る
同
意
を
求

め
た
り
、
或
い
は
山
口
に
あ
っ
て
は
外
国
船
襲
来
の
実
情
を
調
査

し
、
湯
田
に
あ
る
三
条
実
美
公
ら
七
卿
の
近
況
や
長
州
藩
の
形
勢

を
津
和
野
へ
報
告
し
、
或
い
は
椋
木
弥
輔
ら
と
幕
府
の
討
長
に
つ

い
て
成
否
に
関
す
る
意
見
を
藩
主
に
答
申
す
る
な
ど
周
旋
に
努
力

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
築
後
の
真
木
和
泉
と
共
に
孝
明
天

皇
の
勅
問
に
答
え
奉
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
藩
の
興
廃
を
双
肩
に

担
っ
て
い
た
。
こ
の
間
、
美
静
は
神
葬
祭
・
霊
祭
式
の
案
を
立
て

て
藩
の
儀
礼
を
整
え
る
な
ど
上
下
の
た
め
に
抜
群
の
才
能
を
発
揮

し
た
人
物
で
あ
る
。
明
治
の
御
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
元
年
三
月

徴
士
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
、
神
祇
事
務
局
権
判
事
と
な
り
、
御
前

に
召
さ
れ
て
「
古
事
記
」
を
進
講
し
た
。
ま
た
天
皇
が
即
位
の
大

礼
を
あ
げ
さ
せ
給
う
際
、
即
位
新
式
の
調
査
の
立
案
の
実
務
を

執
っ
た
。
明
治
三
年
八
月
神
祇
少
副
の
職
を
勤
め
、
御
系
図
取
調

を
も
兼
務
し
、
大
嘗
祭
御
用
掛
を
承
わ
る
な
ど
、
明
治
維
新
の
功

業
を
翼
賛
し
勲
労
が
多
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
靖
国
神
社
の
源
流

と
も
見
ら
れ
る
招
魂
社
の
設
立
に
尽
粋
し
た
。
著
書
に
「
古
事
記

神
代
系
図
」「
遭
遇
時
事
記
」「
神
官
要
義
」「
忠
孝
本
義
」「
一
夢

の
記
」
な
ど
が
あ
り
明
治
の
神
道
教
化
や
神
社
行
政
に
携
っ
た
重

要
な
人
物
の
一
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
人
で
あ
る
。

　

こ
の
美
静
の
学
ん
だ
養
老
館
の
特
色
は
、
他
藩
の
藩
黌
と
異
な

り
、
儒
学
・
医
学
・
数
学
・
兵
学
な
ど
の
ほ
か
に
、
後
年
、
国
学

部
を
新
設
し
、
国
学
を
諸
学
の
首
位
に
置
き
、
国
学
教
師
に
岡
熊

臣
を
抜
擢
し
て
学
則
を
撰
ば
し
め
た
こ
と
で
あ
る
。
学
則
の
冒
頭

に
「
道
は
、
天
皇
の
天
下
を
治
め
給
ふ
大
道
に
し
て
、
開か

い

闢び
ゃ
く

以

来
地
に
墜お

ち

ず
、
人
物
の
因
っ
て
立
つ
所
に
し
て
、
今
日
万
機
即
ち

其
道
な
り
。
古
語
曰
惟か

む

神な
か
らと

は
神
の
道
に
随し

た
がふ

も
亦
お
の
づ
か
ら

神
の
道
あ
る
を
い
ふ
な
り
」
と
述
べ
、
そ
の
学
則
の
根
本
精
神
は

「
尊
皇
」「
敬
神
」「
愛
国
」
の
三
ヶ
條
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
全
館

塾
生
の
教
育
の
指
針
と
な
り
、
津
和
野
に
お
け
る
教
育
の
根
本
精

神
と
も
な
っ
た
。
そ
の
養
老
館
の
学
則
の
賛
に
書
い
た
福
羽
美
静

の
歌
に
、

　
　

�

な
が
れ
出
し
そ
の
ま
し
み
づ
の
み
な
も
と
と
お
も
へ
ば
ふ
か

き
か
げ
ぞ
こ
も
れ
る

と
あ
る
が
、
こ
の
岡
熊
臣
の
「
尊
皇
・
敬
神
・
愛
国
」
の
思
想
こ

そ
津
和
野
教
学
の
源
流
を
な
し
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
津
和
野
地
方
一
帯
の
神
職
に
熊
臣
が
如
何
な
る
神

