
新
・
気
仙
風
⼟
記 

                              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
俊
雄 

 
       

︵
上
︶ 

 

は
じ
め
に 

 

岩
⼿
県
南
部
の
海
岸
沿
い
に
︑
陸
前
⾼
⽥
市
が
あ
る
︒
そ
こ
を
中
⼼
に
︑
北
隣
の
住
⽥
町
︑

⼤
船
渡
市
の
⼀
部
と
南
隣
の
気
仙
沼
市
の
⼀
部
地
域
を
気
仙
地
⽅
︵
地
区
︶
と
呼
ぶ
︒
旧
国

名
は
﹁
陸
前
﹂
︒
伊
達
藩
の
領
地
で
︑
亡
⽗
の
故
郷
で
も
あ
る
︒ 

 

こ
こ
に
ま
つ
わ
る
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ổ
ド
を
紹
介
し
た
い
︒
気
仙
地
⽅
の
風
⼟
︑
⼈
情
を

ご
賢
察
い
た
だ
け
れ
ば
︑
幸
い
で
あ
る
︒ 

 

︵
注
︑
タ
イ
ト
ル
を
﹁
新
・
気
仙
風
⼟
記
﹂
と
し
た
の
は
︑
⼀
九
六
七
年
五
⽉
に
︑
⾦
野
静

⼀
著
﹁
気
仙
風
⼟
記
﹂
が
既
に
出
版
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
︒
︶ 

  

⼀
︑
気
仙
⼤
⼯ 

 

気
仙
地
⽅
に
は
︑
船
⼤
⼯
や
宮
⼤
⼯
と
呼
ば
れ
る
︑
船
や
お
宮
を
造
る
⾼
度
な
技
術
を
持

ỵ
た
⼤
⼯
が
多
い
︒
特
に
︑
気
仙
地
⽅
に
住
む
船
⼤
⼯
や
宮
⼤
⼯
を
﹁
気
仙
⼤
⼯
﹂
と
呼
ん

で
い
る
︒ 

 

陸
前
⾼
⽥
市
︵
現
在
︶
⼩
友
の
船
﹁
中
吉
丸
﹂
の
船
頭
︑
三
之
丞
は
気
仙
⼤
⼯
の
⾎
筋
を

汲
み
︑
船
⼈
︵
船
員
︶
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
︒
ま
た
︑
船
⼈
の
中
に
も
︑
気
仙
⼤
⼯
の
⾎
筋

を
持
つ
者
が
い
た
︒ 

 

天
保
⼗
︵
⼀
⼋
三
九
︶
年
⼗
⼀
⽉
⼆
五
⽇
︑
中
吉
丸
は
︑
五
⼗
集
荷
物
︵
⼲
物
や
塩
⿂
等



の
荷
物
︒
︶
を
積
み
︑
常
州
那
珂
湊
へ
向
け
⼩
友
浦
を
出
帆
し
た
︒ 

 

航
海
⼗
⽇
目
︑
中
吉
丸
は
⼤
変
な
時
化
に
遭
ỵ
た
︒
⼤
き
な
波
が
中
吉
丸
を
襲
う
︒
そ
こ

で
三
之
丞
は
船
⼈
に
︑
若
布
等
の
軽
い
荷
物
か
ら
海
に
捨
て
る
よ
う
︑
指
⽰
を
出
し
た
︒
最

後
に
檣
を
切
ỵ
て
︐
海
に
投
げ
捨
て
た
︒
こ
う
し
て
船
の
安
定
を
図
り
︑
漂
流
し
た
︒ 

  

漂
流
約
⼀
ἅ
⽉
︒
中
吉
丸
は
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
︑
と
あ
る
⼩
さ
な
島
へ
漂
着
し
た
︒
そ
こ

は
︑
当
時
ア
メ
リ
カ
領
の
⼩
笠
原
︑
⽗
島
だ
ỵ
た
︒ 

  

島
に
は
︑
先
住
⺠
が
い
た
︒
ア
メ
リ
カ
⼈
︑
セ
ボ
リ
ổ
達
で
︑
寄
港
す
る
⽶
英
の
捕
鯨
船

に
︑
⽔
や
⾷
糧
な
ど
の
商
い
を
し
て
︑
⽣
計
を
⽴
て
て
い
た
︒ 

 

