


ま

え

が

さ

皆
さ
ん
は
、

こ

れ

ま

で

に

も

日

本

や

外

国

の

優

れ

た

生

き

方

を

し

た

人

物

の

伝

記

を

読

ん

だ

こ

と

が

あ

る

で

し

ょ

う

。

「
ア
ン
リ

l
・
デ
ュ
ナ
ン
」

「
シ
ユ
ゃ
ハ
イ
ツ
ア

l
」

「
新
渡
戸
稲
造
」

な
ど
で
し
ょ
う
か
。

人

間

は

だ

れ

も

が

「
よ
り
よ
く
生

き
た
い
」

と
い
う
願
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ

の

願

い

を

実

現

す

る

た

め

に

は

、

そ

の

よ

う

な

人

物

の

生

き

方

や

考

え

方

を

学

ぶ

こ

と

が

と

て

も

大

切

で

す

。

こ

の

資

料

集

「
郷
土
の
明
日
を
見
据
え
て
(
〉
先
人
の
生
き
方
に
学
ぶ

1
」

は

こ

の

よ

う

な

考

え

を

も

と

に

作

成

し

た

も
の
で
す
。

教

科

書

や

図

書

館

に

あ

る

本

で

知

る

人

物

は

、

自

分

た

ち

と

は

ち

が

う

世

界

の

人

た

ち

で

あ

る

と

思

う

人

も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
資
料
集
で
は
、

皆
さ
ん
が
、

ム、
7 
、

生

活

し

て

い

る

同

じ

岩

手

県

出

身

の

人

物

の

生

き

方

や

考

え

方

を

扱

っ

て

い

ま

す

。

様

々

な

困

難

に

ぶ

つ

か

り

な

が

ら

も

、

辛
抱
強
く
、

あ
る
い
は
創
音
心
工
夫
を
し
な
が
ら
、

情

熱

を

も

っ

て

そ

れ

を

乗

り

こ

え

て

い

っ

た

姿

に

ふ

れ

る

こ

と

に

よ

り

、

今
の
自
分
と
比
較
し
な
が
ら
、

自

分

の

生

き

方

に

つ

い

て

の

自

覚

を

深

め

て

も

ら

え

れ

ば

と

思

い

ま

す

。

岩
手
に
は
、

た

く

さ

ん

の

す

ば

ら

し

い

生

き

方

を

し

た

先

輩

た

ち

が

い

た

の

だ

と

い

う

こ

と

を

誇

り

に

感

じ

る

と

と

も

ザ

」

、

ー

自

分

の

「
よ
り
よ
い
生
き
方
」

の
た
め
に
、

同

じ

岩

手

の

先

輩

た

ち

の

生

き

方

か

ら

、

た

く

さ

ん

の

こ

と

を

学

ん

で

く

れ

る

こ

と

を

願

っ

て

い

ま

す

。

平
成
二
十
五
年
三
月

岩

手

県

教

育

委

員

会

教

育

長

か
ん

芦
B

聖子の

ヱザιひ

J十ろ

t!tき



も

じ

ま
え
が
き

日
本
一
の
先
生

と
み

宮
田

郷
土
に
産
業
の
灯
火
を

山:

復
旧
に
あ
ら
ず

復
興
な
り

四

だ
か
ら
こ
の
海
を

五

い
わ
て
の
美
を
さ
ぐ
る

き
っ

士
口

ー...L..

/¥ 

村
を
救
っ
た
防
潮
堤

固たさ な
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日

本

、-

盛

岡

中

学

校

~ 

王目
了 (i盛岡市先人記念館」提供)

{.:J:_ 

い

の

で

有

名

だ

っ

た

の
先
生

と
み

白
ロ
田

郎?