道
教
化
を
し
た
の
か
を
現
存
す
る
著
述
よ
り
み
る
と
、
第
一
、
古

典
研
究
類　

第
二
、
兵
制
研
究
類　

第
三
、
心
霊
研
究
類　

第
四
、

教
育
研
究
類　

第
五
、
祭
祀
研
究
類　

第
六
、
文
学
語
学
研
究
類

第
七
、
創
作
類　

第
八
、
雑
著
類
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
目
次
の
内
容
を
更
に
大
別
す
る
と
、
㈠
神
道
の
根
本
精
神

は
何
か
と
い
う
問
題
、
㈡
霊
魂
の
問
題
、
㈢
神
職
並
び
に
祭
祀
の

問
題
、
㈣
古
典
研
究
と
そ
の
態
度
に
つ
い
て
、
㈤
師
匠
の
問
題
、

㈥
詠
歌
の
問
題
、
㈦
異
教
（
儒
教
、
仏
教
、
基
督
教
）
の
問
題
で
あ
り
、

以
上
七
つ
の
問
題
が
「
学
本
論
」
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

熊
臣
が
唱
え
た
神
道
の
根
本
精
神
は
「
学
本
論
」
一
の
巻
の
冒

頭
の
「
学
問
せ
ざ
る
者
の
心
得
」
な
ら
び
に
「
皇
国
の
道
」
に
次

の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

神
道
と
称
ふ
る
も
の
は
、
禰
宜
、
神
主
が
行
ふ
祭
祀
神
事
の

み
と
申
す
事
の
様
に
存
じ
候
ふ
族
の
み
之
有
候
。
笑
止
千
万

の
事
に
候
。
時
世
に
神
道
と
申
し
候
は
、
天
皇
の
天
下
を
治

め
給
ふ
大
道
の
事
に
し
て
、
た
だ
御
国
其
の
儘
の
治
乱
盛
衰

を
押
し
込
め
て
、
世
間
に
行
は
れ
ゆ
く
人
道
と
称
ふ
る
名
目

と
御
心
得
な
さ
る
べ
く
候
。

と
述
べ
、
天
皇
が
天
下
を
治
め
給
ふ
事
は
博
愛
の
心
な
く
し
て
出

来
る
こ
と
で
な
く
、
私
利
私
欲
に
よ
る
人
道
を
越
え
た
と
こ
ろ
に

あ
る
道
を
仰
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
諭
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
道
は

教
訓
と
か
流
儀
の
あ
る
芸
術
の
「
図か

た

」
で
は
な
く
、
行
往
坐
臥
こ

れ
皆
神
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
世
の
自
分
の
勤
め
を
精
一
ぱ

い
に
勤
め
挙
げ
、
そ
の
上
で
足
ら
ざ
る
所
を
神
の
御
意
に
ま
か
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
古
代
よ
り
培
わ
れ
て
来
た
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
あ
る
生
活
心
情
そ
の
も
の
が
神
道
の
根
本
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

　

就
中
、
熊
臣
は
安
心
立
命
論
を
重
要
視
し
て
説
い
て
い
る
。
我

国
に
も
本
来
の
安
心
立
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
古
学
に
よ
っ
て
、

君
や
親
に
対
す
る
道
を
知
り
、
こ
れ
を
行
え
ば
、
そ
こ
に
安
心
立

命
せ
ら
れ
る
道
理
を
わ
き
ま
え
た
者
と
し
て
惑
わ
ぬ
境
涯
が
あ
る

と
す
る
。
こ
れ
が
わ
が
国
人
と
し
て
の
安
心
立
命
で
、
本
居
宣
長

が
山
室
山
に
墓
を
造
っ
て
、
永
久
に
住
処
と
し
た
の
も
、
こ
の
道

理
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　

熊
臣
は
若
く
し
て
心
霊
研
究
に
熱
意
を
以
っ
て
当
り
、
神
道
人

と
し
て
我
々
が
死
す
れ
ば
如
何
な
る
状
態
と
な
る
か
と
い
う
事
を

深
く
研
究
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
神
道
に
お
け
る
霊
魂
観
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
一
家
言
を
持
っ
て
い
た
。
人
間
が
生
き
て
行
く
上

に
お
い
て
、
生
死
の
問
題
と
い
う
の
は
最
も
大
切
な
宗
教
問
題
と

し
て
、
人
々
を
教
育
す
る
場
合
に
も
こ
れ
を
解
決
し
て
お
く
事
が

肝
要
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

神
道
は
古
来
よ
り
尊
く
伝
わ
っ
た
ま
ま
万
世
一
系
の
ま
に
ま
に

伝
え
る
の
で
あ
っ
て
、
外
の
宗
教
の
ご
と
く
に
一
道
の
教
化
に
流

れ
た
り
、
一
道
の
学
術
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
意
見
で
あ
り
、
こ
れ
は
神
職
と
し
て
彼
の
神
学
的
態
度
と
も
い

え
よ
う
。

　