三
之
丞
ら
は
セ
ボ
リ
ổ
達
に
⾝
振
り
︑
⼿
振
り
で
﹁
腹
が
へ
ỵ
て
い
る…

﹂
﹁
助
け
て
く

れ…

﹂
と
窮
状
を
訴
え
る
と
︑
島
⺠
達
は
船
を
湊
へ
曳
航
し
︑
煙
草
や
⾷
事
等
を
持
ỵ
て
き

て
︑
世
話
を
し
て
く
れ
た
︒ 

 

落
ち
着
く
と
︑
三
之
丞
ら
は
海
藻
や
⿂
を
捕
ỵ
て
⽣
活
を
し
た
︒
ま
た
︑
若
⼿
の
船
⼈
三

蔵
は
︑
三
⼈ 

で
持
つ
柱
を
⼀
⼈
で
運
ん
だ
り
︑
他
の
船
⼈
達
も
島
⺠
の
家
を
建
て
る
の
を
⼿
伝
い
︑
気
仙

⼤
⼯
の
本
領
を
発
揮
し
た
︒ 

 

こ
う
し
て
三
之
丞
ら
は
︑
島
⺠
達
か
ら
⼤
変
感
謝
さ
れ
︑
⼆
ἅ
⽉
後
に
島
を
離
れ
る
時
︑

島
⺠
は
⼿
を
振
ỵ
て
名
残
を
惜
し
ん
だ
と
い
う
︒ 

 

と
こ
ろ
で
︑
中
㖌
丸
が
遭
難
し
た
当
時
は
︑
鎖
国
の
世
︒
⽇
本
を
出
た
者
は
︑
厳
し
い
取

り
調
べ
の
上
︑
場
合
に
よ
ỵ
て
は
︑
死
罪
の
掟
が
あ
ỵ
た
︒ 

 

し
か
し
︑
中
吉
丸
が
⽇
本
に
戻
る
と
︑
荷
物
を
調
べ
ら
れ
︑
⽗
島
の
様
⼦
を
訊
か
れ
た
だ



け
で
︑
全
員
が
故
郷
の
⼩
友
の
⼟
を
踏
む
事
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
︑
幕
府
が
急
速
に
発
展
し

て
い
る
異
国
の
様
⼦
を
少
し
で
も
⽿
に
し
た
か
ỵ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒ 

 

後
に
︑
幕
府
は
外
国
奉
⾏
︑
⽔
野
忠
徳
を
咸
臨
丸
で
⼩
笠
原
に
派
遣
し
︑
⽶
国
政
府
と
領

⼟
確
認
を
し
た
際
︑
⼩
笠
原
が
⽇
本
に
帰
属
す
る
事
が
す
ん
な
り
と
決
ま
ỵ
た
︒
そ
れ
は
︑

ア
メ
リ
カ
側
の
担
当
官
が
セ
ボ
リ
ổ
だ
ỵ
た
か
ら
だ
︒
こ
う
し
て
⽇
本
と
ア
メ
リ
カ
の
絆
が

深
め
ら
れ
る
事
に
な
ỵ
た
︒
そ
れ
も
︑
中
吉
丸
の
船
⼈
達
の
下
働
き
が
あ
ỵ
た
か
ら
だ
︒ 

 

異
国
と
の
絆
深
め
し
野
分
か
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

俊
雄 

 

︻
参
考
⽂
献
︼
千
葉
⼀
栄
著
﹁
中
吉
丸
の
謎
﹂ 

    

⼆
︑
⾼
⽥
松
原 

 

⼆
〇
⼀
⼀
年
三
⽉
⼗
⼀
⽇
︑
東
⽇
本
⼤
震
災
の
津
浪
で
︑
⾼
⽥
松
原
の
七
万
本
の
松
が
⼀

本
を
残
す
の
み
と
な
ỵ
た
話
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
⼗
年
後
の
⼆
〇
⼆
⼀
年
に
は
︑
市

⺠
ボ
ラ
ン
テ
ỻ
ア
の
⼿
で
︑
四
万
本
の
松
が
植
え
ら
れ
た
︒
業
者
で
な
く
︑
市
⺠
の
⼿
で
松

を
植
え
た
の
は
︑
⽊
を
⼤
切
に
す
る
︑
如
何
に
も
気
仙
⼤
⼯
の
郷
ら
し
い
話
だ
︒ 

  

被
災
前
の
松
林
に
は
︑
⾦
⽥
⼀
京
助
が
揮
毫
し
た
︑
啄
⽊
の
﹁
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し

