
風
信

　
私
は
定
年
退
職
し
、
旧
・
三
和
町
教
育
委
員
会
の
社
教
指
導
員
と
し
て
再
ス
タ
ー

ト
し
、
歴
史
講
座
の
係
り
を
担
当
さ
せ
て
戴
い
た
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
三
和
町
内
に
は
、
驚
く
ほ
ど
の
多
く
の
歴
史
の
痕
跡
が
眠
っ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
に
は
古
代
の
縄
文
・
弥
生
の
遺
跡
、
石
鍋
遺
跡
を
初
め
、

カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
、
台
場
跡
、
城
址
、
明
治
維
新
時
の
廃は
い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

の
遺
品
、
長

崎
の
抜ぬ

け
荷に

街
道
と
言
わ
れ
た「
み
さ

き
道
」等
々
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
私
は

す
っ
か
り
歴
史
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
歴
史
の
研
究
は
す
ん

な
り
と
通
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。

　
野
母
半
島
の
領
主
は
、
鎌
倉
時
代

に
関
東
の
房
総
半
島
の
深
堀
の
地
か

ら
、
地
頭
職
と
し
て
下
っ
て
き
た
三

浦
深
堀
氏
で
あ
る
。
戦
国
時
代
は
そ

の
十
八
代
に
深
堀
純す
み

賢ま
さ

が
い
る
。
純

賢
は
、
諫
早
の
西
郷
氏
の
出
で
あ
る
。

西
郷
氏
の
三
男
坊
で
あ
っ
た
た
め
雲

仙
の
お
寺
に
修
行
僧
と
し
て
出
さ
れ

て
い
た
の
を
還げ
ん

俗ぞ
く

さ
せ
ら
れ
、
夫
を

離
別
し
て
有
馬
へ
追
い
や
っ
た
女
当

主
の
十
七
代
深
堀
真
法
の
娘
の
融ゆ
う

芳ほ
う

の
入
り
婿む
こ

と
な
っ
て
十
八
代
を
継
い

だ
人
物
で
あ
る
。

　
深
堀
氏
を
継
い
だ
純
賢
は
、
野
母

半
島
か
ら
の
飛
躍
を
目
指
し
て
、
当

時
ポ
ル
ト
ガ
ル
貿
易
港
と
し
て
、
莫

大
な
富
を
築
き
つ
つ
あ
る
長
崎
の
地
を
執し
つ

拗よ
う

に
ね
ら
っ
た
。

　
一
五
八
四
年
、
西
九
州
の
大
半
を
制
し
た
佐
賀
の
領
主
・
龍
造
寺
隆
信
は
、
島
原

半
島
の
有
馬
氏
を
討
つ
た
め
大
軍
を
発
し
、
沖
田
畷な
わ
て

で
戦
っ
て
い
る
。
こ
の
時
龍

造
寺
氏
の
旗
下
に
あ
っ
た
深
堀
純
賢
も
参
陣
。
圧
倒
的
優
勢
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
龍

造
寺
軍
が
、
薩
摩
の
助
成
を
受
け
た
有
馬
軍
に
、
あ
っ
け
な
く
大
将
の
隆
信
が
討
ち

取
ら
れ
、
龍
造
寺
軍
は
大
敗
北
。
純
賢
は
命
か
ら
が
ら
深
堀
に
逃
げ
帰
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
問
題
の「
九
州
治ち

乱ら
ん

記
」が
登
場
す
る
。
こ
の
古
文
書
の
資
料
的
価
値
は
、

か
な
り
高
い
と
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
古
文
書
は
語
る
。

　
こ
の
沖
田
畷な
わ
て

の
戦
い
の
数
ヶ
月
後
、
有
馬
よ
り
深
堀
に
使
者
が
や
っ
て
き
て
言

う
に
は
、「
こ
の
度
の
戦
い
で
は
敵
・
味
方
に
別
れ
た
が
、
お
主
は
元
々
、
有
馬
一

門
で
は
な
い
か
。
早
く
戻
っ
て
こ
い
。」と
い
う
和
平
工
作
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
使
者
一
行
を
迎
え
入
れ
た
純
賢
は
、
蚊
焼
の
す
ぐ
沖
に
あ
る
無
人
島
の「
ほ

げ
島
」に
巧
み
に
誘
い
込
ん
で
、
皆
殺
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
し
て
、
有
馬
氏
一
行
十
五
人
の
首
を
、
龍
造
寺
隆
信
の
亡
き
後
、
佐
賀
藩
当
主

と
な
っ
た
鍋な
べ

島し
ま

直な
お

茂し
げ

の
元
に
送
っ
た
。
直
茂
は
こ
れ
を
見
て
、「
敗
戦
後
、半
年
も
経
っ

て
い
な
い
の
に
、
有
馬
一
門
の
首
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
、
こ
ん
な
嬉
し
い

こ
と
は
な
い
。」と
喜
ん
だ
。

　
こ
の「
九
州
治
乱
記
」を
読
ん
で
み
る
と
、
沖
田
畷
の
戦
い
の
後
、
長
崎
は
薩
摩
勢

に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
の
純
賢
の
行
為
は
暴
挙
そ
の
も
の
で

