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母
校
創
立
１
５
０
周
年
の
節
目
に

神
村
ふ
じ
を　
　

　

母
校
の
小
学
校
の
教
頭
先
生
か
ら
突
然
電
話
が
入
っ
た
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
に
話
を
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
母
校
が
創
立
が
創
立
１
５
０
周
年
を
迎
え
た
の
で
、
卒
業
生
で
あ
る
私
に
学
校
の
歴
史
な
ど
を
含
め
て
、
「
何

で
も
い
い
が
ら
話
し
て
く
れ
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
何
で
も
い
い
な
が
あ
？
」
「
何
で
も
し
ぇ
っ
す
」
「
何
で
も
い
い
げ
ば
…
…
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
が
、
蓋
を
開
け
て
み
た
ら
、
保
護
者
の
授
業
参
観
の
日
に
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
役
員
研
修

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
保
護
者
全
員
と
い
う
、
大
人
に
話
を
す
る
と
い
う
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ

た
。

　

元
々
小
学
校
の
教
師
な
の
で
、
子
ど
も
相
手
の
話
は
何
と
か
で
き
そ
う
だ
が
、
大
人
に
話
す
と
な
る
と
や
は
り
気

が
重
い
。
大
体
教
師
の
話
な
ど
と
い
う
の
は
面
白
く
な
い
の
に
決
ま
っ
て
い
る
。
１
時
間
も
我
慢
を
し
て
も
ら
う
の

は
辛
い
話
だ
。

　

け
れ
ど
も
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
し
ょ
う
が
な
い
。
母
校
の
歴
史
に
つ
い
て
も
す
べ
て
わ
か
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
勉
強
す
る
機
会
を
も
ら
っ
た
と
思
い
直
し
て
、
町
史
に
も
目
を
通
し
た
り
、
創
立
１
０
０
周

年
の
記
念
誌
を
繙
い
た
り
し
な
が
ら
、
話
を
組
み
立
て
よ
う
と
思
っ
た
。

　

私
の
母
校
の
左

あ
て
ら
ざ
わ沢
小
学
校
は
、
明
治
６
年
の
４
月
10
日
に
開
校
し
た
。
今
年
で
１
５
０
周
年
の
節
目
の
年
に
な
っ

た
。
私
の
住
む
地
区
の
中
で
は
一
番
早
か
っ
た
の
で
、
「
第
一
番
左
澤
学
校
」
と
称
し
て
、
町
の
人
の
そ
の
誇
り
た

る
や
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
一
番
左
澤
学
校
か
ら
遅
れ
る
こ
と
ひ
と
月
、
隣
村
に
学
校
が
で

き
、
そ
れ
か
ら
次
々
と
周
辺
の
町
村
に
学
校
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

明
治
新
政
府
は
、
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
９
月
４
日
に
学
制
を
発
布
し
、
全
国
に
５
万
４
千
余
り
の
学
校
を
つ

く
る
と
宣
言
を
し
た
。
地
方
に
お
い
て
は
、
教
育
に
対
す
る
温
度
差
や
財
力
な
ど
地
域
格
差
が
あ
り
、
相
当
な
時
間

を
か
け
て
全
国
津
々
浦
々
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
が
、
調
べ
て
み
る
と
意
外
に
早
く
学
校
が

浸
透
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
寺
子
屋
に
似
た
「
郷
校
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
各
地
に
あ
っ
た

こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
時
代
背
景
を
見
て
み
る
と
、
１
８
５
３
年
（
嘉
永
６
）
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
や
っ
て
来
て
、
煙
を
吐
く
重

い
鉄
の
船
が
プ
カ
プ
カ
浮
い
て
い
る
の
を
市
民
は
驚
き
の
目
で
見
て
い
る
し
、
長
州
藩
が
下
関
戦
争
で
英
仏
蘭
の
軍

艦
か
ら
バ
ガ
ス
カ
と
大
砲
を
打
た
れ
て
大
敗
し
て
し
ま
う
と
い
う
衝
撃
的
な
出
来
事
も
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強

と
の
歴
然
と
し
た
国
力
の
差
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
新
政
府
が
、
教
育
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
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て
い
た
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。

　

か
た
や
戊
辰
の
役
で
負
け
て
し
ま
っ
た
諸
藩
も
、
教
育
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
よ
う

だ
。

　

奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
雄
藩
長
岡
藩
は
、
７
万
４
千
石
か
ら
２
万
４
千
石
に
減
封
さ
れ
て
し
ま
い
大
変
困
窮
し
て
い

た
。
そ
こ
に
支
藩
の
三み

根ね

山や
ま

藩
か
ら
米
百
俵
が
送
ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
米
百
俵
」
の
逸
話
で
あ
る
。
家
臣
た

