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義
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を
果
遂
せ
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本
校
が
大
正
十
二
年
に
「
大
谷
中
学

校
」
と
し
て
新
発
足
し
た
際
、
第
九
代

谷
内
正
順
校
長
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
四

つ
の
校
訓
の
第
二
が
「

義
務
を
果
遂
せ

よ
」
で
す
。 

本
校
生
徒
に
と
っ
て
の
「
義
務
」
と

は
、
い
っ
た
い
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う

か
。
学
校
教
育
法
に
よ
れ
ば
、
所
定
の

課
程
の
単
位
を
修
得
し
、
希
望
す
る
進

路
に
就
く
と
い
う
こ
と
で
事
足
り
る
か

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
私
学
に
は
独
自
の

建
学
の
精
神
が
あ
り
ま
す
。
私
学
教
育

は
、
文
部
科
学
省
令
に
加
え
て
、
建
学

の
精
神
を
体
す
る
事
が
な
け
れ
ば
、
そ

の
教
育
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
に
は
な

り
ま
せ
ん
。 

欧
米
の
大
学
で
は
、
博
士
号
を
取
得

し
た
者
に
は
す
べ
て

p
h
.
D

す
な
わ
ち

「
哲
学
博
士
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
根
底
に
は
、
キ

リ
ス
ト
教
思
想
を
は
じ
め
と
す
る
共
通

の
哲
学
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ

い

て

い

る

の

で

す

。
「

哲

学

は

万

学

の

楚
」
と
称
さ
れ
る
所
以
で
す
。 

建
学
の
精
神
と
は
、
こ
の
「
哲
学
」

に
相
当
す
る
も
の
な
の
で
す
。 

「
な
ぜ
生
き
る
か
を
知
っ
て
い
る
者

は
、
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
如
何
に
生
き
る
か

に
耐
え
う
る
の
だ
」
と
い
う
の
は
、
ナ

チ
ス
ド
イ
ツ
の
強
制
収
容
所
生
活
を
耐

え
抜
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
精
神
科
医
の
フ
ラ

ン
ク
ル
博
士
（
『
夜
と
霧
』
）
の
言
葉
で

す
。
い
つ
処
刑
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い

最
悪
の
時
と
場
に
お
い
て
、
こ
の
「
な

ぜ
生
き
る
か
」
に
つ
い
て
博
士
は
、
「
一

人
の
家
族
、
一
人
の
友
、
一
つ
の
仕
事
、

そ
し
て
一
つ
の
神
が
私
を
慈
愛
あ
ふ
れ

る

眼

差

し

で

待

っ

て

い

て

く

れ

る

の

だ
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い

ま
す
。 

本
校
の
建
学
の
精
神
は
、
初
代
校
長

清
澤
満
之
先
生
以
来
、
「
樹
心
」
す
な
わ

ち
「
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
る
」
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
我
々
の
命
の
ル
ー
ツ

と
も
言
う
べ
き
仏
さ
ま
の
広
大
な
願
い

に
よ
っ
て
大
谷
に
学
ぶ
者
と
な
り
、
生

涯
を
「
よ
き
世
の
人
」
と
し
て
生
き
切

り
、
こ
の
世
の
縁
尽
き
る
時
に
は
、
従

容
と
し
て
「
一
度
死
ん
だ
ら
二
度
と
は 

死
な
な
い
」
と
い
う
永
遠
の
安
楽
世
界

で
あ
る
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
す
。 

人
間
と
し
て
の
完
成
は
、
有
限
の
現

実
世
界
で
は
誰
一
人
と
し
て
果
た
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
生
死
一
如
」
す
な

わ
ち
死
を
も
生
の
一
部
と
し
て
、
永
遠

の
生
命
そ
の
も
の
の
世
界
で
あ
る
浄
土

に

往

生

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

、

我
々
は
完
成
を
み
る
の
で
す
。 

本
校
に
学
ぶ
者
す
べ
て
に
与
え
ら
れ

て
い
る
、
「
樹
心
」
す
な
わ
ち
“T

o
 
B
e
 

H
u
m
a
n

”
と
い
う
義
務
を
、
果
断
に
遂
行

す
る
た
め
に
、
本
校
の
教
育
活
動
は
展

開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 


