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『国語学者 保科孝一』 関口　真博

222１

巻 頭 言

母方の祖父保科孝一は国語学者として明治から昭和

にかけて生涯を国語の改良に努めた。日本の理科が

遅れているのは学生が理科に入る前に難解な国語で

足踏みをしてしまうからで、例えば「王子」のフリ

ガナは「ワウジ」であるがよむのは「オウジ」。か

ような国語を簡単なものにしたいというのが生涯の

課題であった。祖父は明治五年に米沢市猪苗代片町

で元米沢藩士保科忠次郎と官僚宮島誠一郎の妹順の

長男として出生し興譲館中学で学ぶが当時この学校

は上級学校への進学資格が無く途中で上京して東京

の成立学舎に入学した。当時の保科家は失業武士の

典型的な極貧生活を送り父親は役所の書類作成や土

木工事の現場監督等で日銭を稼ぐ生活でとても上京

して上級学校に進学する余裕は無く、そこで母方の

伯父で宮島誠一郎の弟小森沢長政を頼る事となる。

小森沢は当時海軍省軍務局勤務で兄と共に優秀な人

材を海軍兵学校に数多く送り込み後に多くの将軍を

輩出し「米沢海軍」とまで言われた。そのような環

境で当然海軍に進むと思われ何故祖父が国語学者に

なったのか永い間不思議であったが近年宮島誠一郎

のご子孫から当時祖父が従兄の書家宮島大八に宛て

た手紙を頂きそれには「私の志願は兵学校故追って

入校致す都合に御座候」とはっきり書いてあった。

しかし海兵の夢叶わず一高に進学したのは母方に｢色

覚異常｣所謂色盲の遺伝がありその為海兵受験に失敗

し進路変更をしたようだ。「奥さんを亡くした後自

分で繕い物をする事が有り何であの色の糸を使うの

か不思議に思ったことがある」との伯母の想い出話

しはこれを裏付けている。こうして一高を経て進学

した東京帝国大学で国語学を学び卒業後は大学に残

り教育者となるが博士号は終生取得する事なく生涯

「文学士　保科孝一」で通した。これは指導教授が

祖父の博士論文を誤って紛失し騒動となった為め祖

父は「あれは博士論文では無く、一論文に過ぎない

」として収めた為めでその後も博士論文を出す事は

なかった。しかし東京帝国大学では博士号を持たな

い教授の対応に困った様で同情した文部大臣の斡旋

で東京文理科大学、現在の筑波大学の教授に転身し

同学で幾多の国語学者を育てる事になる。祖父は国

語審議委員や幹事長として永く文部省の嘱託も努め

昭和天皇へのご進講や昭和三十年に亡くなる直前に

は未だ叙勲制度が復活していない当時国立大学の学

長並の「勲二等旭日重光章」を拝受したのも博士号

を持たない国語学者としてそれなりに評価されてい

たのであろう。

保
科
孝
一
氏
の
写
真

東京支部園遊会　笑顔の記念写真
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【
「
虎
に
翼
」
と
戊
辰
戦
争
と

　
　
　
　
　
　

核
廃
絶　

は
て
？
】

特
別
寄
稿

齊
藤　

脩

２

寅
子
こ
と
三
淵
嘉
子
さ
ん
の
義
父

三
淵
忠
彦
氏
は
悲
運
の
会
津
人

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説

「
虎
に
翼
」
は
、
今
年
の
猛
暑

を
乗
り
切
る
た
め
の
力
強
い
応

援
団
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

主
人
公
の
寅
子
は
日
本
初
の

女
性
弁
護
士
で
あ
り
、
戦
後
初

の
女
性
裁
判
官
と
な
っ
た
三
淵

嘉
子
さ
ん
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
義
父
は
、
日

本
国
憲
法
下
で
独
立
し
た
司
法

権
の
初
の
最
高
裁
判
所
長
官
に

就
任
し
た
三
淵
忠
彦
氏
で
す
。

　

こ
の
三
淵
氏
の
ル
ー
ツ
は
会

津
に
あ
り
ま
す
。
伯
父
は
会
津

戦
争
の
責
任
を
負
っ
て
切
腹
し

た
家
老
の
萱
野
権
兵
衛
。
萱
野

家
は
お
家
断
絶
と
な
り
、
そ
の

一
族
は
姓
を
変
え
て
各
地
を
転

々
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
運
命
は
、
我
が
家
の
菩

提
寺
法
泉
寺
の
檀
家
総
代
で
あ

る
色
部
家
の
戦
後
の
苦
難
と
重

な
り
ま
す
。
奥
羽
越
列
藩
同
盟

の
盟
主
で
あ
る
米
沢
藩
の
総
督

で
あ
っ
た
色
部
長
門
は
越
後
で

戦
死
し
ま
し
た
が
、
敗
戦
後
に

米
沢
藩
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て

お
家
は
断
絶
。
そ
の
１
４
年
後

に
回
復
し
て
、
四
年
前
に
そ
の

顕
彰
碑
が
境
内
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。

　

三
淵
忠
彦
氏
は
岡
山
で
生
ま

れ
会
津
中
学
、
荘
内
中
学
（
鶴

岡
南
高
）
を
経
て
仙
台
の
旧
制

二
高
か
ら
京
大
を
卒
業
し
、
法

曹
の
道
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

新
憲
法
下
で
の
最
初
の
最
高

裁
長
官
選
任
の
責
任
者
が
、
当

時
参
院
議
長
だ
っ
た
松
平
恒
夫

氏
が
、
会
津
藩
主
松
平
容
保
公

の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
も
歴
史

の
奇
遇
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

余
談
で
す
が
、
多
く
の
長
官
候

補
者
の
中
に
我
妻
榮
さ
ん
も
お

ら
れ
た
よ
う
で
す
が
辞
退
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
す
。

三
淵
氏
の
長
官
就
任
の
挨
拶
「

裁
判
所
は
民
主
的
憲
法
の
下
、

国
民
の
権
利
を
擁
護
し
、
正
義

と
衡
平
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
圧
制
政
府
の
手
先
と

な
っ
て
国
民
を
弾
圧
し
迫
害
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
裁
判
所