回た

ロL髭日よ
真まのく

イ以ね似 ロとふ

もたる

しる師

きよあ

リ i)

山やき

羊さ

と

名

て〉

け

て

※
い

し

か

わ

た

く

ぽ

〈

(

石

川

啄

木

い
ち
あ
く

『
一
握
の
砂
』
)

歌

集

よ

岩

手

県

立

盛

岡

第

一

高

等

学

校

)

の
宮
田
田
小

一

郎

先

生

と

言

え

ば

、

授

業

が

非

常

に

厳

し

当

時

の

数

学

や

英

語

の

試

験

は

英

文

で

作

ら

れ

、

あ

る

年

の

試

験

で

は

、

三

分

の

と

も

半

こ

う

し

た

厳

し

い

指

導

に

つ

い

て

、

ご

度

や
ニ

分

と

も

わ

れ

る

生

徒

を

落

第
ぺ

せ

た

偉iの

いで

者あ

にる

は

な

れ

な

と

じ

た

結

果

で

あ

っ

た

度

落

第

し

て

一
郎
は
、

と

後

に

振

り

返

っ

て

い
ス
d

。

へ

こ

た

れ

る

よ

う

で

は

、

4 

品工

-
r
、、

十
/
，
刀

、、j
 

'
ノ

一
郎
は
、

三

年

生

を

担

任

し

て

い

た

小啄
木
は
、

そ

の

頃

か

ら

文

学

に

熱

中

し

、

あ
る
年
、

決

し

て

厳

し

い

だ

け

の

先

生

で

は

な

か

っ

た

一
郎
は
、

三

陸

海

岸

を

周

遊

す

る

修

学

旅

行

に

出

か

け

る

。

そ

の

時

の

生

徒

(J) 

人

が

石

川

啄

木

で

あ

っ

た

。

勉

学

を

お

ろ

そ

か

に

し

て

い

た

た

め

連
日
、

、、j
 

，
ノ

一

郎

に

叱

ら

れ

て

い

た

。

こ

の

時

ば

か

り

は

笑

っ

て

い

た

と

い

う

。

し¥

つ

も

は

怖

い

小

一
郎
も
、

啄
木
は
、

修

学

旅

行

の

宿

で

、

な

ん

と

ご

飯

を

十

一

杯

も

お

か

わ

り

し

た

が

、

ま

た

当
時
、

※

た

こ

い

ち

み

ん

印

刷

所

で

働

き

な

が

ら

学

校

に

通

う

苦

学

生

で

あ

っ

た

田

子

一

民

は

、

授

業

料

や

学

費

に

因

っ

た

キ
寸
守
」
、

門口

y
t
v

、、j
 

'/ 

一

郎

の

援

助

を

受

け

て

い

る

。

、、j
 

p
〆

ら

め

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

郎

に

と

っ
て
、

目

の

前

の

苦

学

生

は

若

き

日

の

自

分

自

身

で

あ

っ

た

。

田
子
は
、

弘久

こ

ト

ノ
J
q
1
1
t
v

ノ

「
『
盲
六
の

か

つ

て

小

一

度

は

大

学

で

学

ぶ

道

を

あ

き

一

郎

自

身

も

学

費

に

苦

労

し

、

そ

れ

で

も

働

き

な

が

ら

苦

労

を

重

ね

て

勉

学

に

励

み

、

っ

た

の

で

あ

る

。

教

師

に

な
一

郎

に

つ

い

て

、



教
育
家
』

と

い

う

文

字

だ

け

で

は

、

私

の

先

生

に

対

す

る

心

は

満

足

さ

れ

な

い

」

語

っ

て

い

る

。

学

力

面

も

精

神

面

も

優

れ

た

人

物

を

育

て

る

こ

と

が

、

、

司

ll'a

，，r

ー

一

郎

の

教

育

信

条

で

あ

成

績

が

好

ま

し

く

な

い

生

徒

が

い

れ

ば

補

習

授

業

を

し

、

柔

道

の

稽

古

に

励

む

「
慈
父
」

、、j
 

，/ 

一 生

郎徒

をが

慕主い

つれ
てば、

た
一
緒

に

汗

を

流

し

た

。

教

え

子

た

ち

は

と

い

う

言

葉

で

小

明

治

三

十

年

，--、、

、、l
 
'〆

八
九
七
年
)
、

私

立

盛

岡

商

業

学

校

が

開

校

さ

れ

た

。

は
開
校
当
、
初
か
ら
、

盛

岡

中

学

校

で

先

生

と

し

て

教

え

る

か

た

わ

ら

、

夜

間

は

商

業

学

校

の

授

業

を

手

伝

っ
て
い
た
。

つ

い

に

〆----

八

九

九

年

)