ち
は
大
変
喜
び
、
こ
れ
で
明
日
の
米
に
は
困
ら
な
い
と
思
う
間
も
な
く
、
大
参
事
小
林
虎
三
郎
は
、
「
百
俵
の
米

も
、
食
え
ば
た
ち
ま
ち
な
く
な
る
が
、
教
育
に
あ
て
れ
ば
明
日
の
一
万
、
百
万
俵
と
な
る
」
と
藩
士
た
ち
を
諭
し

た
。
藩
士
た
ち
は
、
こ
の
虎
三
郎
の
態
度
に
今
に
も
摑
み
か
か
ら
ん
勢
い
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
虎
三
郎
は
こ
の
政
策

を
押
し
通
し
、
「
国
漢
学
校
」
を
設
立
し
た
。

　

こ
れ
が
後
に
山
本
五
十
六
の
よ
う
な
人
物
を
輩
出
す
る
の
だ
か
ら
、
米
百
俵
を
た
だ
食
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
、

ど
う
な
っ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　

戦
争
に
勝
っ
た
新
政
府
側
も
負
け
た
幕
府
側
も
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
の
は
間
違
い

な
い
よ
う
に
思
う
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
っ
て
、
学
制
発
布
か
ら
３
年
後
の
１
８
７
５
年
（
明
治
８
）
に
は
、
計
画
と
ほ
ぼ
同

数
の
学
校
が
創
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
就
学
し
た
児
童
は
、
学
齢
に
達
し
た
児
童
の
約
半
数
に
満
た
な

か
っ
た
。
特
に
女
子
の
就
学
率
が
極
め
て
低
か
っ
た
。
「
女
に
学
問
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
思
想
が
泌
み
つ
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

　

左
沢
に
早
く
学
校
が
で
き
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
一
つ
に
は
庄
内
松
山
藩
の
飛
び
地
の
城
下
町
で
あ
り
、

「
郷
校
」
が
あ
っ
た
の
で
、
教
師
を
確
保
し
や
す
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
つ
め
に
、
廃
藩
置
県
と
な
り
陣

屋
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
学
校
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
三
つ
め
に
、
最
上
川
の
舟
運
で
栄
え

た
左
沢
の
人
た
ち
に
は
、
何
よ
り
も
教
育
に
対
す
る
熱
い
思
い
と
財
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

教
員
は
「
薄
給
」
な
ら
ぬ
「
微
給
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
記
録
に
は
、
第
一
番
学
校
と
称
し
た
左
沢
の
人
た
ち
の

気
慨
と
自
負
が
溢
れ
て
い
る
。

　

そ
の
左
沢
小
学
校
も
少
子
化
が
進
み
、
全
校
児
童
数
２
２
０
名
ま
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
コ
ロ
ナ
が
拍
車

　

生
徒
三
百
名
余
、
教
員
は
、
松
田
彦
三
、
大
谷
哲
造
、
多
々
倉
和
一
郎
、
世
話
掛
五
十
嵐

信
可
を
以
て
初
め
と
な
し
、
経
費
は
生
徒
の
授
業
料
と
人
民
有
志
積
立
の
利
子
の
み
を
以
て

之
を
支
弁
。
故
に
教
員
は
微
給
。
書
籍
器
械
は
整
は
ず
、
教
場
に
は
畳
を
敷
き
、
従
前
の
平

机
を
列
ね
、
子
弟
之
に
座
し
、
以
て
講
話
を
な
せ
り
。
然
れ
ど
も
此
の
時
に
当
り
、
西
村
山

郡
中
未
だ
小
学
の
設
も
な
く
本
校
実
に
そ
の
嚆
矢
た
る
故
に
、
第
一
番
学
校
と
称
し
て
最
も

隆
盛
の
名
を
得
た
り
。
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1988 年（昭和 63）の
移転まで使われた校舎

陣屋を学校に改築してい
る時の記録

「第一番左澤学校」の印
が押された教師用の本

を
掛
け
、
町
全
体
で
も
出
生
者
数
が
激
減
し
て
い
る
。

　

超
少
子
化
、
Ａ
Ｉ
社
会
へ
の
対
応
、
不
登
校
・
問
題
行
動
、
特
別
に
支
え
が
必
要
な
児
童
の
増
加
等
々
、
学
校
に

お
け
る
指
導
の
中
心
で
あ
っ
た
「
読
み
書
き
算
盤
」
だ
け
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
乗
り
切
っ
て
い
け
な
い
。

　

創
立
１
５
０
周
年
の
節
目
は
、
学
校
教
育
変
革
の
大
き
な
節
目
で
も
あ
る
と
悟
っ
た
「
第
一
番
左
澤
学
校
」
の
Ｐ

Ｔ
Ａ
講
演
会
で
あ
っ
た
。

　
　

小
春
日
の
笑
ひ
の
取
れ
ぬ
講
演
会　

ふ
じ
を　
　
　
　

展景 No.112展景 No.112