は
真
実
に
国
民
の
裁
判
所
に
な

り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
に

は
強
い
会
津
魂
を
感
じ
ま
す
。

原
爆
裁
判
、核
兵
器
禁
止
条
約
、

そ
し
て
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞

「
虎
に
翼
」
は
そ
の
冒
頭
か
ら

「
法
の
下
の
平
等
」
を
規
定
し

た
日
本
国
憲
法
第
１
４
条
の
読

み
上
げ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

戦
前
の
家
父
長
制
以
来
の
女
性

差
別
、
民
族
差
別
、
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
イ
、
同
性
婚
、
尊
属
殺

人
、
夫
婦
別
姓
な
ど
現
在
も
未

解
決
の
様
々
な
基
本
的
人
権
に

反
す
る
不
平
等
問
題
を
提
起
し

続
け
ま
し
た
。
た
だ
三
淵
嘉
子

さ
ん
の
実
際
に
関
わ
っ
た
裁
判

で
特
筆
す
べ
き
は
や
は
り
原
爆

裁
判
で
し
ょ
う
。

昭
和
３
０
年
に
広
島
・
長
崎
の

被
爆
者
五
人
が
原
爆
被
害
の
損

害
賠
償
を
日
本
政
府
に
求
め
た

裁
判
は
８
年
の
審
理
を
経
て
原

告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
判
決
文
の
中
で
は
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
原
爆
投
下
を
国
際
人

道
法
違
反
と
断
罪
し
ま
し
た
。

三
淵
さ
ん
は
こ
の
裁
判
に
最
初

か
ら
最
後
ま
で
関
わ
っ
た
た
だ

一
人
の
裁
判
官
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
判
決
文
の
中
で
、

人
類
未
曾
有
の
原
爆
被
害
に
対

し
て
救
済
の
手
を
差
し
伸
べ
て

い
な
い
状
況
を
「
政
治
の
貧
困

」
と
指
弾
し
、
こ
れ
が
後
の
被

爆
者
救
済
援
護
法
の
制
定
に
つ

な
が
り
ま
し
た
。

原
爆
投
下
か
ら
間
も
な
く
８
０

年
を
経
て
も
被
爆
者
救
済
は
終

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ヒ
バ
ク

シ
ャ
の
声
は
核
兵
器
廃
絶
に
む

け
て
世
界
を
動
か
し
て
き
ま
し
た
。

長
い
地
道
な
取
り
組
み
を
続
け

た
結
果
、
核
兵
器
を
国
際
人
道

法
と
国
際
人
権
法
に
反
す
る
と

し
て
、
法
的
に
核
兵
器
を
禁
止

す
る
「
核
兵
器
禁
止
条
約
」
が

、
２
０
１
２
年
の
国
連
で
採
択

さ
れ
、
５
０
か
国
の
批
准
を
経

て
つ
い
に
２
０
２
１
年
に
発
効

し
ま
し
た
。

現
在
は
９
４
か
国
が
締
結
し
て
い

ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
日
本
国
は

い
ま
だ
参
加
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

核
兵
器
に
よ
る
軍
事
的
な
抑

止
論
は
、
論
理
的
に
無
限
の
核

兵
器
の
増
強
競
争
を
続
け
る
道

、
す
な
わ
ち
人
類
の
滅
亡
へ
の

道
し
か
残
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
で
ロ
シ
ア

の
プ
ー
チ
ン
が
核
兵
器
の
使
用

を
公
言
し
、
中
国
や
北
朝
鮮
が

核
兵
器
の
増
強
を
続
け
て
い
る

中
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
で
も

、
核
保
有
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
イ

ラ
ン
と
の
軍
事
的
な
緊
張
も
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
人

類
の
絶
滅
に
つ
な
が
る
核
兵
器

使
用
が
日
々
現
実
味
を
増
し
て

い
る
切
迫
し
た
危
機
感
を
背
景

に
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が

日
本
の
被
団
協
（
日
本
原
水
爆

被
害
者
団
体
協
議
会
）
に
授
与

さ
れ
ま
し
た
。

　

自
ら
が
体
験
し
た
原
爆
被
災

を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
、

核
廃
絶
を
世
界
に
訴
え
続
け
て

き
た’

ノ
ー
モ
ア
ヒ
バ
ク
シ
ャ’

の
声
が
世
界
に
届
き
ま
し
た
。

　

唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
我
が

国
の
崇
高
な
使
命
と
し
て
、
核

兵
器
廃
絶
を
国
是
に
掲
げ
、
そ

の
実
現
の
日
ま
で
愚
直
に
訴
え

続
け
る
こ
と
が
今
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
、
ノ
ー
モ

ア
ナ
ガ
サ
キ
、
ノ
ー
モ
ア
ウ
ォ

ー
、
ノ
ー
モ
ア
ヒ
バ
ク
シ
ャ’

そ

し
て
ネ
バ
ー
ギ
ブ
ア
ッ
プ’

で
す
。

　

三
淵
嘉
子
さ
ん
は
退
官
後
、

弁
護
士
に
な
ら
れ
て
か
ら
核
兵

器
禁
止
条
約
の
成
立
の
た
め
の

運
動
に
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

三
淵
嘉
子
氏
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新
入
寮
生  

東
京
興
譲
館
寮 

現
在
の
状
況

新
入
寮
生
募
集
に
つ
い
て
の
お
願
い

野
呂　

知
志

（
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
立
川
口
北
高
校
）

　

