
東
京
同
窓
会
前
会
長

〈
は
じ
め
に
〉

「自
在
の
像
」
―
―
―
能
代
高
校
生
が
朝
な
夕
な
仰

ぎ
見
て
は
、

日
々
の
生
時
に
取
り
組
む
気
持
ち
を
新

た
に
し
能
代
高
校
生
と
し
て
の
誇
り
を
か
き
た
て
ら

れ
る
存
在
と
し
て
、

今
や
能
代
高
校
の
シ
ン
ボ
ル
と

な

っ
て
い
ま
す
。

「自
在
の
像
」
は
本
校
が
槽
子
山

（現
在
、

能
代
市

文
化
会
館
、

中
央
公
民
館
、

市
立
図
書
館
な
ど
の
あ

る
区
域
）
か
ら
こ
こ
高
塙

へ
の
移
転
を
完
了
し
創
立

五
十
周
年
を
祝

っ
た
昭
和
五
十
年
に
、

旧
制
能
代
中

学
校
時
代
の
卒
業
生
小
林
肇
氏
の
篤
志
に
よ

っ
て
寄

贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

全
長
八

・
七
メ
ー
ト
ル
。

力
強
い
若
者
の
ブ
ロ
ン

ズ
像
は
凛
と
し
た
目
を
輝
か
せ
、

東
方
を
ゆ
び
さ
し

て
立

っ
て
い
ま
す
。

像
の
制
作
は
美
術
の
戸
松
恭

一

先
生
、

寄
贈
を
促
し
た
の
は
当
時
の
鎌
回
宏
校
長
で

し
た
。

そ
の
時
か
ら
二
十
六
年
経
ち
、

「自
在
の
像
」
誕
生

の
い
き
さ
つ
を
知
ら
な
い
人
も
多
く
な

っ
て
き
ま
し

た
。

像
に
託
さ
れ
た
寄
贈
者
は
じ
め
関
係
者
の
思
い

を
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
小
林
氏
に
い
ろ
い
ろ
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、

次

の
よ
う
な
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に

「自
在
の
像
」
の
由
来
を
知
り
、

先

輩
の
母
校
に
対
す
る
熱
い
思
い
を
将
来
に
語
り
継
い

で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

/Jヽ

林

肇

氏

〈聞
き
手
〉

教
頭
　
越
後
美
緒
子

一- 6 -一
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―
―

　

「自
在
の
像
」
を
母
校
に
お
贈
り
く
だ
さ

る
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

私
は
、

戦
局
の
悪
化
が
地
方
都
市
の
学
校
に
ま
で

影
を
落
と
す
よ
う
に
な

っ
て
い
た
昭
和
十
九
年
四
月

に
、

樽
子
山
に
あ

っ
た
旧
制
能
代
中
学
校
に
入
り
ま

し
た
が
、　

一
年
生
の
時
の
二
月
に
学
校
が
火
災
で
失

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（注
①
参
照
）
戦
後
昭
和
二

十
三
年
三
月
に
新
し
い
校
舎
が
同
地
に
建
ち
ま
し
た

が
、

私
た
ち
の
学
年
は
授
業
で
使
用
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、

卒
業
式
だ
け
を
そ
の

一
隅
の
教
室
で
行

っ
た

の
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
、

広
い
敷
地
に
新
し
い
校
舎
を
建

設
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、

多
く
の
方
々
の

努
力
の
末
、

昭
和
四
十
七
年
十

一
月
か
ら
現
在
の
高

塙
校
舎
の
建
築
工
事
は
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
四
十
九
年
、

着
々
と
工
事
が
進
む
中
、

そ
の

年
の
四
月
に
着
任
さ
れ
た
鎌
田
宏
校
長
か
ら
私
は
新

校
舎
の
設
計
図
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

校
舎

の
火
災
、

仮
校
舎
で
の
授
業
、

そ
し
て
戦
時
下
の
学

校
生
活
と
、

恵
ま
れ
な
い
青
春
時
代
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
者
に
と
っ
て
、