あ
る
。
純
賢
と
い
う
人
物
を
考
え
る
に
、
よ
ほ
ど
胆き
も

の
座
っ
た
名
将
の
器
な
の
か
、

ま
た
、
龍
造
寺
氏
か
ら
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
恩
を
受
け
て
い
た
の
か
。
一
方
有
馬
氏
と

深
堀
氏
と
は
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
ほ
ど
深
刻
な
状
況
が
あ
っ
た
の
か
と
、
あ
れ
こ

れ
思
い
悩
ん
だ
。
夏
の
一
日
、
私
は
小
船
を
借
り
て「
ほ
げ
島
」に
渡
り
、
す
す
き
の

生
い
茂
っ
た
小
島
を
巡
り
な
が
ら
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
数
年
経
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
バ
チ
カ
ン
に

送
っ
た
書
簡
集
を
読
ん
で
い
た
時
、
ふ
と
一
文
に
眼
が
留
ま
っ
た
。「
深
堀
純
賢
の
有

馬
の
使
者
皆
殺
し
事
件
は
、
沖
田
畷
の
戦
い
の
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。」こ
れ
に
は
全

く
息
を
呑の

ん
だ
。
こ
れ
だ
っ
た
ら
純
賢
は
別
に
奇
抜
な
こ
と
を
や
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
龍
造
寺
勢
優
勢
な
世
の
中
で
忠
義
を
尽
く
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
純
賢
は

当
た
り
前
の
武
将
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

　
そ
し
て
、
見
て
き
た
こ
と
の
よ
う
に
、
全
く
の
で
た
ら
め
を
書
い
て
い
る
古
文
書

に
は
、
よ
っ
ぽ
ど
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。

　
次
に「
み
さ
き
道
」の
研
究
で
、
江
戸
期
の
長
崎
港
防
備
体
制
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
当
時
は
異
国
船
が
近
づ
い
て
来
る
と
、
野
母
半
島
突
端
の
権ご
ん

現げ
ん

山や
ま

見
張
り
番
所
で

い
ち
早
く
見
つ
け
、
今
の
長
崎
歴
史
博
物
館
が
あ
る
処
に
あ
っ
た
立
山
奉
行
所
ま
で

知
ら
せ
る
体
制
が
あ
っ
た
。
旗は
た

竿ざ
お

を
掲か
か

げ
て
、
そ
れ
を
小
瀬
戸
の
見
張
り
番
所
が
望

遠
鏡
で
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
コ
ー
ス
が
歴
史
の
定
説
と
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
野
母
権
現
山
の
展
望
所
か
ら
小
瀬
戸
番
所
を
見
て
も
見
え
な
い
。
そ

こ
で
私
は
双
眼
鏡
を
買
っ
て
き
て
覗の
ぞ

い
て
み
た
が
、
途
中
に
あ
る
香
焼
の
高た
か

岳た
け

の
樹

木
が
じ
ゃ
ま
で
小
瀬
戸
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
と

思
い
な
が
ら
数
年
経
っ
た
。

　
あ
る
日
、
パ
ソ
コ
ン
で
九
大
工
学
部
の
図
書
館
発
信
の「
長
崎
港
の
警
備
体
制
」と

い
う
図
版
に
出
会
っ
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は
野
母
か
ら
直
接
・
小
瀬
戸
で
は
な
く
、

ま
ず
、
す
ぐ
隣
の
高
島
に
行
き
、
ま
た
伊
王
島
に
行
っ
て
か
ら
小
瀬
戸
へ
と
迂う

回か
い

し

て
繋つ
な

が
れ
て
い
た
。
図
版
に
は
く
わ
し
く
説
明
が
付
さ
れ
て
い
た
。
最
終
地
点
も
立

山
奉
行
所
で
は
な
く
、
す
べ
て
現
在
の
県
庁
の
地
に
あ
っ
た
西
役
所
が
司
令
塔
に

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
確
か
に
、
確
実
性
と
即
応
性
に
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

　
こ
れ
は
、
文
化
五
年（
1
8
0
8
）に
起
き
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
以
降
、
警
備
体

制
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
定
説
も
、
用
心
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。

　
歴
史
に
出
会
っ
て
、
幾
つ
か
の
雑
感
を
述
べ
た
が
、
最
後
に
も
う
一
つ
、
歴
史
が

き
れ
い
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
基
本
に
な
っ

て
い
る
の
が
全
て
は
文
書
資
料
か
ら
き
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と

し
て
、
考
古
学
や
伝
承
・
伝
説
、
あ
る
い
は
科
学
を
駆
使
し
て
の
分
析
等
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、そ
れ
を
い
く
ら
駆
使
し
て
も
、人
間
の「
飽あ

く
無
き
生
き
様
」

を
描
き
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
昨
今
は
、
こ
れ
で
程
よ
く
納
ま
っ
て
い
る
の
か
な
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
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平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日