そ

し

て

明

治

三

十

二

年

校

長

を

引

き

受

け

る

こ

と

に

な

っ

た

。

一
郎
は

「

商

業

は

盛

岡

市

の

主

要

な

産

業

、、l
 

'
ノ

で
あ
り
、

こ

の

分

野

に

資

す

る

優

秀

な

人

物

を

養

成

す

る

こ

と

が

大

切

だ

。

そ

の

た

め

に

、

商

業

学

校

は

ど

う

し

て

も
必
要
だ
。
」

と

考

え

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

、

商

業

学

校

の

財

政

は

い

よ

い

よ

苦

し

く

な

り

、

や

む

な

く

開

校

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

「

こ

こ

で

あ

き

ら

め

る

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

とes 

解

決

方

法

を

考

え

て

い

た

小

な

ん

と

か

し

て

学

校

設

立

の

資

金

を

得

た

い

。

」

一
郎
は
、

や

が

て

誰

も

が

驚

く

方

法

に

出

た

の

で

あ

る

。

リ

住

ん

で

漁

業

に

従

事

し

、

船

に

乗

っ

て

漁

を

行

う

と

い

う

も

の

だ

、、j
 

p
〆

っ

た

(

現

在

、

大

船

渡

市

末

崎

町

)

※

み

た

よ

し

ま

さ

あ

る

三

田

義

正

を

社

長

に

し

、

一
主
↑
ー
で
つ
ト
ー
ぞ
っ

意

気

揚

々

と

大

海

原

へ

乗

り

出

し

た

の

で

あ

っ

た

。

を

拠

点

と

定

め

、

家

族

を

呼

び

寄

せ

た

。

さ
ん
リ
ゅ
う

三

立

漁

業

合

資

会

社

を

設

立

し

、

そ
し
て
、

自

ら

は

常

務

に

な

り

、

を

建

造

し

て

、

一
郎
は
、

丸

{山

郡

末三白

山奇iら

村t;毎
細岸

浦 lこ

港移

そ
れ
は
、

宮

城

英

語

学

校

時

代

の

後

輩

で

※
さ
ん
り
ゅ
う
ま
る

「
三
立
丸
」

十

九

ト

ン

の

盛岡中学校柔道部。中央列右から 2人目

(1盛岡市先人記念館」提供)
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小一郎が漁に出た三立丸
(1盛岡市先人記念館」提供)

一
郎
は

、
初
代
校
長
ど
な

流

れ

て

い

た

。

し
か
し
、

っ
た
。

漁

業

で

学

校

設

立

の

資

金

を

得

る

ど

、、l
 

p
ノ

一

郎

の

計

画

は

成

功

し

な

か

こ
ろ
か
、

妻

と

三

人

の

子

ど

も

を

養

う

た

め

に

は

再

就

職

日

々

の

生

活

も

苦

し

く

な

り

、

が

必

要

だ

てコ

た

「

米

代

を

払

う

と

銭

が

な

く

な

る

」

失

意

の

う

ち

に

盛

岡

へ

帰

っ

た

が

と

い

う

小

一

郎

の

生

涯

で

最

も

貧

し

く

厳

し

い

時

代

と

な

っ

た

。

な

ん

と

か

そ
れ
で
も
、

商

業

を

志

す

若

者

の

勉

学

を

支

え

た

い

と

の

思

い

は

強

く

、

中

学

校

の

校

舎

の

一

室

を

問

借
り
し
て
、

昼

も

夜

も

彼

ら

を

指

導

し

続

け

た

。

や
が
て
、

、、j
 

''F
 

っ

た

大

正

二

年

/"ー¥

九

三
年
)
、

一
郎
の

願

い

は

現

実

の

も

の

と

な

つ
い
に
、

(
現
在
、

岩

手

県

立

盛

岡

商

業

高

等

学

校

)

が

開

校

さ

れ

、

盛

岡

市

立

商

業

学

校

っ

た

の

で

あ

る

。

私

立

盛

岡

商

業

学

校

の

校

長

を

引

き

受

け

て

か

ら

、

十

四

年

の

歳

月

が

6 

一
郎
は
、

続

い

て

女

子

の

商

業

教

育

に

着

手

し

た

。

社

会

的

に

職

時

代

で

あ

っ

た

。

当
時
は
、

女

子

が

教

育

を

受

け

る

こ

と

は

非

常

に

困

難

な

「

必

ず

し

も

裕

福

で

な

い

家

庭

の

子

女

に

も

、

よ

り

高

い

教

育

を

受

け

、

さ

せ

た

い

。

立

実

践

女

学

校

業

人

と

し

て

自

立

で

き

る

力

を

与

え

る

女

子

教

育

が

必

要

だ

」

現
在
、

盛

岡

市

立

高

等

学

校

)