私
が
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
に
入
学

し
た
理
由
は
、
文
学
を
学
び
た
か
っ
た
か
ら
で

す
。
現
在
大
学
二
年
生
な
の
で
す
が
、
大
学
で

は
戦
後
文
学
を
学
ぶ
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
お
り
、

日
々
勉
学
と
研
究
に
励
ん
で
い
ま
す
。
大
学
生

の
内
に
し
か
経
験
で
き
な
い
こ
と
に
色
々
挑
戦

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
将
来
や
り
た
い
こ
と
は

ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
大
学
生

の
内
に
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
る
こ
と
を
目

標
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。　

来
年
の
入
寮
生
募
集
は
、
随
時
選
考
と
日
時
等

指
定
選
考
の
２
通
り
で
実
施
し
ま
す
。
募
集
人

数
は
十
五
名
程
度
（
定
員
二
十
四
名
）

寮
費
（
食
事
代
、
水
道
代
、
光
熱
費
等
全
て
を

含
む
金
額
）
月
額
六
万
五
千
円

朝
夕
二
食
付
き　

（
但
し
土
、
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
）

入
寮
費
四
万
円　

（
初
年
度
の
み
）

面
接
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
自
宅
で
オ
ン
ラ
イ
ン

接
続
に
よ
り
実
施
、
入
寮
願
書
は
、
米
沢
有
為

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

く
だ
さ
い
。

寮
経
営
の
ブ
レ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
は
十
八
名
で
あ

り
、
経
営
的
に
厳
し
い
状
況
で
す
。

来
年
度
の
入
寮
希
望
者
を
増
や
す
べ
く
各
高
校

等
へ
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
身
近
に
、

お
ら
れ
る
方
や
お
知
り
合
い
の
方
で
、

来
春
首
都
圏
の
大
学
に
進
学
さ
れ
る
学
生
が
お

ら
れ
れ
ば
是
非
東
京
興
譲
館
寮
を
紹
介
・
推
薦

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

置
賜
出
身
者
で
な
く
と
も
会
員
（
一
名
）
の
推

薦
が
あ
れ
ば
応
募
可
能
で
す
。

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

　

日
頃
よ
り
東
京
興
譲
館
寮
の
運

営
と
我
々
学
生
の
生
活
に
多
大
な

る
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
す
こ
と

誠
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

卒
業
生
三
名
の
皆
さ
ん
は
、
大

学
院
に
進
学
し
、
二
名
が
退
寮
し

ま
し
た
。
十
月
現
在
、
寮
に
は
十

名
の
学
生
が
在
籍
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
目
標
に
向
か
っ
て
励
ん

で
お
り
ま
す
。

東
京
興
譲
館
の
近
況
に
つ
い
て
ご
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
今
年
度
は
一
名
の
新
し

い
寮
生
を
迎
え
て
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
同
郷
の
後
輩
を
新
た
に
受

け
入
れ
、
上
京
し
た
頃
の
期
待
と

不
安
が
入
り
混
じ
っ
た
自
分
に
重

ね
合
わ
せ
る
と
同
時
に
、
先
輩
と

し
て
そ
し
て
寮
長
と
し
て
、
彼
ら

を
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト

す
る
こ
と
の
責
任
感
を
感
じ
た
次

第
で
す
。
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て

寮
生
は
少
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
寮

の
活
気
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
新
入
寮
生
歓
迎
会
や

大
掃
除
な
ど
の
行
事
は
従
来
通
り

行
い
、
今
い
る
寮
生
で
最
大
限
楽

し
め
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
づ
く
り

に
全
員
で
取
り
組
め
た
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

 「
私
の
抱
負
」

３

　

ま
た
、
寮
に
在
籍
し
て
い
る
学

生
の
う
ち
来
春
で
卒
業
を
迎
え
る

寮
生
が
多
く
、
卒
業
に
伴
い
退
寮

さ
れ
る
と
寮
生
は
こ
れ
以
上
に
少

な
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
で
す
ら
寮
の
運
営
は
厳
し
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
今
後
は
深
刻
な
財

政
状
況
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

食
事
会
な
ど
の
寮
の
イ
ベ
ン
ト
が

開
催
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
、
不
安
を
感
じ
ま
す
。

　

有
為
会
の
皆
様
に
は
新
し
い
寮

生
の
獲
得
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た

り
、
さ
ら
に
は
補
助
金
ま
で
下
さ

っ
た
り
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
ま

す
。
ま
た
寮
母
さ
ん
も
、
こ
の
物

価
高
の
社
会
の
中
で
苦
し
い
財
政

状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ

ま
に
節
約
の
工
夫
を
こ
ら
し
な
が

ら
毎
日
の
食
事
を
作
っ
て
い
た
だ

い
て
お
り
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

我
々
寮
生
か
ら
も
電
気
や
水
道

の
節
約
な
ど
、
寮
の
財
政
状
況
改

善
の
た
め
に
で
き
る
限
り
の
こ
と

を
や
っ
て
い
き
た
い
所
存
で
す
。

　

短
い
学
生
生
活
で
は
あ
り
ま
す

が
、
寮
生
一
同
志
し
高
く
邁
進
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も

見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い

で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　

（
寮
長　

伊
藤　

翔
大　

記
）

新年会・予餞会園遊会の受付
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チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
へ
の
軌
跡

　

八 

木　

倫 

明　

(

や
ぎ
り
ん
め
い)

経
緯(
い
き
さ
つ)

