
　
鈴
木
善
幸
氏
は
、
明
治
　
年
１
月

４４

　
日
、
鈴
木
善
五
郎
・
ひ
さ
夫
妻
の

１１長
男
と
し
て
大
き
な
網
元
の
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
。

　
善
幸
氏
は
山
田
尋
常
小
学
校
か
ら

県
立
水
産
学
校
（
現
・
宮
古
水
産
高

校
）
へ
と
進
学
。
当
時
の
三
陸
沿
岸

漁
村
は
、
ど
こ
も
戦
後
の
不
景
気
と

不
漁
続
き
で
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て

お
り
、
鈴
木
家
も
決
し
て
裕
福
な
暮

ら
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
学
生
時
代
の
善
幸
氏
は
秦
秀
才
芯

と
あ
だ
名
が
付
く
ほ
ど
成
績
は
常
に

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
、
テ
ニ
ス
に
も
励

む
文
武
両
道
の
青
年
で
し
た
。

　
そ
の
後
農
林
省
水
産
講
習
所
（
現

漁
協
運
動
か
ら
政
治
の
道
へ

貧
困
に
あ
え
ぐ
漁
村
を
救
う
た
め
、
１
人
の
青
年
が
立
ち
上
が
っ
た

　
時
は
明
治
末
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
三
陸
沿
岸
の
漁
村
は
戦
後
の
不
況
や
不
漁
、

自
然
災
害
の
影
響
を
受
け
、
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
苦
し
い
生

活
を
強
い
ら
れ
続
け
る
漁
村
の
窮
状
を
見
か
ね
て
、
本
町
か
ら
１
人
の
青
年
が
立
ち
上

が
り
ま
し
た
。
青
年
は
漁
民
の
実
情
を
訴
え
、
漁
協
運
動
に
身
を
投
じ
ま
す
が
、
や
が

て
そ
の
活
動
に
限
界
を
感
じ
、
政
治
の
世
界
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
す
―
―
。
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東
京
海
洋
大
学
）
に
進
学
し
ま
し
た

が
、
在
学
中
、
善
幸
氏
は
自
ら
の
将

来
を
大
き
く
決
定
付
け
ら
れ
る
出
来

事
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
８
年
の
「
三
陸
津
波
」
が
 

鈴
木
青
年
の
運
命
を
変
え
た
 

　
同
年
３
月
３
日
、
釜
石
沖
を
震
源

と
す
る
三
陸
地
震
が
発
生
し
、
巨
大

な
津
波
が
本
町
を
は
じ
め
と
し
た
三

陸
沿
岸
に
襲
い
掛
か
り
ま
し
た
。
こ

の
津
波
に
よ
る
被
害
は
上
閉
伊
郡
、

下
閉
伊
郡
、
気
仙
郡
、
九
戸
郡
の
４

郡
合
わ
せ
て
死
者
１
４
０
８
人
、
行

方
不
明
者
１
２
６
３
人
、
家
屋
流
出

２
９
６
９
戸
、
焼
失
２
５
０
戸
、
船

の
流
出
６
７
６
８
隻
（
山
田
町
津
波

昭和８年の三陸大津波の惨状

誌
）
に
も
上
り
、
本
町
も
大
変
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。

　
こ
の
と
き
善
幸
氏
は
た
ま
た
ま
山

田
に
帰
省
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
家

族
と
命
か
ら
が
ら
高
台
へ
避
難
。
そ

の
後
被
害
に
遭
っ
た
個
所
を
巡
り
、

そ
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
す
。

　
不
況
と
深
刻
な
生
活
苦
に
苦
し
ん

で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
大
災
害
で

さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
三
陸
沿
岸
の
漁
村
。
善

幸
氏
は
漁
村
を
何
と
か
し
た
い
、
郷

土
の
た
め
に
何
か
で
き
な
い
か
と
い

う
思
い
か
ら
、
政
治
の
世
界
を
意
識

し
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

漁
協
運
動
に
情
熱
を
注
ぐ
も
 

限
界
を
感
じ
政
治
の
世
界
へ

　
貧
困
の
原
因
が
現
在
の
漁
業
体
系

に
あ
る
と
考
え
た
善
幸
氏
は
、
漁
協

制
度
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
、
漁
協
運
動
に
身
を
投
じ
て

貧
し
い
漁
民
の
実
情
を
訴
え
ま
し
た
。

　
水
産
講
習
所
を
卒
業
し
た
善
幸
氏

は
大
日
本
水
産
会
、
全
漁
連
を
経
て

中
央
水
産
業
会
に
移
り
、
同
会
の
廃

止
問
題
で
労
働
組
合
の
委
員
長
と
し

て
活
躍
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
活
動

を
続
け
る
中
で
道
路
や
漁
業
関
連
施

設
の
整
備
、
燃
料
と
な
る
石
油
の
供

給
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
政
治
の
力

の
必
要
性
に
直
面
し
、
漁
協
運
動
の

限
界
を
痛
感
し
ま
す
。
そ
こ
で
善
幸

氏
は
政
治
の
世
界
へ
進
む
こ
と
を
決

意
し
た
の
で
し
た
。
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昭和４年、県立水産学校を卒業した時の鈴木善幸氏（前列中央）
＝写真提供・県立宮古水産高校同窓会「岩水会」＝

　優等生でスポーツマン

だった善幸さんはわたし

たちの憧れの的で、後ろ

を「善幸さん、善幸さん」

県立水産学校時代の

善幸さんを知る

と慕う子供たちが追いかけて歩いたものでした。テニ

スのキャプテンや弁論の主将も務める一方、成績も優

秀だったので「善幸はいつ勉強しているんだ」と言わ

れていたそうです。親戚だったこともあり、善幸さん

にはいつも気にかけていただいて、小学校を卒業する

ときには東京から手紙が送られてきました。友達に自

慢しようと見せたら、取り合いになっていつの間にか

なくなってしまったことが思い出されますよ。

阿 部 政 
まさ

 哉 さん
や

（川向町・９０歳）

【３】


