
埼
彼
埜
凪

円
田
①

題
字
は
能
代
市
教
育
長

前
能
代
高
校
長
　
鎌
田
　
宏
氏

旅
立
ち
の
こ
ろ

「
こ
れ
が
、
カ
ダ
（
八
郎
潟
）
　
の

見
納
め
だ
べ
か
」

揺
れ
動
く
荷
馬
車
の
上
で
、
畠
山

哲
也
（
1
期
、
元
能
代
市
立
檎
山
中

校
長
）
は
真
剣
に
そ
う
思
っ
た
。

あ
の
日
か
ら
五
十
年
。
見
納
め
に

は
な
ら
な
か
っ
た
八
郎
潟
も
、
そ
の

姿
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
半
世
紀
の

時
の
流
れ
。
そ
う
い
え
ば
、
愛
す
る

母
校
も
、
こ
と
し
が
輝
か
し
い
創
立

五
十
周
年
。
母
校
を
思
う
時
、
五
十

年
前
の
少
年
の
日
の
自
分
の
姿
が
、

畠
山
は
た
ま
ら
な
く
な
つ
か
し
い
。

大
正
十
四
年
四
月
五
日
－
畠
山

は
、
そ
の
日
、
家
族
と
別
れ
る
寂
し

さ
を
必
死
に
こ
ら
え
た
。
め
そ
め
そ

す
る
な
ん
て
自
分
ら
し
く
な
い
。
あ

し
た
か
ら
は
、
あ
こ
が
れ
の
中
学
生

活
が
隣
町
の
能
代
で
始
ま
る
の
だ
と

思
い
な
が
ら
も
…
：
。

畠
山
の
故
郷
は
浜
口
村
（
現
山
本

郡
八
竜
町
）
。
家
の
中
か
ら
海
の
よ

う
に
広
い
八
郎
潟
が
見
え
た
。

「
カ
ダ
さ
行
く
で
あ
」

幼
い
こ
ろ
の
畠
山
は
、
そ
れ
が
ロ

ぐ
せ
。
夏
を
待
ち
か
ね
て
、
水
泳
や

ら
シ
ジ
ミ
採
り
…
…
。
い
つ
ま
で
遊

ん
で
い
て
も
あ
き
な
い
。
美
し
い
大

自
然
の
中
の
カ
ダ
。
ま
さ
に
”
母
な

る
八
郎
潟
“
で
あ
っ
た
。

入
学
式
の
前
日
、
畠
山
は
荷
馬
車

に
乗
っ
て
故
郷
を
離
れ
た
。
能
代
ま

で
二
時
間
余
の
道
の
り
。
い
ま
で
こ

そ
車
で
三
十
分
ぐ
ら
い
の
距
離
だ

が
、
交
通
が
不
便
な
当
時
は
、
異
国

へ
の
旅
立
ち
の
心
境
だ
っ
た
。

現
在
と
違
っ
て
、
中
学
（
高
校
）

が
ど
こ
に
も
あ
る
時
代
で
は
な
い
。

進
学
を
望
ん
で
も
な
か
な
か
か
な
わ

な
い
し
、
た
と
え
実
現
し
て
も
、
農

村
部
の
少
年
た
ち
は
故
郷
を
離
れ
て

暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

畠
山
の
乗
っ
た
馬
車
は
、
八
郎
潟

の
岸
に
沿
っ
て
し
ば
ら
く
進
ん
だ
。

馬
車
が
や
っ
と
ス
レ
違
え
る
細
い
道

だ
。
大
曲
の
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
7

号
国
道
に
出
た
。
そ
こ
で
、
視
界
か

ら
八
郎
潟
が
消
え
た
。

い
つ
も
は
、
米
俵
を
い
っ
ぱ
い
積

ん
で
能
代
ま
で
行
っ
て
い
る
馬
車
。

こ
の
日
だ
け
は
、
畠
山
愛
用
の
バ
ス

ケ
ッ
ト
、
柳
ご
う
り
、
ふ
と
ん
の
包

み
を
運
ん
だ
。
老
馬
の
足
取
り
は
軽

か
っ
た
。

「
ほ
ら
見
れ
。
あ
ん
な
に
雪
が
あ

る
で
あ
」

「
ん
だ
。
商
の
ほ
う
で
は
、
桜
が

咲
き
出
し
た
の
に
な
」

同
行
し
た
村
会
議
員
の
父
親
と
そ

ん
な
や
り
と
り
。
も
う
四
月
と
い
う

の
に
、
道
端
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
一

㍍
近
い
残
雪
か
つ
て
の
能
代
の
冬

は
、
雪
が
多
く
、
寒