新
校
舎
の
図
面
は
本
当
に
立
派

な
学
校
の
姿
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。

鎌
田
校
長
は
私
の
能
代
中
学
校
時
代
の
担
任
で
あ

り
国
語
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
自
分
の

会
社
の
求
人
な
ど
の
た
め
に
帰
郷
す
る
た
び
に
、

鎌

田
校
長
を
お
訪
ね
す
る
の
が

楽
し
み
で
し
た
。

そ
ん

な
あ
る
時
に
、

鎌
田
校
長
か
ら

「新
校
舎
落
成
を
機

に
何
か
寄
付
を
」
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

い
っ

た
い
何
が
い
い
の
か
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
う
ち

に
、

私
は
あ
の
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
樽
子
山
の
校
舎

を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
す
。

戦
前
の
校
舎
に
は
校
門
近
く
に
忠
魂
碑
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。

生
徒
は
登
下
校
の
新
必
ず
そ
の

前
で
立
ち
止
ま
り
、

威
儀
を
正
し
て
深
く
礼
を
し
て

行
き
来
し
た
も
の
で
す
。

今
の
高
校
生
に
は
想
像
も

つ
か
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

国
の
た
め
に
戦

っ
て
死
ん
だ
人
々
の
魂
を
ま
つ
り
、

働
き
を
讃
え
る

こ
と
は
当
時
の
学
校
で
は
強
く
指
導
さ
れ
て
い
ま
し

た
の
で
、

生
徒
は
厳
粛
な
思
い
で
最
敬
礼
を
し
て
通

っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
確
か
に
日
本
の
軍
国
主
義
の

下
で
の
学
校
教
育
の
形
で
あ

っ
た
わ
け
で
、

戦
後
は

当
然
の
こ
と
否
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、

朝
夕
の
そ
の
作
法
は
生
徒
に
と

っ
て
、

学
校

と

い
う
学
び
の
場
を
世
間
の
通
俗
か
ら
切
り
離
し
、

心
身
に

「け
じ
め
」
を
持
た
せ
て
勉
強
に
向
か
う
心

構
え
を
促
す
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

新
校
舎

へ
の
寄
付
は
せ

っ
か
く
な
ら
ば
、

新
し
い

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
学
校
に
風
格
を
与
え
、

生

徒
の
心
に

「け
じ
め
」
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
を

お
贈
り
し
た
い
も
の
だ
と
考
え
ま
し
た
。
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◆
人