東
京
興
譲
館
寮
が
赤
字
を
抱
え
て

大
変
だ
と
い
う
こ
と
を
東
京
支
部

長
の
工
藤
美
知
尋
さ
ん
か
ら
聞
い

て
い
た
。工
藤
さ
ん
は
、２
０
２
０
年

に
百
周
年
を
迎
え
る
母
校・長
井

高
校
に
東
京
の
同
窓
会
支
部
か
ら

記
念
碑
を
贈
る
こ
と
を
計
画
し
て
、

資
金
集
め
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
ボ
ク
に

持
ち
か
け
、２
０
１
７
〜
１
９
年
の

三
年
間
そ
れ
は
実
行
さ
れ
た
。東

京
公
演
三
日
間
、長
井
公
演
三
日

間
。長
井
公
演
で
は
ボ
ク
の
兄
で「

葉
っ
ぱ
塾
」主
宰
の
八
木
文
明
が
事

務
局
長（
実
質
の
実
行
委
員
長
）を

務
め
た
。六
回
の
公
演
で
１
２
０
万

円
余
り
の
資
金
が
集
ま
り
、長
井

高
校
卒
業
生
で
、教
員
生
活
最
後

の
五
年
間
を
同
校
校
長
と
し
て
務

め
た
芳
賀
秀
次
郎
先
生
の
言
葉
が

刻
ま
れ
た
記
念
石
碑
を
贈
っ
た
。

こ
ん
な
経
験
が
あ
っ
た
の
で
工
藤

さ
ん
は
、有
為
会
会
員
で
あ
る
ボ

ク
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
成
功
さ
せ
て
、

興
譲
館
寮
に
寄
付
を
し
よ
う
と
考

え
た
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
だ
っ

た
。し
か
し「
成
功
」さ
せ
る
こ
と

が
難
し
い
。コ
ロ
ナ
騒
動
以
後
、コ
ン

サ
ー
ト
の
お
客
様
が
減
っ
て
い
る
。

東
京
支
部
の
会
員
に
お
便
り
と
チ

ラ
シ
を
送
っ
て
、ど
れ
だ
け
共
感
が

４

得
ら
れ
る
か
？ 

が
ひ
と
つ
の
ポ
イ

ン
ト
。

そ
し
て
、第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
米
沢

有
為
会
と
全
く
無
関
係
の
人
も
聴

き
た
く
な
る
、寄
付
し
て
も
良
い

と
思
い
た
く
な
る
コ
ン
サ
ー
ト
を

企
画
実
行
す
る
こ
と
だ
。

実
行
と
成
果

　
「
ふ
る
さ
と
置
賜
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ

ン
サ
ー
ト
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
決

ま
り
、会
員
の
ボ
ク
が
、自
分
を
育

て
て
く
れ
た
置
賜
の
自
然
や
人
々

に
感
謝
し
、そ
の
恩
送
り
と
し
て

有
為
会
に
寄
付
す
る
趣
旨
と
し
た
。

　

工
藤
さ
ん
と
ボ
ク
が
実
行
委
員

と
な
り
準
備
を
始
め
た
。会
場
を
一

年
前
に
申
し
込
む
と
す
ぐ
に
ホ
ー

ル
代
の
請
求
が
来
る
。コ
ン
サ
ー
ト

が
未
発
表
の
時
期
に
数
万
円
の
経

費
が
発
生
す
る
。チ
ラ
シ
の
デ
ザ
イ

ン
料・印
刷
代
、郵
送
費
な
ど
、チ
ケ

ッ
ト
が
売
れ
る
前
に
約
十
万
円
の

経
費
が
か
か
る
。そ
う
いっ
た
経
費

の
回
収
す
ら
難
し
い
の
が
昨
今
の

現
実
で
あ
る
。赤
字
が
出
た
ら
二

人
で
背
負
う
。ま
さ
に
背
水
の
陣
。

　

２
０
１
４
年
四
月
の
東
京
公
演

は
日
暮
里
サ
ニ
ー
ホ
ー
ル
の
コ
ン
サ

ー
ト
サ
ロ
ン(

定
員
１
０
０)

で
昼
夜

二
回
公
演
を
行
な
っ
た
。土
日
の
会

場
を
押
さ
え
る
の
は
一年
前
の
抽

選
に
参
加
で
き
て
も
ほ
ぼ
落
選
。

平
日
に
実
行
す
る
し
か
な
い
。

　

難
し
い
事
情
が
重
な
る
中
、声

楽
家
の
大
前
恵
子
さ
ん
が
五
十
人

以
上
の
お
客
様
を
集
め
て
く
だ
さ

っ
た
。そ
し
て
、有
為
会
東
京
支
部

の
方
々
の
ご
協
力
も
期
待
通
り
。

様
々
な
事
情
で
参
加
で
き
な
く
て

も
、チ
ケ
ッ
ト
代(

３
５
０
０
円)

と

同
額
の
寄
付
の
方
に
は
コ
ン
サ
ー
ト

の
記
録
録
音
の
Ｃ
Ｄ
を
返
礼
と
し

た
。昼
は
売
り
切
れ
、夜
は
半
分
の

入
場
者
、そ
し
て
寄
付
が
五
十
口

く
ら
い
集
ま
り
、二
十
四
万
円
を

寄
付
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

米
沢
公
演
の
様
々
な
実
り

　

七
月
に
は
米
沢
公
演
を
行
な
っ

た
。置
賜
出
身
で
毎
年
の
よ
う
に

長
井
、飯
豊
、白
鷹
、山
形
市
で
公

演
を
つ
づ
け
て
い
る
と
は
い
え
、米

沢
は
ア
ウ
ェ
イ
の
地
だ
っ
た
。米
沢

に
知
り
合
い
は
少
な
い
。興
譲
館
の

東
京
同
窓
会
で
知
り
合
っ
た
福
崎

真
知
子
さ
ん
を
訪
ね
た
り
、長
井

公
演
の
お
客
様
と
し
て
名
刺
交
換

し
た
こ
と
の
あ
る
、ピ
ア
ノ
教
師・

森
直
子
さ
ん
と
連
絡
を
と
り
、協

力
要
請
を
し
た
。お
二
人
と
も
お

顔
が
広
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
広
め
て
く
だ

さ
っ
た
。森
さ
ん
は「
う
ち
の
息
子

も
大
学
時
代
に
は
有
為
会
に
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
」と
、ボ
ク
以
上