歴
史
雑
感

○
今
年
最
後
の
風
信
と
な
り
、
今
回
が
三
五
三
号
と
の
由
、
今
年
も
ま
た
色
々
の
事
が
あ
り
ま

し
た
が
、
私
共
主
催
で
毎
週
開
講
し
て
参
り
ま
し
た
月
曜
講
座
、
火
曜
古
文
書
研
究
会
、

水
曜
懇
話
会
、
金
曜
食
文
化
サ
ー
ク
ル
、
全
て
に
亘
り
無
事
開
講
で
き
た
こ
と
、
之
れ
偏
に

皆
様
方
よ
り
御
よ
せ
戴
い
た
御
協
力
の
御
陰
と
深
く
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

○
さ
て
、
十
一
月
の
行
事
で
第
一
の
行
事
は
、「
こ
こ
三
十
年
来
か
わ
る
事
な
く
長
崎
文

化
史
を
主
題
に
し
て
研
修
旅
行
を
企
画
し
て
下
さ
る
名
古
屋
の
椙
山
女
学
園
高
校
の
皆

様
へ
の
対
応
で
し
た
」と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
を
担
当
し
て
下
さ
っ
た
本
会
会
員
有

志
の
皆
様
方
の
報
告
で
あ
っ
た
。

○
次
に
私
は
、
前
号「
な
が
さ
き
の
空
」で「
長
崎
歳
時
記
」を
ひ
き
、
長
崎
年
中
行
事
を
記

し
た
中
で「
冬
至
の
事
は
十
二
月
号
に
記
す
」と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
冬
至
と
は
旧
暦

二
十
四
節
気
の
一
つ
で「
一
年
中
で
昼
が
一
番
短
い
日
」で
あ
り
、
之
の
日
を
境
に
昼
の

時
間
が
わ
ず
か
ず
つ
長
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
冬
至
を
過
ぎ
る
と
一
番
さ
む
い
小

寒
・
大
寒
が
来
る
の
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
意
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
記
し
て
あ
る
。

○
そ
の
冬
至
は
旧
暦
十
一
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
現
在
暦
で
は
十
二
月
二
十
二
日（
木
）に

当
る
。
こ
の
日
を
長
崎
で
は「
一
陽
来
復
の
日
と
言
い
寒
羽
・
張
飛
・
元
徳
の
画
像
を

床
に
か
け
、
供
物
を
な
し
汁
粉
・
善
財
餅
を
作
り
親
戚
に
も
配
る
」と
あ
る
。
広
川
懈

の「
長
崎
聞
見
録
」に
は
唐
人
屋
敷
内
で
は
こ
の
日
に
大
い
に
祝
っ
た
事
が
記
し
て
あ

り
、「
こ
の
日
長
崎
奉
行
所
へ
官
人
年
始
の
如
く
朝
服
に
て
参
内
拝
賀
す
」と
も
記
し
て

あ
る
。
又
、子
供
達
は
小
さ
な
唐
船
を
造
り
銅
羅
な
ど
を
な
ら
し
家
々
を
廻
る
と
あ
る
。

○
長
崎
歳
時
記
の
十
二
月
行
事
は
、一
日
の「
川
渡
り
餅
」の
行
事
に
始
り
、「
す
す
は
ら
い
」

十
三
日
の「
節
季
侯
」よ
り
新
年
を
む
か
え
る
各
種
の
行
事
の
事
が
記
し
て
あ
る
。「
餅
つ

き
」は
二
十
二
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
。
柱
餅
は
忘
れ
ぬ
よ
う
に
。
二
十
四
日
は
酒
を

飲
む
事
禁
止
の
日
。
二
十
八
・
九
日
、家
に
松
飾
を
な
す
事
、こ
の
日
、両
親
方
に
鏡
餅
・

塩
鰤
を
贈
り
、
手
が
け
、
幸
木
を
用
意
し
、
暮
の
大
掃
除
・
供
餅
を
な
し
、
晦く

れ日
に
は

運
気
そ
ば
を
用
意
し
、
へ
ぎ
に
塩
を
も
り
、
諸
神
・
恵
方
・
佛
前
・
浴
室
・
厠か
わ
や

に
至

る
ま
で
燈と
も
し
び火
を
か
か
げ
る
事
。
か
く
て
翌
朝
の
雑
煮
の
具
六
品
を
用
意
し
串
に
ぬ
き
、

だ
し
を
煮
て
用
意
す
。
重お
も
ざ
か
な肴・
屠
蘇
酒
等
も
用
意
の
事
。
雑
煮
は
餅
の
他
・
具
六
品（
水

菜
・
ス
ル
メ
・
大
根
・
コ
ン
ブ
・
牛
蒡
・
南
京
芋
）

○
大
晦み
そ

日か

に
は
菩
提
寺
に
行
き「
除
夜
の
儀
式
」に
参
加
し
、百
八
の
鐘
を
撞
か
せ
て
戴
き
、

百
八
の
煩
悩
を
拂
い
、
清
ら
か
に
新
年
を
迎
え
、
其
の

足
で
長
崎
三
社
の「
初
ま
い
り
」に
行
か
れ
る
と
よ
い
。

○
皆
様
　
よ
き
新
年
を
御
迎
え
下
さ
い
ま
せ
。
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三和史談会の集い（筆者、左端）