さ
も
厳
し
か

った。能
代
に
着
い
た
晩
、
東
京
で
い
え

ば
帝
国
ホ
テ
ル
級
の
大
原
旅
館
へ
一

泊
し
た
。
こ
こ
は
、
入
学
試
験
を
受

け
に
来
た
時
に
も
世
話
に
な
っ
た
。

浜
口
村
の
少
年
で
能
中
を
受
験
し

た
の
は
五
人
。
合
格
は
畠
山
と
清
水

正
太
郎
（
八
竜
消
防
団
長
）
の
二
人

だ
け
。
そ
の
清
水
と
偶
然
旅
館
で
同



室
し
た
。
清
水
の
父
親
も
村
会
議
員

だ
つ
た
し
、
あ
る
い
は
親
同
士
の
打

合
せ
で
そ
う
な
っ
た
の
か
。

清
水
も
、
馬
の
背
に
揺
ら
れ
て
能

代
に
や
っ
て
来
た
。

い
よ
い
よ
”
旅
立
ち
“
と
い
う
時
、

畠
山
は
祖
父
か
ら
せ
ん
別
を
も
ら
っ

た
。
中
身
を
調
べ
た
ら
五
円
札
が
一

枚
。
授
業
料
、
寄
宿
料
、
小
遣
い
銭

な
ど
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
も
二
十
円

あ
れ
ば
足
り
た
時
代
。
当
時
と
す
れ

ば
大
金
の
”
愛
の
せ
ん
別
“
で
、
何

に
使
っ
た
か
は
き
れ
い
に
忘
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
金
額
が
五
円
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
五
十
年
後
の
い
ま
も

忘
れ
な
い
。
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

親船、轟．．
匡『

lI・、

さし絵は戸松恭一（新11期・能代高教諭）

舎
生
事
始
め

「
き
ょ
う
か
ら
、
オ
レ
も
仲
間
に

入
れ
て
け
れ
」

す
こ
ぶ
る
人
の
よ
さ
そ
う
な
笑
顔

で
清
水
正
太
郎
（
第
一
話
に
登
場
）

が
頭
を
下
げ
た
。

畠
山
哲
也
（
同
）
が
、
ち
ょ
っ
ぴ

り
先
輩
ぶ
っ
て
、
こ
う
答
え
た
。

「
ン
、
い
い
よ
。
大
い
に
や
っ
ぺ
し
」

こ
れ
で
や
っ
と
舎
生
が
二
人
。
畠

山
は
内
心
、
ホ
ッ
と
し
た
。

入
学
式
（
大
正
十
四
年
四
月
六
日
）

を
終
え
た
畠
山
は
、
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
と
し
て
、
寄
宿
舎
に
入
っ
た
。

自
宅
か
ら
馬
車
で
二
時
間
以
上
か
か

る
の
だ
か
ら
、
自
宅
通
学
は
で
き
っ

こ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ま
さ
か
舎
生
が

一
人
ば
っ
ち
と
は
考
え
て
い
な
か
っ

た
。
能
中
一
期
生
の
名
誉
あ
る
看
板

は
う
れ
し
い
が
、
舎
生
第
二
号
は
そ

ん
な
に
名
誉
だ
ろ
う
か
。

「
早
え
ぐ
、
舎
生
が
増
え
な
い
も

の
か
」

と
願
っ
て
い
た
。

そ
こ
へ
現
れ
た
の
が
清
水
で
あ

る
。
聞
け
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ワ
ケ

が
あ
っ
て
、
寄
宿
生
活
に
切
り
替
え

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

清
水
は
、
最
初
の
一
カ
月
間
能
代

郊
外
の
長
崎
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
お

ば
の
家
に
下
宿
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
下
宿
と
い
う
の
も
、