粉

紹

介

◆

・
小
林
　
肇

（こ
ば
や
し
は
じ
め
）
氏

昭
和
四
年
生
。

能
代
市
扇
田
字
道
地
出
身
。

昭
和

十
九
年
旧
制
能
代
中
学
校

へ
入
学
、

同
二
十
三
年
卒

業
。

東
京
中
野
区
に
本
社
を
置
く
家
庭
用
品

。
日
用

品
卸
業
、

株
式
会
社

「友
和
」
を
創
業
し
、　

一
代
で

日
本
有
数
の
会
社
に
育
て
あ
げ
た
。

現
在
は
会
長
を

務
め
る
。

平
成
二
年
以
来
十
年
間
、

本
校
の
東
京
同

窓
会
会
長
と
し
て
、

関
東
地
方
在
住
の
卒
業
生
の
親

睦
や
母
校
発
展
の
た
め
に
多
大
な
尽
力
を
し
て
こ
ら

れ
た
。

第

一
体
育
館
に
掲
げ
て
あ
る
校
歌
の
一痛
額
も
、

小

林
氏
の
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・
鎌
日
　
宏

（か
ま
た
ひ
ろ
し
）
元
校
長

昭
和
四
十
九
年
三
月
か
ら
五
十
年
七
月
ま
で
、

丁

度
本
校
が
旧
樽
子
山
校
舎
か
ら
現
高
塙
新
校
舎

へ
移

転
し
た
と
き
の
校
長
。

旧
制
能
代
中
学
校
で
は
国
語

の
教
諭
を
務
め
た
。

五
十
年
の
年
度
途
中
に
能
代
市

教
育
長
へ
転
出
。

随
筆
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、

ヨ

番

桜
」
「古
革
新
草
」
な
ど
多
く
の
著
作
が
あ
る
。

平
成

十
二
年
没
。

・
戸
松
恭

一

（と
ま
つ
き
ょ
う
い
ち
）
先
生

本
校
を
昭
和
三
十
四
年
に
卒
業
後
、

秋
田
大
学
で

美
術
を
学
ぶ
。

専
攻
は
彫
刻
。

本
校
に
昭
和
四
十
八

年
か
ら
と
六
十
三
年
か
ら
の
二
回
勤
務
し
、

甲
子
園

に
出
場
し
た
硬
式
野
球
部
部
長
な
ど
も
務
め
た
。

能
代
工
業
高
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
全
国
大

会
優
勝
三
十
回
達
成
を
記
念
す
る

「栄
光
」
の
像
、

市
文
化
会
館
ホ
ー
ル
に
あ
る
柳
谷
清
三
郎
元
市
長
の

胸
像
な
ど
、

県
内
各
所
に
先
生
の
作
ら
れ
た
像
が
置

か
れ
て
い
る
。

うび



そ
の
後
鎌
田
校
長
か
ら
東
京

へ
電
話
を
い
た
だ
き
、

一
度
能
代

へ
来
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
、

早
速
お
伺

い
し
ま
し
た
。

鎌
回
校
長
と
浅
野
洋

一
先
生

（私
の

能
代
中
学
校
時
代
の
同
級
生
で
、

当
時
音
楽
担
当
の

教
諭
）
と
私
の
三
人
で
話
し
合
っ
た
中
に
は
、

〈
校
長

室
の
机
〉
な
ど
の
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ

話
し
合

っ
た
末
最
終
的
に
は
ブ
ロ
ン
ズ
の

「彫
像
」

を
造
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
　
今
に
し
て
思
え
ば
、

〈校
長
室
の
机
）
な
ど

で
な
く
て
本
当
に
良
か

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
に
し
て
も

「彫
像
」
と
い
う
ご
提
案
は

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
し

ょ
う
か
。

私
は
仕
事
で
た
び
た
び
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
ヘ
で
か
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
パ
リ
の
町
な
ど
を
歩

く
と
至
る
と
こ
ろ
に
銅
像
が
あ
り
ま
す
。

誰
が
作

っ

た
と
か
誰
の
像
だ
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
も
、

そ
れ
が
町
の
空
気
の
中
に
し
っ
く
り
と
と
け
込
ん
で

い
ま
す
。

そ
う

い
う
風
景
を

「
い
い
も
の
だ
な
ぁ
」

と
い
つ
も
思

っ
て
い
ま
し
た
。

美
術
館
に
し
ろ
博
物

館
に
し
ろ
、

そ
う
い
う
も
の
が

一
般
社
会
の
生
活
の

中
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
文
化
の
深
さ
、

歴
史
の
奥

行
き
の
よ
う
な
も
の
を
学
校
に
持
た
せ
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
、

「彫
像
を
」
と
い
う
私
の
提
案
に
な

っ
た

の
で
す
。

軍
人
な
ど
の
有
名
人
を
記
念
し
た
像
で
は

な
く
、

も

っ
と
別
な
像
が
で
き
れ
ば

・
・
・
と
思
い

描
い
た
の
で
す
。

―
―
　
像
の
制
作
は
ど
の
よ
う
に
し
て
進
め
ら
れ

た
の
で
す
か
。

ブ
ロ
ン
ズ
像
の
フ
オ
ー
ム
は
私
が
申
し
上
げ
ま
し

た
。

青
年
の
立
像
。

大
胆
で
赤
裸
々
な
、

人
間
そ
の

ま
ま
の
、

何
の
束
縛
も
こ
だ
わ
り
も
な
い
裸
像
を
と

お
願
い
し
ま
し
た
。

大
地
に
し

っ
か
り
足
を

つ
け
、

広
い
世
界

（宇
宙
）
を
目
指
し
て
天
を
指
す
。

曇
り

の
な
い
澄
ん
だ
目

・
・
・
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
申
し
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「自在の像」の下で全員写真

昭和52年、「自在の像」の下で撮影した卒業記念の全員写真。ここに写って

いる生徒は第48期生で、現在は41辞 42歳。校舎のまわりはいちめんの回んぼ

で、写真奥に仁井回の倫勝寺の木立ちがまっすぐに見わたされる。冬季には
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今は駐車場になっている第 1体育館横の空き地はこの頃は自転車置き場。

市道から校舎に至る道路も、今より北側にあったことがわかる。
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ま
し
た
。

像
の
制
作
は
誰
に
依
頼
す
る
か
と
い
う
話
に
な

っ

た
と
き
、

鎌
田
校
長
は
す
か
さ
ず
、

「そ
れ
は
本
校
の

美
術
教
諭
の
戸
松
恭

一
君
だ
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

戸
松
先
生
は
同
窓
生
で
も
あ
り
、

大
い
に
賛
成

し
た
次
第
で
す
。

後
で
聞
い
た
話
に
よ
る
と
、

戸
松

先
生
は
そ
の
後
校
長
室
に
呼
ば
れ
て
説
得
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

