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年

頭

の
ご
あ

い
さ

つ

理
事
長
　
人
　
見
　
光
太
郎

新
年

お
め

で
と
う

ご
ざ

い
ま
す

。
渡

辺
薫
名
誉

理
事

長

の
後
を
継

い
で
二
度
日

の
新
年
を
迎
え
ま
す
。

多

く

の
先
輩

諸

兄

が
営

々
と
築

き
あ
げ

て
ま

い
り
ま

し
た
立
教
志

塾

の
歴
史
と
伝

統
を
引
き
継

い
で

い
く

に
は
、
非
才

の
身

に
は
余

る

も

の
と
痛
感

さ
せ
ら
れ

て

い
る
毎

日

で
す

。

お
引
き
受

け

し
た
以
上

、

や
る
し
か
な

い
と
開
き
直

る
し
か
な

い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
就
任
す

る
に
当
た
り
、
以

下

の
三
点
を
あ
げ
ま
し
た
（）

一
、
従
来

の
事
業

の
見
直

し

マ
ン
ネ

リ
化

し
た
事

業

の
再
検

討

や
時
宜

に
叶

わ
な
く

な

っ
た

事
業

の
検

証
等

を
揚
げ

た

の
で
し
た

が
、
正
直

言

っ
て
代

わ
り
映

え

し
な

い
事

業

を

、

し
か
も
拡
大

再
生
産
ど

こ
ろ
か
縮

小

し

て
続

け
た
と

の
感
を

強
く

し

て
お
り
ま
す

）^
反
省

す

る
所

、
大

で
あ

り

ま
す
ｃ

二
、
時
代

の

ニ
ー
ズ

に
合

っ
た
事
業

の
展
開

何
を
時
代

が
求

め

て

い
る

の
か
を

、
大
衆
討
議

に
か
け

た
り
、

ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を

し
た
り

し

て
認
識

し
把
握

す

る
事

を
考

え

て

お
り
ま

し
た

が
、
実
施

す

る

に
は
至
り
ま

せ

ん

で
し
た
。
大
変
残

念

で
し
た
が
再
度
検
討
し

て

い
き
た

い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

三
、
会
員
増
強
を
計

る

二
十
代

の
青
年

の
入
塾

が
あ

り
ま

し
た

が
、
果

し

て
次
代

の
ホ

ー
プ

た
り
得

る

で
し

ょ
う

か
。

そ

の
他
数

人

の
入
塾

者

は
若

者

で

は
あ
り
ま

せ

ん

で
し
た
。

こ

の
項

目
も
所
期

の
通
り

で
は
な
く
残

念

に
思

っ
て
お
り
ま
す

。
内

部

で
は
最
近

の
若

者

は
、
群

れ
た
が

ら
な

い
と

か
、
人
と

の
付
き
合

い
が
苦
手

だ

っ
た
り

、
好
ま

な

い

と

か
話

し
合

つ
て

い
ま
す

が
本
当

に
そ
う

な

の
で
し

ょ
う

か
ｃ
私

達

の
努
力

不
足

の
言

い
訳

に
し

て

い
る

に
過
ぎ

な

い
の
で
は
な

い

で
し

ょ
う

か
。
反
省

し
き
り

で
す
ｃ

立
教
志
塾

が
目
指

す

、
ま
ち
づ
く
り

は
人
づ
く
り
、
人
づ

く
り

は
我

づ
く
り

か
ら
と
す

る
な

ら
ば

、
我

づ
く
り

の
為

の
努
力
精

進

は
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

イ

ン
ド
独

立

の
父
、

マ

ハ
ト

マ

・
ガ

ン
ジ

ー
は

「
明

日
死

ぬ
か

の
よ
う

に
生
き

よ
、

水ヽ
遠

に
生
き

る
か

の
よ
う

に
学

べ
」
と

言

っ

て
、
生
き
方
と
学
び

の
大
切
さ
と
覚
悟
と
を
説

い
て
お
り
ま
す
。

か

の
孔

子
先
生
も

論

語
冒
頭

の
学
而
第

一
で

「
学
び

て
時

に
之

を

習
う

、
ま

た
悦

ば

し
か
ら
ず

や
、
朋
遠
方

よ
り
来

る
有

り

、
ま

た

楽

し

か

ら
ず

や

、

人

知

ら
ず

し

て
温

み
ず

、
亦

君

子

な

ら
ず

や
」
と
仰

っ
て
お
ら

れ
ま
す

。
同
好

同
学

の
士
を
大

い
に
求

め
、

仲
間

に
し
た

い
も

の
で
す
。

南

湖

神

社

創

建

に

大

い

に

貢

献

さ

れ

た

渋

沢

栄

一
翁

は

「
四

〇

、
五

〇

は

洟

垂

れ

小

僧

、

六

〇

、
七

〇

は

働

き

盛

り

、

九

〇

に
な

っ
て
迎
え

が
来

た

ら
、
百
ま

で
待

て
と
追

い
返

せ
」
と

一言

っ
て
お
り
ま
す
。

本
年

の
干
支

は
庚

子

で
す
。
庚

は
更
新

の
字
義

が
あ
り

、
成

果

の
収
穫

や
古

い
姿

か

ら

の
脱
却
を
意
味
す

る
と

の
こ
と

で
す

。
子

は
新

た
な
陽
気

の
萌

え
始

め

る
意
味

が
あ
り

、

こ

の
年

は
何
事

も

改
ま
り
新
生
さ
れ
る
年

に
な

る
と
、
物

の
本

に
あ
り
ま
す
。

若

い
者

が
集

ま

ら
な

い
と
嘆

く
前

に
皆

が
若

返

っ
て
み
ま

せ

ん

か
。
　
一
生

涯

、
勉

強

の

つ
も
り

で
初
心

に
か
え

っ
て
本
気

で
頑
張

っ
て

い
き

た

い
と

思

っ
て
お
り
ま
す

。

さ
す

れ
ば
追
随
者
も

出

て

く
れ
る
も

の
と
確
信

し

て
お
り
ま
す

）^

末

尾
な

が
ら
塾

生

の
皆
様

に
と

っ
て
本
年

も
健
康

で
幸
多

い
年

で
あ
り
ま
す

よ
う

に
心

か
ら
願

っ
て
、
新
年

の
ご
挨
拶
と
致

し
ま

す

．^
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