
私
た
ち
が
、
毎
学
期
ご
と
に
読
ん
で

い
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
新
聞
の
「養
正
」。

こ
の
「養
正
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、

誰
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
付
け
た
の

か
知
っ
て
い
ま
す
か
？

鍋
島
小
学
校
の
校
歌
に
も
歌
わ
れ

て
い
る
、
「養
正
」の
謎
を
、
私
た
ち
広

報
委
員
が
調
べ
ま
し
た
。

鍋
島
小
学
校
校
歌

あ
あ
養
正
の

花
植
え
て

薫
り
は
高
し

文
の
庭

希
望
は
光
る

学
窓
に

学
ぶ

鍋
島
小
学
校

鍋島小学校って、

昔は養正小学校って
呼ばれていたんだよ

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
鍋
島
町
に
は
、

明
治
の
初
め
に
は
、
八
戸
溝
・森
田
を
新

庄
学
区
、
ま
た
蛎
久
・
鍋
島
を
蛎
久
学
区

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
学
校
が
あ
り
ま
し

た
。
場
所
は
、
蛎
久
の
満
性
院
・森
田
の
福

万
寺
・
鍋
島
の
観
音
寺
・東
新
庄
と
新
村

の
民
家
の
五
ヶ
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
児

童
は
合
わ
せ
て
四
百
名
ぐ
ら
い
で
し
た
。

当
時
、
鍋
島
町
に
住
ん
で
い
た
「堤

長

定
（つ
つ
み

ち
ょ
う
て
い
）」と
い
う
人
が
、

小
規
模
の
小
学
校
よ
り
も
、
１
つ
の
大
き

な
小
学
校
に
し
て
、
い
っ
そ
う
教
育
に
力

を
入
れ
よ
う
と
、
二
つ
の
学
区
を
合
併
し

て
、
五
つ
の
小
学
校
を
一
つ
に
す
る
た
め

に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
町
内
を
東
奔
西

走
し
て
、
明
治
十
五
年
に
今
の
鍋
島
小
学

校
の
場
所
に｢

養
正
小
学
校｣

を
建
て
ま
し

た
。
こ
れ
が
鍋
島
小
学
校
の
始
ま
り
で
す
。

そ
の
後
、
明
治
三
十
五
年
に
「
鍋
島
尋
常

小
学
校
」と
改
称
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、

「鍋
島
小
学
校
」と
な
り

ま
し
た
。

私
た
ち
の
小
学
校
は
、

昨
年
百
二
十
才
を
迎
え

ま
し
た
。
と
て
も
歴
史

の
古
い
小
学
校
で
す
。

堤

長
定

氏

嘉
永
六
年
（
１
８
５
３
年
）、
上
佐
賀
代
官
重

松
基
吉
氏
の
次
男
と
し
て
、
佐
賀
城
下
の
精

小
路
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
明
治
七
年
（
１
８
７

４
年
）の
佐
賀
の
乱
の
時
、
伯
父
島
義
勇
氏
（
佐

賀
の
七
賢
人
の
一
人
で
北
海
道
開
拓
首
席
判
事
・憂
国
党
党
首
）

の
考
え
方
に
感
銘
し
て
、
弱
冠
二
十
一
才
で
憂
国
少
年
隊
長
と
し

て
、
戦
い
に
加
わ
り
奮
戦
し
ま
し
た
。
資
性
剛
直
、
清
廉
潔
白
な

人
柄
で
、
教
育
に
対
し
て
と
て
も
熱
心
で
し
た
。
こ
の
た
め
、｢

養

正
小
学
校｣

の
創
立
に
力
を
尽
く
し
、
教
員
と
し
て
、
ま
た
、
学
務

委
員
と
し
て
三
十
数
年
の
間
、
鍋
島
町
の
教
育
に
貢
献
し
ま
し
た
。

晩
年
は
、
植
木
の
自
宅
に
あ
る
水
車
を
利
用
し
て
、
精
米
業
を
営

ん
で
い
ま
し
た
。
大
正
十
三
年
（
１
９
２
４
年
）、
七
十
二
才
で
こ
の

世
を
去
り
ま
し
た
。

小学校の名前をつけたのは、佐賀郡長の家永氏

当
時
の
郷
土
新
聞｢

鎮
西
日
報｣

に
養
正
小
学
校
の
創
立
に
関
す
る
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
名

前
を
つ
け
た
人
の
こ
と
は
、｢

佐
賀
郡
長
の
家
永
氏
」と
だ
け
し
か
載
っ
て
な
く
、
ど
う
い
っ
た
人
な
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