さ
よ 

さ
ら
さ
ら
と 

握
れ
ば
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
つ
﹂
の
歌
碑
が
あ
り
︑
何
組
も
の
海
⽔

客
が
憩
ỵ
て
い
た
︒ 

 

や
が
て
︑
四
万
本
の
松
が
⼤
樹
と
な
り
︑
緑
陰
に
津
浪
前
の
光
景
が
再
び
⾒
ら
れ
る
に
違

い
な
い
︒ 

  

⼩
雪
舞
ふ
津
浪
だ
逃
げ
ろ
て
ん
で
ん
こ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

俊
雄 



 
松
四
万
植
へ
て
松
原
海
開
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

俊
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三
︑
千
葉
周
作 

 

同
じ
く
被
災
前
︑
﹁
千
葉
周
作
⽣
誕
の
地
﹂
の
碑
が
︑
陸
前
⾼
⽥
市
を
流
れ
る
気
仙
川
畔

に
あ
ỵ
た
︒ 

 

周
作
⽣
誕
地
の
説
は
他
に
︑
気
仙
地
区
を
含
ま
な
い
気
仙
沼
説
や
︑
県
南
中
央
部
︵
⼀
関

付
近
︒
︶
説
等
も
あ
る
が
︑
私
が
知
り
得
た
範
囲
で
は
︑
陸
前
⾼
⽥
説
が
有
⼒
な
よ
う
だ
︒ 

 

千
葉
周
作
は
︑
北
⾠
⼀
⼑
流
の
剣
法
の
創
始
者
だ
が
︑
こ
の
流
儀
は
︑
﹁
瞬
速
︑
⼼
︑
気
︑

⼒
の
⼀
致
﹂
︒ 

ま
た
︑
私
は
︑﹁
抜
か
ず
の
⼑
﹂
と
も
聞
い
て
い
る
︒
⾎
気
早
い
幕
末
の
⼠

に
︑
む
や
み
に
⼑
を
抜
く
な
︑
と
い
う
戒
め
で
は
な
い
か
と
思
う
︒ 

 

道
場
は
︑
東
京
神
⽥
の
お
⽟
ἅ
池
に
あ
り
︑
⼭
岡
鉄
⾈
や
新
撰
組
の
⼭
南
敬
助
︑
伊
東
甲

⼦
太
郎
な
ど
の
剣
⼠
を
輩
出
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
周
作
の
弟
︑
定
吉
は
坂
本
⻯
⾺
を
指
南
し

て
い
る
︒
幕
末
の
剣
⼠
を 

気
仙
地
区
が
⽣
ん
だ
と
⾔
え
な
く
は
な
い
︒ 

 

浅
⽥
次
郎
著
﹁
壬
⽣
義
⼠
伝
﹂
で
は
︑
新
撰
組
に
⼊
る
為
︑
南
部
藩
を
脱
藩
す
る
藩
⼠
が
︑

務
め
て
い
た
藩
校
の
⼦
に
︑
﹁
南
部
藩
は
︑
﹃
⽯
割
り
桜
﹄
を
持
つ
藩
だ
︒
桜
は
⽯
ば
割
ỵ

て
咲
く
︒
︵
中
略
︶
盛
岡
の
⼦
な
れ
ば
︑
他
に
先
駆
け
︑
あ
ỵ
ぱ
れ
な
花
こ
ば
咲
か
せ
ろ
︒
﹂

と
激
励
す
る
︒ 

 

周
作
の
教
え
を
受
け
た
幕
末
の
剣
⼠
も
︑
幕
末
期
と
い
う
﹁
⽯
﹂
を
割
り
︑
新
た
な
時
代

の
﹁
花
﹂
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
た
︒ 



︵
※
注
︑
⽯
割
り
桜
と
は
︑
花
崗
岩
の
割
れ
目
に
桜
の
⽊
の
根
が
⼊
り
︑
割
れ
目
を
拡
げ
︑

岩
か
ら
桜
の
幹
が
す
ỵ
ぽ
り
出
て
い
る
︒
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
︑
現
在
は
盛
岡
地

⽅
裁
判
所
の
構
内
に
あ
る
︒
岩
の
周
囲
は
︑
⼆
⼗
⼀
ｍ
︒
樹
齢
三
百
六
⼗
年
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン

ザ
ク
ラ
︒
︶ 

 

リ
ア
ス
の
⼩
村
は
︑
⻑
い
⽇
本
の
歴
史
の
﹁
隠
し
味
﹂
と
な
ỵ
て
い
た
︒
話
は
次
回
に
続

け
る
︒ 

  