戸
松
先
生
と
は
そ
の
後
何
度
も
打
ち
合
わ
せ
を
行

い
ま
し
た
。

東
京

へ
き
て
も
ら

つ
て
彫
像
の
こ
と
や

フ
ラ
ン
ス
で
の
感
動
な
ど
も
お
話
し
し
た
り
、

ま
た

箱
根
に
あ
る
彫
刻
の
森
美
術
館
や
伊
豆
の
彫
刻
ロ
マ

ン
街
道
を

一
緒
に
回

っ
た
り
も
し
た
記
憶
が
あ
り
ま

す
。

こ
れ
は
彫
像
に
対
す
る
私
の
気
持
ち
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
で
し
た
。

原
型
は
戸
松
先
生
が
描
き
ま
し
た
。

デ
ッ
サ
ン
を

囲
ん
で
鎌
回
校
長
と
細
か
い
注
文
を
つ
け
た
り
も
し

ま
し
た
。

若
い
男
の
裸
の
像
で
は
、

男
女
共
学
の
学

校
で
も
あ
る
し
具
合
が
悪

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

話
が
出
た
り
も
し
ま
し
た
が
、

自
然
体
が
い
い
、

三

十
年
、

五
十
年
た

っ
て
み
ろ
、

そ
ん
な
こ
と
は
何
で

も
な
い
、

芸
術
作
品
と
し
て
の
基
準
を
あ
て
は
め
る

だ
け
で
い
い
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

戸
松
先
生
は
情
熱
家
で
、

た
く
ま
し
い
創
作
意
欲

が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
ま
し
た
。

彫
像
の
原
型
づ

く
り
は
戸
松
先
生
の
ご
家
族
、

特
に
父
上
の
ご
協
力

を
得
て
ご
自
宅
を
ア
ト
リ
エ
に
し
て
造
り
ま
し
た
。

像
の
あ
ま
り
の
大
き
さ
に
、

家
の
天
丼
を
抜
い
て
造

つ
て
く
だ
さ

つ
た
と
聞
い
て
お
り
、

今
さ
ら
な
が
ら

頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。

―
―
　
彫
像
の
寄
贈
は
、

小
林
様
お

一
人
で
し
て

く
だ
さ

っ
た
の
で
す
ね
。

彫
像
を
寄
付
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま

っ
て
、

さ

て
、

ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
事
業
に
参
加
し
た
ら
い

い
の
か
鎌
田
校
長
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

校
長
先
生
は

「君
が
ひ
と
り
で
や
れ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
つ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、

能
代

高
校
で
す
か
ら
私
よ
り
も
も

っ
と
有
名
な
方
が
た
く

さ
ん
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

後
々
の
学
校
の
名
誉
の

た
め
に
も
、

も

っ
と
名
の
あ
る
方
々
に
も
協
力
を
お

- 9 -

「自在の像」

はっきりしたことは不明であるが、昭和55～56年ごろから、能

高祭のときに 「自在の像」に能高祭実行委員の手でふんどしがは

かせられるようになった。今年度は赤い布地であつたが使う布地

はその年どしの流行の色や柄になることが多く、ストライプや水

玉模様、ひまわりの模様のふんどしであったこともある。

「北高生が来たら、日のやり場に困るだろう」との理由からだっ

た、という話も伝わっているが、言うまでもなく、能代高校生の

「自在の像」に対する親愛の情をあらわす、ゆかいな祭りの伝統で

ある。

０
し

・
ど

・
んこ
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願
い
し
て
は
ど
う
か
と
私
は
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
時
校
長
先
生
は