に
熱
心
に
公
演
の
広
報
と
チ
ラ
シ

配
布
、チ
ケ
ッ
ト
販
促
に
取
り
組
ん

で
く
だ
さ
っ
た
。ボ
ク
の
訳
詞
し
た

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
を
唄
っ
て
く

だ
さ
る
地
元
の
女
声
合
唱『
ゆ
ず

り
は
』の
金
藤
さ
ん
、米
沢
ケ
ー
ナ

の
会
の
松
村
さ
ん
な
ど
を
ご
紹
介

く
だ
さ
っ
た
の
も
森
さ
ん
。お
か
げ

で
合
唱
や
ケ
ー
ナ
の
会
と
の
共
演

も
実
現
し
た
。い
ろ
ん
な
意
味
で

実
り
多
い
米
沢
公
演
で
あ
り
、二

十
万
円
の
寄
付
額
を
確
保
で
き
た
。
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県
民
の
歌《
最
上
川
》

コ
ン
サ
ー
ト
を《
最
上
川
》で
始
め

よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
工
藤

さ
ん
の
発
案
。昭
和
天
皇
が
庄
内

平
野
を
詠
ま
れ
た
短
歌
が
歌
詞
に

な
っ
て
い
る
。置
賜
は
上
流
の
地
な

の
で
、水
源
地
の
森
を
表
現
す
る

イ
ン
ト
ロ
を
編
曲
し
て
演
奏
し
、好

評
を
博
し
た
。山
形
県
内
で
の
コ
ン

サ
ー
ト
の
定
番
に
し
よ
う
と
思
う
。

感
謝
と
継
続

　

東
京
興
譲
館
寮
の
赤
字
を
き
っ

か
け
に
し
て
ゼ
ロ
か
ら
立
ち
上
げ

た
こ
と
だ
っ
た
が
、音
楽
は
人
と
人

の
温
か
い
つ
な
が
り
を
生
み
出
す

素
晴
ら
し
い
藝
術
だ
と
改
め
て
思

っ
た
。か
か
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ

て
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。こ
れ
は
三
年
続
け
ま
す
。今

後
も
お
力
添
え
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

（
や
ぎ
り
ん
め
い
。１
９
５
８
年
生

ま
れ
。長
井
高
校
、早
稲
田
大
学

商
学
部
卒
。財
団
法
人
日
本
フ
ィ

ル
の
事
務
局
員
を
経
て
２
０
１
０

年
か
ら
音
楽
専
業
。作
詞
家
、ケ
ー

ナ
奏
者
。歌
手
ク
ミ
コ
の《
広
い
河

の
岸
辺
》の
訳
詞
者
と
し
て
２
０
１

４
年
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
。「
百
年
歌

い
継
が
れ
て
日
本
の
歴
史
に
残
る

歌
」と
湯
川
れ
い
子
氏
が
絶
賛
。ラ

ジ
オ
深
夜
便
や『
徹
子
の
部
屋
』に

出
演
） 

文
中
写
真
は
、伝
国
の
杜

置
賜
文
化
ホ
ー
ル
で
の
米
沢
公
演

５

▲
新
年
会・予
餞
会

　

令
和
六
年
二
月
十
一日
に
主
婦
会
館

プ
ラ
ザ
エ
フ
で
開
催
。寮
生
九
名
を
含

む
四
十
六
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

卒
業
生
か
ら
こ
れ
か
ら
の
進
路
と
抱

負
を
述
べ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

▲
ふ
る
さ
と
置
賜
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ

ン
サ
ー
ト

　

四
月
十
六
日
に
日
暮
里
サ
ニ
ー
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。主
催
：
実
行

委
員
会（
代
表
工
藤
美
知
尋
）共
催
：

地
球
音
楽
工
房（
代
表
：
八
木
倫
明
）

で
実
施
。支
部
会
員
が
多
数
多
数
参

加
し
て
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
▲
令
和
六
年
度
支
部
総
会・新
入

寮
生
歓
迎
会

東
京
支
部
の「
定
期
総
会
」は
議
決
権

行
使
書
と
対
面
式
を
併
用
し
て
五
月

二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。令
和

五
年
度
の
事
業
及
び
決
算
報
告
、令
和

六
年
度
の
事
業
計
画（
案
）、予
算（
案

）は
、賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
興
譲
館
は
１
名
の
新
入
寮
生
を

迎
え
て
、新
入
寮
生
歓
迎
会
を
実
施

し
ま
し
た
。

▲
園
遊
会
で
芋
煮
と
地
酒
を
満
喫

令
和
六
年
の
園
遊
会
は
、主
婦
会
館
プ

ラ
ザ
エ
フ
で
十
一月
十
日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。定
刻
に
加
藤
正
憲
理
事
の
司

会
で
始
ま
り
ま
し
た
。県
民
歌

「
最
上
川
」斉
唱
後
に
上
杉
邦
憲
名
誉

会
長
、平
山
英
三
会
長
か
ら
ご
祝
辞
を

頂
き
ま
し
た
。下
條
泰
生
名
誉
会
員

の
音
頭
で
乾
杯
を
し
て
懇
談
に
入
り

ま
し
た
。

置
賜
か
ら
芋
煮
材
料
を
取
り
寄
せ
て

片
桐
美
代
さ
ん（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）と
実

行
委
員
の
倉
田
和
子
さ
ん
の
二
人
に

調
理
し
て
頂
い
た
芋
煮
や
玉
コ
ン
ニャ

ク
と
地
酒
を
味
わ
い
ま
し
た
。今
回
初

め
て
米
鶴
と
東
光
の
蔵
元
か
ら
直
接

購
入
し
ま
し
た
。一定
金
額
以
上
に
よ

り
送
付
料
が
無
料
に
な
り
ま
し
た
。

出
席
者
は
六
名
の
寮
生
を
含
め
て
四

十
二
名
で
し
た
。取
り
寄
せ
た
地
酒
も

好
評
で
完
売
で
し
た
。

▲
東
京
支
部
会
員
数

（
令
和
六
年
十
一月
末
現
在
）

正
会
員
数　
　
　

    　

 

九
三
名　

賛
助
会
員
数           

百
十
八
名

法
人
賛
助
会
員
数           

五
名

▲
訃
報
会
員

　