想
像
以
上
に
不
便
。
第
一
、
農
家
な

の
で
、
朝
が
非
常
に
早
い
。
夜
は
そ

の
逆
だ
。
夜
遅
く
ま
で
本
気
に
な
っ

て
勉
強
し
よ
う
か
な
と
張
り
切
っ
て

い
た
の
に
、
お
ば
の
家
の
生
活
ペ
ー

ス
と
ど
う
も
か
み
あ
わ
な
い
。

そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
清
水
は
下
宿

先
を
自
分
で
出
た
。
”
二
人
ば
っ
ち
“
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の
寄
宿
生
活
が
半
年
は
ど
続
き
、
舎

生
が
ド
ン
と
増
え
た
の
は
、
冬
に
入

る
こ
ろ
。
通
学
距
離
の
比
較
的
遠
い

者
が
、
冬
だ
け
寄
宿
舎
を
利
用
す
る

た
め
だ
っ
た
。

寄
宿
舎
に
は
、
フ
ロ
が
な
い
。
百

㍍
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
吉
湯
＝

梅
田
正
治
（
5
期
）
経
営
＝
が
あ
り
、

月
決
め
で
フ
ロ
代
を
払
っ
て
、
通

った。「
ハ
ハ
ー
ン
、
能
中
の
学
生
さ
ん

が
た
、
ま
た
来
て
る
だ
な
」

脱
衣
カ
ゴ
を
見
れ
ば
、
舎
生
が
プ

ロ
に
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
す
ぐ

わ
か
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
だ
。

カ
ゴ
の
底
に
、
必
ず
き
ち
ん
と
折
り

た
た
ん
だ
ハ
カ
マ
。
一
番
上
に
、
黄

線
入
り
の
学
帽
が
ち
ょ
こ
ん
と
の
っ

て
い
る
。

制
服
以
外
で
外
出
す
る
時
に
は
、

必
ず
ハ
カ
マ
着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
。
目
と
鼻
の
先
の
プ
ロ
へ
入

り
に
行
く
の
に
も
、
例
外
と
さ
れ
な

い
ほ
ど
校
風
が
厳
格
だ
っ
た
の
で

あ
る
。こ

ん
な
習
慣
な
の
で
、
着
物
の
た

た
み
方
に
か
け
て
は
名
人
級
。

「
お
め
、
男
だ
で
ね
。
オ
レ
よ
り

上
手
だ
す
な
」

畠
山
は
、
新
婚
ホ
ヤ
ホ
ヤ
の
時
、

奥
さ
ん
か
ら
そ
ん
な
お
は
め
の
言
葉

を
受
け
た
く
ら
い
だ
。

寄
宿
舎
自
慢
の
お
か
ず
は
カ
レ
イ

の
煮
つ
け
。
た
ま
に
は
い
い
が
、
毎

日
カ
レ
イ
の
煮
つ
け
で
は
食
傷
す

る
。
畠
山
は
、
そ
の
た
び
に
う
ん
ざ

り
。
ハ
シ
を
つ
け
な
く
な
っ
た
。

寄
宿
生
活
を
送
っ
た
一
期
生
に
は

畠
山
、
清
水
の
ほ
か
大
友
秀
三
郎

（
元
本
荘
松
ケ
崎
中
校
長
）
ら
十
人
。

厳
し
さ
三
川
張
り
の
舎
監
長
、
今
福

兼
蔵
、
卒
業
式
の
日
の
晩
開
か
れ
た

舎
生
の
離
散
会
で
人
が
変
わ
っ
た
よ

う
な
理
解
を
示
し
た
。

「
ま
ず
、
飲
め
る
だ
け
飲
ん
で
み
れ
」

無
事
卒
業
の
祝
い
気
分
に
ひ
た
っ

さし絵は戸松恭一（新11期・能代高教諭）

て
い
た
畠
山
ら
は
、
一
升
ビ
ン
を

次
々
に
カ
ラ
に
し
た
。
大
分
酔
っ
て

ひ
と
眠
り
し
て
、
ま
た
飲
ん
だ
者
も
。

「
酒
の
一
升
ぐ
れ
だ
ば
、
飲
む
気

に
な
れ
ば
じ
ょ
さ
ね
…
…
」

一
度
も
酒
を
口
に
し
な
か
っ
た
畠

山
が
、
妙
な
自
信
を
つ
け
た
の
は
そ

の
離
散
会
が
き
っ
か
け
だ
。
六
十
を

越
し
た
最
近
で
は
、
二
人
で
一
升
が

ち
ょ
う
ど
適
量
だ
け
れ
ど
…
…
。

（
敬
称
略
）
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