「だ
か
ら
君
な
の
だ
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

世
の
中
に
は
、

貴
人
、

賢
人
、

有
名
人
が
そ
の
道

そ
の
道
で
た
く
さ
ん
い
る
も
の
だ
し
、

成
功
者
、

資

産
家
、

財
産
家
、

有
力
者
と
言
わ
れ
る
人
も
多

い
。

そ
う
い
う
中
で
、

『読
み
人
知
ら
ず
』
の
名
作
も
あ
る

も
の
な
の
だ
。
こ
れ
か
ら
世
に
出
て
い
く
生
徒
た
ち

に
、

無
名
の
人
で
も
人
知
れ
ず
努
力
を
続
け
、

成
功

し
、

人
に
喜
ば
れ
る
こ
と
を
し
て
い
る
人
が
い
る
こ

と
を
、

無
言
で
教
え
た
い
の
だ
―
―
鎌
田
校
長
は
こ

の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

鎌
田
校
長
の
こ
の
教
え
を
、

私
は
人
生
の
指
針
と

し
て
今
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

社
員
に
向
か

っ
て

「誰
か
に
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
わ
か

つ
て
も
ら
う
こ
と
、

喜
ん
で
も
ら
う
こ
と
、

そ
れ
が

働
く
上
で
の
励
み
に
な
り
、

長
つ
づ
き
す
る
因
に
も

な
る
。

そ
う
す
れ
ば
楽
し
く
仕
事
が
で
き
る
の
だ
」

と
よ
く
話
し
て
聞
か
せ
て
い
ま
す
。

―
―

　

「自
在
の
像
」
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ

た
の
は
ど
の
よ
う
な
出
来
で
し
た
か
。

ど
ん

な
思
い
が
こ
の
命
名
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

「自
在
の
像
」
と
い
う
命
名
は
鎌
田
校
長
に
よ
る
も

の
で
す
。

「自
在
」
と
い
二ヽ
一一塁
木は
洪
自
誠
著

『采
狙
辞
」

の

一
節
で
あ
る

「心
身
何
等
自
在
」
か
ら
採

っ
て
い

ま
す
。

「自
在
の
像
」
の
プ
レ
ー
ト

台
座
正
面
に
、

銅
製
の
プ
レ
ー
ト
が
は
め
込

ま
れ
て
い
る
。

筆
跡
の
特
徴
か
ら
鎌
田
校
長
の

筆
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

師
弟
の
暖
か
い

交
流
が
し
の
ば
れ
る
。

ブ
ロ
ン
ズ
像
の
原
型
が
完
成
し
飛
騨
高
山
の
鋳
造

工
場

へ
搬
送
し
た
頃
の
あ
る
日
、

鎌
田
校
長
が
私
の

と
こ
ろ
へ
見
え
て
、

「菜
根
諄
」
の
原
文
を
示
し
そ
の

意
味
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

（注
②
参
照
）

「何
事
に
も
左
右
さ
れ
な
い
大
自
然
の
中
に
自
己
を

置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

束
縛
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自

由
な
発
想
や
自
然
な
動
き
が
で
き
る
の
だ
」
―
―
こ

ん
な
こ
と
も
話
さ
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

青
年
が
心
身
を
鍛
え
、

自
ら
の
目
標
を
高
く
掲
げ
、

努
め
て
勉
強
し
、

何
事
に
も
動
じ
る
こ
と
な
く
堂
々

と
意
思
表
示
し
、

自
由
自
在
に
力
強
く
前
進
す
る
、

能
代
高
校
は
そ
ん
な
気
風
を
作

っ
て
ほ
し
い
と
い
う

願
い
が
、

こ
の
像
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。

「自
在
の
像
」
は
、

昭
和
五
十
年
十
月

一
日
、

創
立

五
十
周
年
式
典
の
前
々
日
に
据
え

つ
け
ま
し
た
。

そ

- 1 0 -

「自在の像」除幕式

昭和50年10月 1日 に 「自在の像」の除幕

式が行われた。中央の椅子に小林肇氏 と小

林繁春校長はじめ当時の職員と工事関係者

が着席 している。在校生は3年 生だけが参

列 した。像の脇に、建設会社の トラックも

見え、紅白幕もないところからすると、ま

だ開式前の風景のようである。
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の
と
き
は
次
の
小
林
繁
春
校
長
に
代
わ