⽯
ば
割
り
花
さ
咲
か
せ
と
南
部
富
⼠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

俊
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︵
下
︶ 

四
︑
⽟
⼭
⾦
⼭ 

 

陸
前
⾼
⽥
市
の
北
の
⼭
奥
に
︑
⽟
⼭
⾦
⼭
が
あ
る
︒
平
安
時
代
に
は
︑
こ
こ
で
産
出
し
た

⾦
が
︑
奥
州
平
泉
︑
中
尊
寺
の
⾦
⾊
堂
に
使
わ
れ
た
︒ 

 

⾦
は
重
い
の
で
⽶
俵
に
詰
め
︑
⽜
の
背
の
左
右
に
⼀
俵
ず
つ
括
り
付
け
て
運
ん
だ
︒
そ
れ

を
﹁
俵
⽜
﹂
と
呼
び
︑
陸
前
⾼
⽥
の
郷
⼟
玩
具
に
な
ỵ
て
い
る
︒ 

 

な
お
︑
渾
然
と
輝
く
⾦
⾊
堂
は
︑
東
⽅
⾒
聞
録
で
﹁
ジ
パ
ン
グ
は
︑
建
物
も
道
も
全
て
⾦

で
覆
わ
れ
て
い
る…

︒
﹂
と
紹
介
さ
れ
︑
世
界
の
冒
険
者
達
を
刺
激
し
︑
⼤
航
海
時
代
を
迎

え
た
︒
⼤
航
海
時
代
の
引
き
⾦
が
︑
⽟
⼭
⾦
⼭
だ
ỵ
た
︒
と
も
⾔
え
る
︒ 

 

但
し
︑
伊
達
藩
や
南
部
藩
に
は
他
に
も
幾
つ
か
の
⾦
⼭
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
も
⾦
⾊
堂
へ

⾦
が
運
ば
れ
て
い
た
︒
南
部
⽜
⽅
節
に
﹁
⽥
舎
な
れ
ど
も
南
部
の
国
は 

⻄
も
東
も
⾦
の
⼭

…

﹂
と
唄
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
付
近
は
︑
﹁
⾦
﹂
や
﹁
⾦
野
﹂
姓
が
多
い
︒ 



  
⻩
葉
の
⼭
路
ゆ
う
く
り
俵
⽜ 
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五
︑
気
仙
語    

 

⼭
浦
⽞
嗣
さ
ん
︵
⼋
⼆
才
︶
は
︑
東
京
で
⽣
ま
れ
て
す
ぐ
︑
⺟
親
の
郷
⾥
の
⼤
船
渡
に
移

転
し
︑
⻑
く
開
業
医
を
営
ん
で
い
る
︒ 

 

⼭
浦
さ
ん
は
︑﹁
⽅
⾔
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
嫌
う
︒
⽅
⾔
は
︑
中
央
︵
東
京
︶
に
対
し
て
地
⽅

と
い
う
位
置
づ
け
が
あ
り
︑
地
⽅
を
低
く
⾒
て
い
る
か
ら
だ
︒ 

 

尤
も
な
主
張
だ
と
思
う
︒
こ
の
主
張
は
︑
⼿
に
⾃
信
を
持
つ
︑
気
仙
⼤
⼯
の
郷
の
プ
ラ
イ

ド
か
と
思
う
︒ 

 

そ
こ
で
⼭
浦
さ
ん
は
︑
気
仙
地
域
の
⾔
葉
を
﹁
気
仙
語
﹂
と
名
付
け
︑
新
共
同
訳
聖
書
︵
⽇

本
聖
書
協
会
刊
︶
を
気
仙
語
に
翻
訳
し
て
︑
出
版
し
た
︒ 

  

例
え
ば
︑
聖
書
に
よ
く
出
て
く
る
﹁
愛
﹂
と
⾔
う
⾔
葉
を
気
仙
の
⼈
達
が
聞
く
と
恥
ず
か

し
が
る
の
で
︑
﹁
愛
﹂
を
﹁
⼤
切
に
す
る
﹂
と
訳
し
た
︒ 

 

ま
た
︑
聖
書
の
有
名
な
⾔
葉
で
︑
﹁
求
め
な
さ
い
︒
そ
う
す
れ
ば
与
え
ら
れ
る
︒…

﹂
は
︑

こ
う
だ
︒ 

 