ご
生
前
の
長
年
に
わ
た
る
ご
協
力

に
感
謝
申
し
上
げ
、ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。（　

）内
は
命
月

小
田
切　

登
様（
令
和
四
年
二
月
）

鈴
木　

啓 
一 
様（
令
和
四
年
四
月
）

鹿
股　

秀
夫
様（
令
和
四
年
五
月
）

遠
藤　

哲　

様（
令
和
四
年
十
二
月
）

小
野　

辰
雄
様（
令
和
五
年
五
月
）

新
年
会・予
餞
会
の
記
念
写
真

川
井　

陽 

一 

様（
令
和
五
年
六
月
）

伊
藤　

均　

様（
令
和
五
年
六
月
）

樋
渡
三
保
子
様（
令
和
六
年
三
月
）

柳
原　

寿
男
様（
令
和
六
年
八
月
）

小
松　

繁　

様（
令
和
六
年
十
月
）

渡
邉　

忠
義
様（
令 

和 

六  

年
十一  

月
）

会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
退
会
者
や

逝
去
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

川
合　

勝
雄　

記　

東
京
支
部
の
活
動
状
況
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特
別
寄
稿

令
和
六
年
一
月
三
十
日

 
 
 
 
 
 

「
鑑
定
団
」
出
演
日　

主
役
は
「
片
岡
球
子
」
先
生

　
　
　
　
　
　
　

バ
ン
ザ
イ
〃

　

私
は
、
『
開
運
な
ん
で
も
鑑

定
団
』
の
視
聴
者
で
す
。

五
十
四
年
前
に
「
片
岡
球
子

（
日
本
画
家
）
の
『
赤
富
士
』

を
結
婚
祝
い
に
頂
い
た
作
品
と

共
に
鑑
定
団
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
下
さ
っ
た
の

は
妻
苑
子
の
両
親
で
す
。
十
四

年
前
亡
く
な
っ
た
苑
子
さ
ん
は

生
前
杉
並
八
幡
幼
稚
園
で
二
十

年
、
立
正
大
学
短
大
・
四
大
で

教
授
と
し
て
子
供
と
学
生
に
絵

の
指
導
を
し
、
本
人
も
日
本
地

図
で
有
名
な
伊
能
忠
敬
翁
の
現

当
主
で
画
家
の
伊
能
洋
先
生
の

教
室
で
古
里
が
同
じ
こ
と
も

あ
っ
て
家
族
同
様
絵
を
習
っ
て

お
り
ま
し
た
か
ら…

…

。

　

父
親
は
若
い
時
、
中
国
北
京

に
留
学
し
同
学
会
語
学
校
で
学

び
満
州
国
司
法
部
で
満
州
国
皇

帝
、
関
東
軍
司
令
官
等
の
通
訳

を
務
め
四
川
省
教
育
長
李
宗
吾

原
作
者
の
日
本
語
訳
を
ペ
ン
ネ

―
ム
で
葉
室
早
生
（
本
名
嘉
村

満
雄
）
「
厚
黒
学
入
門
」
等
出

版
。
中
国
人
の
世
界
観
、
人
間

観
を
当
時
政
治
、
経
済
人
が
学

ぶ
内
容
で
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に

『
ず
ぶ
と
く
は
ら
ぐ
ろ
い
学
』

と
訳
し
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
し
た
。

戦
後
帰
国
さ
れ
、
東
京
地
方
検

察
庁
に
勤
め
て
お
ら
れ
ま
す
か

ら
「
球
子
さ
ん
」
の
絵
は
本
物

二
千
マ
ン
円
と
叫
ん
だ
の
で
し
た
。

　

さ
て
、
球
子
先
生
に
小
生
が

『
赤
富
士
』
を
持
っ
て
い
る
と

自
慢
し
た
く
な
り
先
生
が
百
一

歳
頃
で
す
が
銀
座
で
の
個
展
会

場
を
尋
ね
ま
し
た
。

　

若
い
時
巷
で
「
絵
本
」
出
版

「
ひ
か
り
の
く
に
」
で
働
い
た

こ
と
も
あ
り
画
家
た
ち
に
チ
ョ

コ
ッ
ト
伺
い
ま
し
た
が
、
「
男

み
た
い
な
絵
を
描
く
女
」
と
い

う
も
の
で
し
た
。
私
に
と
っ
て

家
に
同
居
し
て
い
る
親
友
【
赤

富
士
】
。
球
子
先
生
は
何
と

お
っ
し
ゃ
つ
た
と
思
い
ま
す
。

開
口
一
番
「
あ
ら
、
ワ
タ
シ

の
赤
フ
ジ
！
あ
な
た
が
持
っ

て
お
ら
れ
る
の…

！
」
「
私
、

ど
な
た
が
持
っ
て
お
ら
れ
る

の
か
探
し
て
い
た
の
い
た
の

よ
！
画
い
た
私
が
好
き
な
絵

画
な
の
よ
！
展
覧
会
場
に
い

つ
も
出
し
て
お
き
た
か
っ
た

作
品
な
の
」
と
ハ
ン
カ
チ
を

手
に
目
に
運
ば
れ
る
の
で
し

た
。
し
ば
ら
く
し
て
「
私
は

絵
描
き
で
す
か
ら
、
売
る
仕

事
は
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら

…

」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私

は
「
日
本
一
の
山
」
子
供
の

時
、
童
謡
も
歌
い
、
絵
も
描

か
さ
れ
た
富
士
の
山
は
好
き

で
す
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

「
私
も
ヨ
！
」
と
応
え
ら
れ

ま
し
た
。

二
０
０
八
年
一
月
二
十
一
日

享
年
百
三
歳
、
画
家
の
平
山

郁
夫
先
生
が
「
球
子
さ
ん
を

悼
む
」
と
産
経
新
聞
の
「
文

化
」
欄
で
「
富
士
山
の
連
作

も
個
性
豊
か
で
原
色
モ
ザ
イ

ク
の
よ
う
な
山
や
花
を
造
形

化
し
た
作
品
は
力
強
く
人
々

に
強
烈
な
印
象
を
与
え
て
い

た
。
」
と
冥
福
を
祈
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
文
化
勲
章
受

章
者
、
女
で
一
人
か
な
。

　