っ
て
い
ま
し

た
。

特
別
に
盛
大
な
除
幕
式
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

し
な
か

っ
た
た
め
、

小
林
校
長
が
ひ
ど
く
恐
縮
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、

私
は
そ
れ
で
い
い
と
思

っ
て

い
ま
し
た
。

―
―
　
今
改
め
て

「自
在
の
像
」
を
ご
覧
に
な

っ

て
、

ど
ん
な
お
気
持
ち
で
す
か
。

本
当
に
良
か

っ
た
、

無
名
で
よ
か

っ
た
、

と
改
め

て
思

っ
て
お
り
ま
す
。

は
る
か
後
輩
た
ち
が
何
の
わ

だ
か
ま
り
も
な
く
そ
ば
に
寄

っ
て
親
し
ん
で
く
れ
る
、

何
と
な
く
生
徒
の
思
い
出
の
ひ
と

つ
に
な

っ
て
い
る

よ
う
で
う
れ
し
い
気
持
ち
で
す
。
ま
た
、

学
校
で
も

生
徒
会
や
同
窓
会
で
も
、

そ
の
後
ず

っ
と

「自
在
の

像
」
を
大
事
に
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

当
時
は
少
し
大
き
す
ぎ
る
か
と
も
思

っ
た
の
で
す

が
、

大
き
く
て
よ
か

っ
た
な
あ
、

と
も
思
い
ま
す
。

据
え

つ
け
の
日
、

ク
レ
ー
ン
で
釣
り
上
げ
て
台
座

に
の
せ
る
作
業
を
、

戸
松
先
生
の
父
上
が
遠
く
か
ら

見
守

っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
今
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

父

上
は
そ
う

い
う
方
で
し
た
。

ま
た
こ
の
像
の
制
作
者
名
を
、

戸
松
先
生
は
ど
こ

に
も
刻
ん
で
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

彫
刻
と
い
う
も
の
は
、

本
来
誰
が
作

っ
た
か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
と

い
う

よ
う
な
お
話
を
開
か
さ
れ
ま
し
た
が
、

私
と
し
て
は

残
念
に
思

っ
て
お
り
ま
す
。

〈
終
わ
り
に
〉

学
校
と
い
う
と
こ
ろ
は
生
徒
も
職
員

も
年
々
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
な
の
で
、

き
ち
ん
と
残
す
べ
き
も
の
を
残
さ
な
い

で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

十
分
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
小
林
肇
氏
か
ら
直
接

う
か
が

つ
た
こ
と
を
書
き
と
め
る
こ
と

が
で
き
て
う
れ
し
く
思

っ
て
い
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
浅
野
洋

一
、

続

隆
、

渡
部
嵩
、

岡
卓
夫
、

藤
田

一
樹
の

各
氏
と
佐
藤
写
真
館
さ
ん
に
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

注
①
　
昭
和
十
九
年
二
月
、

樽
子
山
に
あ

っ
た
校

舎
は
火
事
で
焼
失
し
た
。

火
災
に
道
遇
し
た
旧

制
能
代
中
学
校
最
後
の
生
徒
た
ち
は
、

旧
長
根

町
の
淳
城
第

一
国
民
学
校

（今
の
能
代
市
役
所

第

一
庁
舎
の
西
側
、

け
や
き
公
園
の
北
側
の
位

置
に
あ

っ
た
）
の
空
き
校
舎
を
使

っ
た
仮
住
ま

い
で
高
校
生
活
を
送
っ
た
。

二
十
三
年
亘
月
に
、

元
の
場
所
に
新
校
舎
が

再
建
さ
れ
た
が
、

敗
戦
直
後
の
す
べ
て
の
物
資

が
著
し
く
事
欠
く
中
で
、

新
校
舎
を
建
て
る
こ

と
に
奔
走
し
て
く
だ
さ
つ
た
方
々
の
努
力
や
県

当
局
の
英
断
は
、

当
時
を
知
る
人
々
の
間
で
今

も
感
謝
を
込
め
て
語
ら
れ
て
い
る
。

注
②

　

『菜
根
諄
只
さ
い
こ
ん
た
ん
）

中
国
明
代

の
末
期
に
儒
教

・
仏
教

・
道
教
を
学
ん
だ
洪
自

誠
と
い
う
学
者
が
、

自
身
の
体
験
を
基
に
、

味

わ
い
深
い
人
生
の
哲
理
を
三
百
五
十
七
の
短
い

文
の
形
で
著
し
た
語
録
。

「自
在
」
と
い
う
言
葉
は
次
の
よ
う
に
掲
げ

ら
れ
た
文
の
中
に
あ
る
。

古
徳
云
、

竹
影
掃
階
塵
不
動
、

月
輪
穿

沼
水
無
痕
。

吾
儒
云
、

水
流
任
急
境
常

辞
、

花
落
難
頻
意
自
開
。

人
常
持
此
意
、

以
應
事
接
物
、

身
心
何
等
自
在
。
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