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藤
樹
人
間
学

塾
へ
は
、
人
間

力
を
高
め
た
り

身
を
修
め
た
り

す
る
た
め
の
学

び
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
時
に
お
誘
い

を
い
た
だ
い
た
ご
縁
で
、
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

初
参
加
は
平
成
三
十
年
四
月
で
し
た

が
、
ま
ず
驚
き
だ
っ
た
の
は
、
月
一
回
の

開
催
を
そ
の
時
点
で
す
で
に
八
十
回
も
重

ね
て
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
学
び
と
い
う
の
は
、
知
識

と
し
て
習
得
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
参
加

を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
何
と
な
く
体
に
染

み
込
ん
で
き
て
、
人
間
力
を
高
め
る
生
き

方
を
だ
ん
だ
ん
と
「
体
認
で
き
る
」
よ
う

に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。　

　

参
加
す
る
た
び
に
、
テ
キ
ス
ト
に
加
え

て
、
時
事
問
題
や
経
済
お
よ
び
経
営
な
ど

に
関
す
る
充
実
し
た
資
料
を
毎
回
選
ん
で

ご
準
備
さ
れ
る
こ
と
に
も
頭
が
下
が
り
、

コ
ピ
ー
代
だ
け
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
恐
縮
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
資
料
を
活
用
し
な
が
ら
、

藤
樹
先
生
の
教
え
の
実
践
と
経
済
の
活
性

化
と
の
結
び
つ
き
を
具
体
的
に
教
え
て
い

た
だ
く
な
ど
、
新
鮮
な
学
び
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

理
解
に
つ
い
て
も
、
体
認
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
自
分
自
身
は
ま
だ

ま
だ
不
十
分
な
状
態
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「
中
庸
」
と
言
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
生
き

方
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
宇
宙
が
進
化
し
続

け
て
い
る
こ
と
に
伴
っ
て
人
間
も
進
化
し

続
け
て
い
る
と
い
う
大
自
然
の
摂
理
に

沿
っ
た
、
人
間
と
し
て
進
化
し
て
い
く
方

向
の
生
き
方
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

・
親
孝
行
だ
け
で
は
な
く
、
万
物
を
慈
し

む
「
孝
」。

・
愛
情
ホ
ル
モ
ン
を
産
む
「
利
他
」
の
精

神
。

・
意
（
主
観
的
な
も
の
、
恣
意
）、
必
（
無

理
に
押
す
）、
固
（
固
執
）、
我
（
自
己

中
心
の
考
え
）
の
、
四
つ
を
取
り
去
る
。

・
中
立
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
両
者

の
共
通
す
る
利
益
を
見
つ
け
て
一
緒
に

実
現
す
る
。

　

高
島
市
は
こ
の
よ
う
な
教
え
が
長
年
に

渡
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
に
根
付
い
て
い
る

地
域
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
世
界
に

誇
る
高
島
市
の
発
酵
文
化
の
「
酵
」
は
、

「
酒
」
と
「
孝
」
の
字
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
お
り
、
発
酵
文
化
は
、
自
然
の
摂
理
に

沿
っ
て
万
物
を
育
て
る
と
い
う
意
味
で
、

藤
樹
先
生
の
「
孝
」
の
教
え
と
重
な
る
も

の
で
あ
る
と
塾
長
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

一
方
で
、
世
界
的
に
は
、
プ
ー
チ
ン
政

権
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
略
戦
争
と

と
も
に
、
各
国
で
非
民
主
主
義
が
台
頭
す

る
な
ど
の
厳
し
い
情
勢
に
あ
る
と
言
え
ま

す
。

　

世
の
中
が
衰
退
し
て
い
く
時
は
、「
中

庸
」
か
ら
離
れ
る
人
を
讃
え
る
傾
向
が
強

ま
る
と
、
人
間
学
塾
の
教
材
に
書
か
れ
て

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う

な
厳
し
い
世

界
情
勢
の
中

だ
か
ら
こ

そ
、「
中
庸
」

に
沿
っ
た
藤

樹
先
生
の
教

え
や
、
藤
樹

先
生
の
教
え

に
重
な
る
高
島
市
そ
し
て
日
本
の
文
化
や

産
業
の
価
値
を
再
認
識
し
、
誇
り
を
持
っ

て
世
界
に
発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

藤
樹
人
間
学
塾
は
令
和
四
年
十
月
に

百
三
十
回
目
を
迎
え
ま
す
。
お
菓
子
を
食

べ
な
が
ら
の
楽
し
い
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

も
あ
り
、
自
分
自
身
が
人
間
と
し
て
少
し

で
も
進
化
す
る
た
め
に
も
、
高
島
市
や
日

本
の
価
値
を
も
っ
と
知
る
た
め
に
も
、
こ

れ
か
ら
も
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

「
藤
樹
人
間
学
塾
で
の
学
び
」
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