さ
て
小
生
は
年
賀
状
で
百

九
十
人
程
に
添
え
書
き

結
婚
祝
い
の
絵
画
に

                

千
五
百
万
円
の
評
価

米
野  

龍
宗  （
宗
禎
）

日
本
吟
道
学
院
正
会
員

「
一
月
三
十
日
な
ん
で
も
鑑

定
団
」
に
出
演
す
る
の
で
宜

し
く
！
と
。
そ
し
て
「
テ
レ

ビ
観
た
よ
」
の
電
話
、
ハ
ガ

キ
等
々
オ
シ
ョ
ウ
シ
ナ
・
オ

シ
ョ
ウ
シ
ナ
。

　

百
ま
で
生
き
る
そ
れ
に
は

年
金
だ
け
で
は
と
思
い
つ
つ

鑑
定
団
万
歳
と
叫
び
ま
し
た
。

趣
味
の
「
詩
吟
」
も
百
ま
で

や
る
！
と
「
豪
神
会
」
の
会

長
藤
本
龍
瑠
先
生
に
ホ
ラ
を

吹
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し

「
散
る
桜
、
残
る
桜
も
散
る

桜
」
（
良
寛
作
）
命
も
百
ま

で
と
は
ゆ
き
ま
す
か
ど
う
か

楽
し
み
な
歩
み
の
ス
タ―

ト

で
す
。

　
　