し
か
し
、｢

創
立
百
周
年
記
念
誌｣

の
中
に
「養
正
」が
、
何
か
ら
引
用
さ
れ
た
の
か
載
っ
て
い
ま
し
た
。

養
正
っ
て｢

易
経
」か
ら

取
っ
た
ん
だ
よ

今
か
ら
３
５
０
０
年
前
の
中
国
に
、
伏
儀
と
い
う
王

様
が
い
ま
し
た
。
こ
の
人
が
易
の
八
卦
を
作
り｢

易
経｣

と
い
う
本
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
中
の
、
山
水
蒙

と
い
う
文
の
中
に

蒙
以
養
正
、

聖
功
也
。

象
曰
、

山
下
出
水
、

蒙
。

君
子
以
果
行
育
徳
。

読
み
方

蒙
に
し
て
以
っ
て
正
を
養
う
は

聖
の
功
な
り
。

象
に
曰
く
、
山
下
に
出
づ
る

泉
あ
る
は
、
蒙
な
り
。

君
子
以
っ
て
行
い
を
果
し

徳
を
育
ふ
。

と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る｢

養

正｣

か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
。
で
は
、
こ
の
「
養
正
」
に
は
、

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
校
歌
を
作
詞

し
た
、
木
村
善
太
郎
氏
と
、
易
学
の
専
門
家
の
田
中
恵

祥
氏
の
説
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

易
経
に
は
教
育
の
基
本
が

書
い
て
あ
る
よ

私
た
ち
人
間
の
教
育
も
こ
の
「蒙
」の
除
去
と
同
じ

だ
そ
う
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
の
頃
は
、
五
感
に
入
っ
て
く

る
も
の
す
べ
て
を
覚
え
、
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
け

れ
ど
、
小
学
校
に
上
が
る
頃
か
ら
、
知
能
が
急
速
に
発

達
し
て
、
性
格
が
表
れ
は
じ
め
、
自
我
も
出
て
く
る
の

で
、
頭
の
中
に
、
よ
い
草
も
生
え
ま
す
が
、
蒙
の
よ
う

に
悪
い
草
も
生
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
達
に
き
ち

ん
と
し
た
知
識
を
教
え
、
良
い
教
育
を
し
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
正
し
い
こ
と
を
教
え
る
こ
と
が
尊
い
仕
事

で
す
。
実
行
力
を
つ
け
、
徳
を
育
て
、
子
ど
も
の
中
の

蒙
を
刈
り
取
る
こ
と
が
、
教
育
家
や
先
人
の
尊

き
使
命
で
あ
り
天
職
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
田
中
氏
に
よ
る
と
、
「蒙
」と
は
、
将
来
が
未

知
数
な
子
ど
も
の
こ
と
で
す
。
そ
の
子
ど
も
に
対
し
て
、

先
生
が
生
徒
と
し
て
求
め
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
が

先
生
を
求
め
て
、
学
問
や
稽
古
事
に
励
み
、
教
養
を
高

め
、
自
分
自
身
を
磨
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
す
な

わ
ち
、
学
ぶ
側
の
意
欲
に
基
づ
く
、
自
主
性
と
謙
虚
さ

が

、
教

育

の

原

点

に
な

っ
て
い
る

と

述

べ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
教
育
に
対
す
る
考
え
方
に
の
っ
と
っ
て
「養

正
」と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
先
人
た

ち
の
思
い
の
こ
も
っ
た
名
前
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
木

村
氏
は
校
歌
に
「養
正
」の
文

字
を
残
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
も
、
今
一
度
、
鍋
島
小
学
校

の
創
立
当
時
の
思
い
を
噛
み
締
め
な

が
ら
、
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

参考文献

・創立百周年記念誌 「鍋島」
佐賀市立鍋島小学校

・鍋島町史
佐賀市立鍋島公民館

・鍋島町史 人物編
佐賀市立鍋島公民館

・易経
高田真治・後藤基巳訳
岩波ブックサーチャー

・易経入門
田中恵祥著

ダイヤモンド社

こ
の
「山
水
蒙
」と
い
う
文
の
中
に
は
、
教
育
の
基
本

と
な
る
教
え
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

木
村
氏
に
よ
る
と
、
「蒙
」と
は
、
ね
な
し
か
ず
ら
の

よ
う
な
野
草
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
生
い
茂
る
と
、
あ

た
り
一
面
を
覆
い
つ
く
し
て
し
ま
い
、
農
家
は
作
物
を

作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
草
を
刈
っ
て
、

土
地
を
耕
し
、
畑
を
作
り
ま
す
。

昭和５１年当時の小学校


