
「庄内に公益の風をもたらした希代の教育者」

　

大
正
十
四
年
七
月
二
十
八

日
、旧
余
目
町
（
現
庄
内
町
）

乗
慶
寺
に
於
い
て
町
葬
が
行

わ
れ
た
。
余
目
尋
常
高
等
小

学
校
校
長
で
あ
り
、
そ
の
生

涯
を
教
育
に
捧
げ
た
教
育

者
、
斎
藤
七
郎
を
偲
ん
だ
葬

儀
で
あ
る
。
七
郎
の
教
員
時

代
は
明
治
中
期
か
ら
大
正
と

い
う
日
本
近
代
教
育
の
確
立

期
に
あ
っ
た
と
同
時
に
日
清

日
露
、
第
一
次
大
戦
に
伴
い

社
会
情
勢
及
び
国
民
生
活
に

大
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
時

代
で
あ
る
。
巨
額
の
戦
費
負

担
は
地
方
へ
転
嫁
さ
れ
国
民

生
活
は
困
窮
し
、
教
育
の
改

革
が
迫
ら
れ
る
厳
し
い
時
代

の
中
、
七
郎
が
特
に
力
を
注

い
だ
の
は
貧
困
児
童
の
救
済

と
初
等
教
育
の
普
及
で
あ
っ

た
。
当
時
山
形
県
は
義
務
教

育
就
学
率
が
長
期
間
に
わ
た

り
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い

た
が
、
そ
の
大
き
な
要
因
は

貧
困
と
女
子
の
就
学
率
の
低

さ
で
あ
っ
た
。
貧
し
い
家
庭

に
お
い
て
女
子
は
生
業
や
育

児
の
重
要
な
要
員
で
あ
り
、

当
時
地
方
に
お
い
て
は
「
女

子
に
教
育
は
必
要
な
し
」
と

い
う
認
識
が
根
強
く
存
在
し

た
。
初
等
教
育
の
普
及
と
は

す
な
わ
ち
、
貧
困
家
庭
へ
の

支
援
と
女
子
の
就
学
率
の
向

上
、
そ
し
て
教
育
に
対
す
る

啓
蒙
活
動
の
充
実
を
図
る
こ

と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。

そ
の
普
及
実
現
の
た
め
七

郎
は
、「
余
目
貧
困
学
齢
児

童
保
護
者
会
」
を
創
立
、
す

べ
て
の
児
童
が
平
等
に
教
育

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
全
力
を

尽
く
す
。
ま
た
義
務
教
育
を

修
了
で
き
な
か
っ
た
者
を
対

象
と
し
た
夜
学
会
の
設
置

（
こ
の
夜
学
会
は
の
ち
に
実

業
補
修
学
校
に
整
備
さ
れ
、

余
目
実
科
女
学
校
、
余
目
高

校
を
経
て
現
庄
内
総
合
高
校

に
引
き
継
が
れ
て
い
く
）、

幼
い
弟
妹
の
世
話
の
た
め
に

通
学
で
き
な
い
女
子
児
童
生

徒
の
た
め
の
子
守
学
級
の
推

進
、
さ
ら
に
は
余
目
町
婦
人

会
会
長
に
就
任
し
婦
徳
の
涵

養
や
風
俗
の
改
善
を
図
っ
た

り
、
余
目
町
立
図
書
館
設
立

に
も
取
り
組
ん
だ
り
し
た
。

七
郎
の
教
育
活
動
は
学
校
の

み
な
ら
ず
地
域
の
人
々
、
地

域
社
会
全
体
を
対
象
と
し
た

公
益
的
教
育
活
動
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
こ
う
し
た
取
り

組
み
に
よ
り
七
郎
は
郡
や
県

よ
り
褒
賞
を
受
け
、
大
正
八

年
に
は
内
閣
よ
り
奏
任
官
を

以
っ
て
待
遇
さ
れ
た
。

斎
藤
七
郎
と
い
う
人
物
は

教
育
者
と
い
う
枠
組
み
を
は

る
か
に
超
え
た
、「
優
れ
た

公
益
人
」
と
し
て
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
七

郎
の
公
益
的
教
育
思
想
の
淵

源
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
彼
が

十
五
歳
と
い
う
若
さ
で
代
用

教
員
と
な
っ
た
当
時
か
ら
、

生
活
の
困
窮
に
よ
り
通
学
で

き
な
い
多
く
の
児
童
生
徒
た

ち
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い

た
こ
と
に
た
ど
り
着
く
。
七

郎
は
自
身
の
経
験
か
ら
教

育
、
特
に
義
務
教
育
の
重
要

性
を
訴
え
続
け
た
。
地
域
教

育
誌
、『
北
部
月
報
』
へ
の

寄
稿
に
は
次
の
一
文
が
記
さ

れ
て
い
る
。「
教
育
ハ
大
切

ナ
リ
。
向
後
就
学
ト
、
出
席

ト
、
卒
業
ノ
為
ニ
官
民
ノ
苦

心
ハ
容
易
ナ
ラ
ヌ
事
ナ
リ
。

而
モ
容
易
ナ
ラ
ズ
ト
シ
テ
放

棄
ス
ベ
キ
仮
説
問
題
ニ
ア
ラ

ズ
シ
テ
、
強
行
ス
ベ
キ
事
実

ナ
リ
。」

昨
年
一
月
、
政
府
中
央
教

育
審
議
会
総
会
は
「『
令
和

の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構

築
を
目
指
し
て
（
答
申
）」

に
お
い
て
、
新
時
代
の
義
務

教
育
の
在
り
方
に
対
す
る
国

と
し
て
の
考
え
方
を
示
し

た
。
そ
こ
に
は
、「
我
が
国

の
ど
の
地
域
で
生
ま
れ
育
っ

て
も
、
質
の
高
い
義
務
教
育

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
国
の
責
務
、
義
務
教

育
に
お
い
て
決
し
て
誰
一
人

取
り
残
さ
な
い
と
い
う
こ
と

を
徹
底
」（
中
略
）
と
記
さ

れ
て
い
る
。
七
郎
の
公
益
的

教
育
思
想
が
息
づ
い
て
い
る

か
の
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。

現
在
は
児
童
生
徒
が
一
人

一
台
の
情
報
端
末
を
所
有

し
、
数
回
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば

ど
ん
な
こ
と
で
も
検
索
で
き

る
時
代
で
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど

整
備
さ
れ
恵
ま
れ
た
学
習
環

境
に
い
る
。
し
か
し
、
ふ
と

ま
わ
り
を
見
渡
せ
ば
、
取
り

残
さ
れ
助
け
を
求
め
て
い
る

子
ど
も
た
ち
が
い
る
。
急
速

に
変
化
す
る
社
会
の
中
に
埋

没
し
、
苦
し
ん
で
い
る
人
た

ち
が
い
る
。
だ
れ
も
が
困
難

に
直
面
し
て
い
る
時
代
で
あ

る
。
今
こ
そ
お
互
い
が
手
を

取
り
合
い
、
人
と
人
の
心
が

通
い
合
う
学
校
や
社
会
づ
く

り
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
七
郎
が
起
こ
し
た
公

益
の
風
が
や
わ
ら
か
に
吹

く
こ
の
地
に
お
い
て
な
ら
、

き
っ
と
実
現
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
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