神
道
の
神
は
、
上
古
の
人
で
あ
っ
て
形
象
が
あ
り
、
常
体
の
人

間
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
尊
卑
、
善
悪
、
強
弱
、
ま
た
は
活い

き
た
る
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現
人
神
、
ま
た
は
霊
神
な
ど
、
様
々
な
神
が
存
在
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
を
常
人
と
は
異
な
る
徳
行
、
威
力
、
怪
異
等
の
あ
る

神
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
と
称
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
外
国
で
謂
わ
ゆ
る
聖
人
と
申
す
「
格
」
と
全
く
同
じ
考
え

で
あ
る
。
聖
人
に
は
違
い
な
い
が
、
常
人
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
聖
人
と
い
う
の
で
あ
る
。
神
道
の
神
も
人
に
違
い
な
い

が
、
常
人
で
は
な
い
故
、
神
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
岡

熊
臣
は
神
観
念
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
紀
要
は
、「
日
本
人
の
霊
魂
観
と
慰
霊
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
の
特
集
号
な
る
が
故
に
、
本
稿
に
於
て
も
、
神
道
津
和
野

教
学
の
中
か
ら
、
岡
熊
臣
の
生
死
観
、
霊
魂
観
を
抽
出
し
て
述
べ

て
み
よ
う
。
岡
熊
臣
は
、
死
を
「
夫
世
間
の
悪
事
は
其
極
み
死
を

も
っ
て
終
り
と
す
。
死
よ
り
甚
し
き
凶
悪
事
は
な
き
な
り
」
と
、

彼
の
著
「
千
世
乃
住
處
」
に
記
し
て
お
り
、
死
を
悪
事
や
禍
い
の

最
た
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
生
成
は
、
産

霊
神
の
働
き
に
よ
っ
て
、
火
水
土
風
を
結
び
合
わ
せ
、
天
つ
神
の

御
魂
を
付
加
し
て
可
能
と
な
る
も
の
で
、
死
は
イ
ブ
キ
と
し
て
の

風
が
火
土
水
か
ら
離
散
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
あ
る
と

説
い
て
い
る
。
死
後
の
霊
魂
は
、
こ
の
世
に
永
遠
に
留
ま
り
、
神

と
な
っ
て
君
主
、
親
子
、
孫
を
幸
わ
う
働
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

死
後
黄
泉
国
へ
行
く
の
は
、
霊
魂
の
中
の
「
本
ツ
霊
」
で
あ
っ
て
、

「
幸
魂
奇
魂
」は
永
遠
に
こ
の
世
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

人
間
の
霊
魂
は
、
本
ツ
霊
、
幸
魂
、
和
魂
、
奇
魂
、
荒
魂
な
ど
に

分
か
れ
て
い
る
事
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

熊
臣
の
死
後
の
世
界
や
霊
魂
観
は
、
人
間
は
、
火
水
土
風
の
四

種
の
元
ノ
気
に
神
魂
が
付
加
さ
れ
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
火
水

土
の
気
を
結
び
つ
け
て
い
る
神
魂
が
離
脱
す
る
と
、
水
土
の
骸
だ

け
に
な
る
。
産
霊
神
か
ら
賦
与
さ
れ
た
本
ツ
霊
は
、
根
底
国
を
経

て
月
夜
見
国
へ
去
り
行
く
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
本
ツ
霊
は
、

見
る
事
も
聞
く
事
も
識
る
事
も
な
き
霊
魂
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
と

は
断
絶
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
本
ツ
霊
に
対
し
て
、
死

後
も
活
動
す
る
霊
魂
は
、
奇
魂
・
幸
魂
で
あ
り
、
こ
の
霊
魂
は
、

こ
の
世
に
あ
る
幽
冥
界
に
永
久
に
隠
れ
て
住
む
も
の
で
あ
る
。
霊

魂
の
留
ま
る
幽
冥
界
と
は
、
骸
を
葬
り
隠
し
て
い
る
墓
処
で
あ
る
。

こ
の
世
界
は
測
り
知
り
難
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
幽
府
の
境
界
に

は
衣
食
住
の
道
も
万
事
備
わ
っ
て
あ
る
。
し
か
も
、
其
の
霊
魂
は

神
と
な
り
、
祭
れ
ば
、
其
処
に
来
臨
し
、
祭
り
の
御
贄
を
受
け
、

子
孫
を
も
君
父
を
も
幸
ひ
守
る
べ
き
も
の
と
考
察
し
て
い
る
。
更

に
世
界
の
人
の
死
し
た
る
霊
は
、
貴
も
賤
も
、
善
も
悪
も
、
悉

こ
と
ご
とく

に
幽
冥
界
の
盟
主
大
国
主
神
の
御
臣
と
な
っ
て
仕
え
て
あ
る
べ
き

も
の
で
あ
る―

と
岡
熊
臣
独
自
の
死
生
観
、
幽
冥
観
、
霊
魂
観

を
論
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
熊
臣
は
神
職
並
び
に
祭
祀
に
つ
い
て
は
如
何
に
考
え
て