︽
願
ỵ
て
︑
願
ỵ
て
︑
願
い
続
け
ろ
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
貰
え
る
︒…

︾ 

 

⼭
浦
さ
ん
は
カ
ト
リ
ỿ
ク
の
ク
リ
ス
チ
ἀ
ン
で
︑
聖
書
を
翻
訳
す
る
為
に
︑
ギ
リ
シ
ἀ
語

を
勉
強
し
た
︒
気
仙
の
⼈
に
合
ỵ
た
⾔
葉
に
し
て
︑
聖
書
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
︒
と
い
う

の
が
︑
⼭
浦
さ
ん
の
願
い
だ
︒ 

 

お
ば
ん
で
す
訛
り
懐
か
し
盆
踊
り  

俊
雄 



  
︵
︻
参
考
⽂
献
︼ 

⼭
浦 
⽞
嗣
著
︑
﹁
ガ
リ
ラ
ヤ
の
イ
ỽ
シ
ἁ
ウ
﹂ 

⽇
本
聖
書
協
会
編
︑
﹁
新
共
同
訳
聖
書
﹂ 

重
松 

清
著
︑
﹁
希
望
の
地
図
﹂
︶ 

    

六
︑
気
仙
史
話 

 

気
仙
川
で
の
漁
業
権
の
争
い
を
紹
介
す
る
︒ 

 

こ
の
川
は
鮭
︑
鱒
︑
鮎
の
宝
庫
で
︑
⾼
⽥
村
と
今
泉
村
の
両
村
を
通
り
︑
東
⽇
本
⼤
震
災

で
﹁
⼀
本
松
﹂
と
な
ỵ
た
⾼
⽥
松
原
へ
注
い
で
い
る
︒ 

  

古
来
︑
こ
の
川
の
主
流
は
⾼
⽥
村
を
通
ỵ
て
い
た
の
で
︑
⾼
⽥
村
の
漁
師
三
⼗
⼈
が
⼆
⽇

漁
を
す
れ
ば
︑
次
の
⼀
⽇
は
︑
今
泉
村
の
漁
師
⼗
六
⼈
が
漁
を
す
る
の
が
慣
例
だ
ỵ
た
︒ 

 

と
こ
ろ
が
︑
寛
永
⼗
六
︵
⼀
六
三
七
︶
年
に
︑
未
曾
有
の
⼤
⾬
で
︑
川
筋
が
今
泉
村
へ
変

わ
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
︒
そ
こ
で
︑
今
泉
村
は
気
仙
川
を
占
漁
す
る
と
主
張
︒
こ
れ
に
対
し
︑
⾼

⽥
村
側
は
︑
今
迄
通
り
を
主
張
︒
互
い
に
譲
ら
ず
︑
流
⾎
の
惨
事
を
⽣
じ
た
︒ 

 

こ
れ
に
⼼
を
痛
め
た
⾼
⽥
村
に
住
む
村
上
織
部
道
慶
は
︑
⼀
⽇
交
替
を
提
案
し
︑
仲
裁
す

る
が
︑
双
⽅
共
聞
き
⼊
れ
な
か
ỵ
た
︒
そ
こ
で
道
慶
は
意
を
決
し
︑
﹁
私
は
こ
の
川
で
⾃
分

の
⾸
を
切
る
︒
⾸
は
⾼
⽥
村
側
に
︑
胴
は
今
泉
村
側
に
着
く
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
ら
争
い
事

は
⽌
め
な
さ
い
︒
﹂
と
諭
し
た
︒ 

 

道
慶
が
川
の
中
で
⾃
分
の
⾸
を
刎
ね
る
と
︑
果
た
し
て
予
⾔
通
り
︑
⾸
は
⾼
⽥
村
側
に
︑

胴
は
今
泉
村
側
へ
着
き
︑
村
⼈
は
⽔
争
い
を
し
な
く
な
ỵ
た
︒ 



 
こ
の
話
は
︑
市
⽴
図
書
館
に
史
実
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
的

な
⾃
⼰
犠
牲
の
話
で
︑
こ
の
話
が
史
実
と
し
て
残
る
く
ら
い
だ
か
ら
︑
気
仙
地
⽅
の
⼈
達
が

い
く
ら
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
⼊
れ
る
余
地
は
多
分
に
あ
る
︒
だ
か