【
赤
富
士
】

司
会
の
今
田
耕
司
さ
ん



５

米沢有為会東京支部だより　2024  DECEMBER  Vol.28

222７

　米沢有為会会員のみなさま、はじめまして。柿﨑聡太

（かきざき そうた）と申します。

私は米沢市で生まれ育ち、平成30年に米沢興譲館高等学

校を卒業後、明治大学法学部へと進学し、現在は同大学

院政治経済学研究科にて地方自治を学んでおります。

　入会のきっかけは、昨年10月に挙行された我妻榮先生

没後50年記念式典のパネルディスカッションに登壇させ

ていただいたことです。当時我妻榮記念館館長でいらっ

しゃった矢尾板操さまに声をかけていただき、若い世代

の視点から我妻榮先生の活躍や、送られた人生から自分

が何を感じたかなどを、発表させていただきました。

　先生との関係の中で、特に印象に残っていることは、

大学生のころに初めて我妻榮記念館を訪れた際の経験で

す。館長の矢尾板さまと管理人の手塚さまのご案内で、

ご遺品や判例カードを拝見しました。展示品の中には先

生が東大法学部長時代にお使いになられた机と椅子があ

るのですが、お二人に「先生の椅子に座ると成績がよく

なるんじゃない？」と言われて、座ってみたところ、そ

の後不思議なことに、私の成績が急上昇したのです。そ

の時は、先生が努力する姿勢を見守って下さっているよ

うに感じました。

　先生は、学問に対して妥協が無く、大変真摯な方でい

らっしゃいました。勉強の際には参考書や教科書を手当

たり次第に何冊も使うのではなく、一冊を完璧に理解す

るまで使うという勉強手法をお持ちであったとお聞きし

ますし、友人であった岸信介元首相と学生時代に旅館で

缶詰になって勉学に励んだというお話にも象徴されてい

ます。

　私が大学進学に伴い上京するまでは、都会への憧れが

募る毎日でありました。しかし米沢は我妻榮先生をはじ

め、偉大な先輩方が生まれ育った地であることを知り、

さらに大学院で地方自治を学び、地域それぞれに魅力が

あることを知った今、郷里への想いが募る毎日です。

　最後に、私が大切にしている母校校歌の一節をご紹介

します。 －人皆の命を崇め、わが力わが誠、世のため

に尽くさん－　いま、まさに勉学に励まれている皆様に

おかれましては、誇りを持って世の中に羽ばたかれるこ

とを祈念いたします。

　今後とも、米沢有為会の諸先輩方にはご指導賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

新入会員 柿崎　聡太 ～我妻榮先生の学問への想いに触れて～

『有為会とのご縁』　　平田　典史

　米澤有為会は、郷土愛を土台に相互親睦と切磋琢磨を目的

に共存共栄を図る同郷人の団体として、有為なる米沢・置賜

人の発掘と育英の活動しています。ご挨拶に際し、第３代会

長を務めた高祖父・平田東助の唱えた「共存共栄」をご紹介

する事で、この度のお引き合わせになれば幸いです。

　平田東助は、明治・大正期の官僚・政治家です。賊軍出生

地ながら、明治政府内で重用され、良縁を大切に公平無私に

徹し生き抜きました。産業組合中央会を明治37年に創立。初

代会頭として、大正11年迄18年間、日本全国に講演の足跡を

印しています。講演時のテーマが「共存共栄」です。有為会

でもしばしば語られる「共存共栄」ですが、この言葉は東助

が終生自訓とした、精神的共同団結・物質的共同補助を信条

にした四字約言です。

　共存共栄について「人は天性孤立し得るものでなく、父母

の間に生まれ、夫や婦となって共同生活をし、集まって村と

なり、社会となって国となる。これ皆、人の天性に基づき起

こる共同団体で、樹木が集まって林になるようなものである

。木々は根があり、枝葉があって１本の木となるが、風雨寒

暑に侵され折れ、裂け、亭々として空中にそびえる大樹に成

長するのは難しい。集まって林となれば互いに競い、互いに

相助けて成長し、風雨に対抗し折裂の心配も少なく、立派な

林相を為す。独木に鄧林の茂をなし得ずの意味である、我が

国は肇国以来父祖代々相助けて各々その業をとり、一国一家

のごとく共に繁茂し、共栄共存し存立を保つものである」と

語っております。自助・互助・共助・公助を以て会の発展に

通ずる、意志ある言葉だと感じております。

　講演はインターネットで「国立国会図書館デジタルコレク

ション、平田東助、歴史的音源」で検索頂くと『講演・共存

共栄に就いて』の題名で懐かしみある米沢訛りの肉声を今で

も聞くことができます。

　この約言を米沢・置賜人の息吹としてお感じ下さり、有為

会各支部の結束と親睦が実る一助になりましたら幸いです。

今後ともお見知り置き下さいますようどうぞよろしくお願い

申し上げます。

【ご参考】【東助座像移設・竣工式の様子】
平田東助像が故郷米沢に移設、竣工式を挙行｜米沢日報デジタル (左記の文章を入力して検索)
講演音声のリンク先
https://dl.ndl.go.jp/pid/3574641（上・２分０２秒）
https://dl.ndl.go.jp/pid/3574642（下・２分３０秒）

平田東助氏

寄　稿



8

米沢有為会東京支部だより　2024  DECEMBER  Vol.28

ト
ノ・エ
ッ
セ
イ  

(9)

222８

編
／
集
／
後
／
記

　今からほぼ３００年の昔、上杉家第５代（米

沢藩主第４代）上杉綱憲の孫・豊姫（後の瑞耀

院）が筑前甘木（現福岡県朝倉市）の秋月藩第

４代黒田長貞に嫁いだことが、後に秋月種茂、

上杉治憲、黒田長舒（ながのぶ）という３人の

名君誕生に繋がります。

　黒田長貞と豊姫の間に生まれた次女春姫は日

向高鍋藩主秋月種美（たねみつ）に嫁ぎ、２人

の男子が生まれます。長男は幼名黒帽子、次男

は幼名松三郎、幼少時から兄弟揃って聡明を謳

われていたと言います。長男黒帽子は長じて宝

暦１０年（１７６０）１７歳で高鍋藩を継ぎ、

第７代秋月種茂（鶴山）となります。

　一方当時出羽米沢藩上杉家は財政破綻状態の

上、第９代（米沢藩主第８代）上杉重定に後継

ぎがいないという存亡の危機に瀕していました

。これを心配した豊姫が実家の上杉家の養子に

推したのが、娘春姫の嫁ぎ先秋月家の聡明な孫

の松三郎でした。兄の種茂が秋月藩主となった

同じ年の宝暦１０年、１０歳の松三郎は上杉重

定の養嗣子となって桜田の米沢藩邸に移り直松

に改名します。明和3年（１７６６）に元服、江

戸幕府10代将軍徳川家治の偏諱を受け治憲と改

名します。明和4年（１７６７）に兄と同じ１７

歳で家督を継ぎ、米沢藩第９代藩主（上杉家第

１０代）上杉治憲（鷹山）となります。

　天明４年（１７８３）大飢饉の年、筑前秋月

藩では７代藩主長堅（ながかた）が嗣子のいな

いまま１８歳で早世し、断絶の危機を迎えてい

ました。この時黒田家を継いだのが、秋月種茂

の次男長舒（ながのぶ）でした。従って長舒は

豊姫の曾孫・春姫の孫・治憲の甥にあたります。

鷹山は財政再建、殖産興業、学問の奨励、福祉

・医療の充実、飢饉対策などの業績の数々から

名君の誉れ高いことは言うまでもありませんが

、秋月種茂も藩政の刷新、学問の振興と人材育

成、児童福祉の充実等に尽くされ、また黒田長

舒は殖産興業、学問・文化の奨励、福祉の充実

等の業績を上げられ、いづれも名君と讃えられ

ています。鷹山は兄種茂を高く評価しており、

「もし兄が米沢藩主だったら私より良い成果を

上げたろう」と言っています。また黒田長舒は

父種茂や叔父鷹山を模範として藩の改革を成し

遂げた、と言われています。

ここで、春姫の母豊姫の曾祖母富子（吉良義央

の妻）が上杉景勝の孫であることを思うと、名

君の栄光は女系によって受け継がれてきたよう

な気がしています。家系図をご参照ください。

「女系で継ぐ名君の系譜」 上杉 邦憲

▼
国
語
学
者
保
科
孝
一
氏
は
、
東

京
興
譲
館
第
六
代
館
長
を
務
め
ら

れ
ま
し
た
。

▼
東
京
裁
判
で
イ
ン
ド
代
表
の
パ
ー

ル
判
事
は
、
昭
和
二
七
年
に
広
島
を

訪
れ
、
講
演
を
行
っ
た
。
「
世
界
に

告
ぐ
」
と
語
り
か
け
、
「
ア
メ
リ
カ

に
は
原
子
爆
弾
を
投
ず
べ
き
何
の
理

由
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
す

で
に
降
伏
す
る
用
意
が
で
き
て
い
た
。

幾
千
人
か
の
白
人
の
軍
隊
を
犠
牲
に

し
な
い
た
め
、
を
言
い
分
に
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、

罪
の
な
い
一
般
市
民
を
幾
万
人
、
幾

十
万
人
殺
し
て
も
い
い
と
い
う
の
だ

ろ
う
か
」
と
極
め
て
厳
し
く
、
ア
メ

リ
カ
の
原
爆
投
下
を
糾
弾
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｋ
・
Ｋ
）

支部会員の皆様へ

編
集
委
員
メ
ン
バ
ー

委
員
長…

…
  …

川
合　

勝
雄

工
藤
美
知
尋　

佐
藤　

好
明

菊
地　

隆
雄　

齊
藤　

三
紀

濱
田　

吾
愛　

宮
坂　

孝
夫

新年会・予餞会のお知らせ
日  時　令和７年２月11日（祝日）　
　　　　12時開始（受付開始１１時３０分）

場所　主婦会館９Fスズラン
会費　６千円

米沢有為会 名誉会長