い
た
の
か
、
見
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
は
実
践
神
道
学
者
で
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あ
っ
た
た
め
に
、
神
道
に
関
し
て
は
、
実
際
の
祭
儀
に
つ
い
て
も

亦
日
常
の
神
ま
つ
り
に
つ
い
て
も
古
典
に
拠
っ
て
正
確
に
教
化
し

よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
も
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
も
の

と
し
て
、
神
職
の
子
弟
の
た
め
に
文
政
三
年
に
書
き
記
し
た
「
神

家
童
子
訓
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
変
体
漢
字
で
書
き
記
し
た
短
い
文

で
あ
る
が
、
神
職
の
子
弟
が
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
知
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
基
本
的
な
問
題
の
数
々
を
要
領
よ
く
纏
め
上

げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　

�

そ
も
そ
も
神
職
之
家
は
五
六
歳
の
時
よ
り
ま
づ
神
拝
の
式
よ

ろ
し
く
こ
れ
勤
む
べ
し
。
お
よ
そ
神
拝
に
は
本
式
と
略
式
あ

り
。
毎
朝
顔
を
洗
ひ
口
を
漱
ぎ
、
神
前
に
向
ひ
て
柏
手
一
揖

す
べ
し
。

と
い
う
言
葉
に
は
じ
ま
り
、

　
　

�

手
習
学
問
の
始
は
、
す
べ
か
ら
く
先
ず
読
み
習
ひ
五
十
音
、

平
仮
名
は
便
に
任
せ
て
、
之
を
書
き
習
ふ
べ
し
。
元
日
、
五

節
供
定
例
の
祭
日
は
烏
帽
子
、
浄
衣
を
着
け
、
身
体
清
浄
に

し
て
、
社
登
、
昇
殿
、
御
開
、
御
神
供
、
神
酒
の
献
上
、
御

祓
、
祝
詞
、
奉
幣
、
御
神
楽
、
太
鼓
、
唱
行
等
専
ら
其
の
宮

そ
の
社
の
古
実
、
仕
来
り
の
法の

り

に
随
ひ
て
執
行
す
べ
し

と
説
き
、

　
　

�

そ
れ
我
が
国
の
人
た
る
者
、
忠
を
以
て
先
と
為
し
、
孝
悌
信

義
之
に
次
ぐ
、
是
神
国
神
教
の
大
本
な
り

と
諭
し
て
い
る
。
更
に
神
職
の
職
分
階
級
の
問
題
か
ら
、
神
職
の

子
弟
と
し
て
は
虚
言
、
博
打
、
窃
盗
、
大
酒
、
淫
乱
等
の
事
柄
は

強
く
戒
し
め
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
だ
と
し
て
い
る
。

　
　

�

時
々
和
歌
の
道
心
懸
く
べ
し
。
そ
れ
歌
道
は
神
道
の
羽
翼
、

人
情
の
根
元
を
知
る
べ
き
な
り
。
神
職
た
る
者
、
神
道
歌
道

の
大
意
を
知
ら
ず
ば
奈
何
ぞ
、
神
霊
感
応
の
境
に
致
ら
む

と
述
べ
、
神
職
た
る
者
歌
を
詠
む
事
の
必
要
性
を
説
き
、
神
職
が

最
小
限
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
を
要
領
よ
く
纏
め
あ
げ
て

い
る
。
最
後
に
神
職
の
子
弟
た
る
も
の
は
、

　
　

�

平
生
堪
忍
を
以
て
心
と
な
し
、
柔
和
を
も
っ
て
体
と
な
し
、

正
直
を
以
て
道
と
な
し
、
剛
毅
を
以
て
行
と
な
し
、
他
人
の

悪
を
尢
と
せ
ず
、
吾
身
の
善
を
挙
げ
せ
ず
、
人
の
薄
情
を
憤

る
べ
か
ら
ず

と
結
ん
で
い
る
。
実
践
神
道
家
の
子
供
達
の
守
る
べ
き
要
諦
が
示

さ
れ
て
お
り
、
熊
臣
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
津
和
野
地
方
の
神
職
子

弟
の
教
訓
書
と
し
て
教
育
の
任
に
当
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
に
於
て
も
必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
教
化
教

育
法
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
生
田
神
社
宮
司
・
神
戸
女
子
大
学
名
誉
教
授
・
文
学
博
士
）