ら
こ
そ
⼭
浦
⽒
が
︑
⾃
分
で
難
解
な
ギ
リ
シ
ἀ
語
を
勉
強
し
て
ま
で
︑
﹁
気
仙
語
訳
聖
書
﹂

を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
推
察
し
た
︒ 

 

作
家
で
︑
僧
侶
の
瀬
⼾
内
さ
ん
は
岩
⼿
県
⺠
の
特
性
を
﹁
視
野
が
広
く
︑
お
お
ら
か
︒
こ

れ
は
︑
南
部
藩
は
領
地
が
広
く
︑
鉄
や
⾦
等
の
多
く
の
鉱
⼭
を
持
ち
︑
裕
福
だ
ỵ
た
か
ら
で

は
な
い
か
︒
﹂
と
の
⾒
解
が
︑
ど
こ
か
の
新
聞
に
載
ỵ
て
い
た
︒ 

 

だ
が
︑
財
政
的
な
余
裕
が
あ
ỵ
て
も
︑
や
は
り
﹁
⼠
農
⼯
商
﹂
の
世
︒
南
部
藩
も
伊
達
藩

も
農
⺠
に
は
か
な
り
圧
政
を
し
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
記
事
の
よ
う
な
県
⺠
性
が
あ
る
事
は
︑

頷
け
る
︒ 

    

鮭
争
ひ
⽌
め
ろ
と
⾃
⼰
の
⾸
刎
ね
る   
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七
︑
千
葉
新
次
の
事 

 

⾝
内
の
話
を
す
る
の
も
ど
う
か
と
思
ỵ
た
が
︑
伯
⽗
千
葉
新
次
の
事
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
く
︒ 

 

伯
⽗
は
︑
東
京
で
⻑
く
教
員
⽣
活
を
し
て
い
た
が
︑
校
⻑
と
教
育
観
の
相
違
が
あ
り
︑
教

師
を
辞
し
︑
郷
⾥
の
陸
前
⾼
⽥
へ
帰
り
︑
ま
た
教
員
⽣
活
を
続
け
た
︒ 

後
年
︑
東
京
の
教

師
辞
任
は
︑
若
気
の
⾄
り
︒
と
述
懐
し
て
い
た
が
︑
私
は
⼤
い
に
共
感
し
て
い
る
︒ 

 

故
郷
で
の
教
員
⽣
活
は
︑
⼩
友
中
学
校
校
⻑
を
も
ỵ
て
退
職
︒
そ
の
後
は
岩
⼿
ユ
ネ
ス
コ



協
会
を
⽴
ち
上
げ
︑
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
専
念
し
た
︒ 

 

な
お
︑
学
⽣
時
代
に
過
ご
し
た
盛
岡
で
は
︑
新
渡
⼾
稲
造
⽒
の
集
会
に
出
た
り
︑
森
⼾
⾠

男
⽒
と
も
⾯
識
が
あ
ỵ
た
︒ 

 

そ
し
て
︑
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
⼀
環
と
し
て
︑
各
種
学
校
の
﹁
下
新
⽥
︵
部
落
名
︶
ユ
ネ
ス

コ
⽣
活
学
園
﹂
を
創
設
し
︑
経
済
的
な
理
由
で
⾼
校
へ
進
学
で
き
な
い
⼈
達
に
︑
簿
記
や
和

裁
︑
洋
裁
︑
和
⽂
タ
イ
プ
な
ど
の
実
技
を
⾝
に
つ
け
さ
せ
た
︒
ま
た
︑
⽣
徒
の
経
済
的
負
担

を
考
え
︑
当
時
の
国
鉄
に
︑
通
学
定
期
の
認
可
を
申
請
︑
認
可
を
受
け
た
︒ 

 

経
営
は
苦
し
く
︑
正
に
⾃
転
⾞
操
業
だ
ỵ
た
︒
こ
れ
も
︑
⾃
⼰
犠
牲
的
な
気
仙
地
⽅
の
⾎

筋
だ
ろ
う
︒ 

 

伯
⽗
は
︑
ユ
ネ
ス
コ
会
議
の
席
上
︑
急
逝
し
た
︒ 

校
舎
は
津
浪
で
跡
形
も
な
く
な
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
が
︑
跡
地
に
⽴
ỵ
て
︑
澄
ん
だ
秋
の
夜
空
を

⾒
上
げ
る
と
︑
⾁
眼
で
も
銀
漢
の
瞬
き
が
⾒
ら
れ
る
︒ 

 

⼤
銀
河
命
棲
む
星
た
だ
⼀
つ          
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