と

い

う

小

一

郎

の

女

子

教

育

に

対

す

る

情

熱

が

、

私

(

後

の

盛

岡

女

子

商

業

学

校

、

教

師

陣

の

多

く

は

、

持

っ

て

い

た

。

、、l
 

'
ノ

一

郎

の

信

条

に

よ

り

、

生

徒

か

ら

の

寄

附

も

集

め

ず

、

を

ほ誕;

と生

んさ

どせ

無むた
報lf。

酎Hト
で

授

業

を
β， 
Jた

け

、、j
 

，ノ

一

郎

の

理

念

に

賛

同

し

た

旧

知

の

人

物

や

教

え

子

で

、

授

業

料

は

極

め

て

安

く

、

生

徒

の

就

職

に

は

一

郎

自

ら

積

極

的

に

出

向

い

て

世

話

を

し

た

。

卒

業

生

は

、

そ

れ

に

応

え

る

か

の

よ

う

に

、

各

企

業

や

官

庁

で

活

躍

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

一一寸

人

で

も

多

く

の

子

弟

に

教

育

の

場

を

与

え

た

い

。

」



、、j
 

'ノ

っ

た

の

で

あ

る

。

一

郎

の

志

と

行

動

力

が

、

二

つ

の

学

校

の

創

立

に

つ

な

が

昭

和

十

四

年

〆'‘¥

に

お

い

九
三
九
年
)

「
幸
楽
」

六
月
三
日
。

東

京

赤

坂

の

料

亭

て
、

盛
岡

米?中

内日学

光土校

政1卒

業

生

が

中
ハ、必

と
※ 

板Zな

垣てっ

征fて

四 し謝

郎?恩

な会

どを
、開

催

し
た

そ
こ
に
は
、

軍

大

臣

陸

軍

大

臣

盛

岡

中

学

校

卒

業

生

を

中

叫
に
、

政
治
家
、

実

業

家

な

ど

、

っ

た

見

出翌

し日

での

大ご新

f々聞

お

よ

そ

五

十

人

が

集

ま

り

、

軍
人
、

「
日
本

躍「
時i日

の本

人ー

と

な

の
謝
恩
会
」

的;各

に紙

取は

上

if 

幸

福

な

先

生

」

と

っ

た

の

で

あ

る

。

、、1
 
.，
 

郎

は

教

え

子

の

活

躍

を

報

道

す

る

新

聞

記

事

を

、

ヰ文

枚

丁

寧

に

年

月

日

を

記

入

し

て

写

真

帳

に

貼

っ

て

い

た

と

い

う

小

っ
て
、

こ

の

日

は

ま

さ

に

、

喜

び

あ

一

郎

に

と

ふ

れ

る

幸

せ

な

日

で

あ

っ

た

に

違

い

な

い

。

※
石
川
啄
木
:
:
:
:
歌
人

-
詩

人
。

近

代

短

歌

史

の

中

で

高

い

評

価

を

得

る

。

※

因

子

民
:
:
:
:
官
僚

第

三

十

四

代

衆

議

院

議

長

。

政

治

家

。

※
三
田
義
正
:
:
:
:
実
業
家
。

三

田

火

薬

販

売

所

を

設

立

。

※
三
立
丸
:
:
:
:
:
:
三
田
義
正
、

(

高

田

小

学

校

校

長

を

務

め

、

斎

藤

源

五

郎

i毎

の

三

人

の

共

同

出

資

に

よ

る

こ

と

か

ら

「
三
立
丸
」

と

名

付

け

た

。

合

資

会

社

で

は

水

産

加

工

を

担

当

)

、

宮

田

田

※

米

内

光

政

:

:

:

:

海

軍

軍

人

-
政

治
家
。

第

三

十

七

代

内

閣

総

理

大

臣

。

※

板

垣

征

四

郎

:

:

陸

軍

軍

人

。

陸

軍

大

臣

の

後

、

陸

軍

大

将

と

な

る

。

※

田

中

舘

愛

橘

:

:

地

球

物

理

学

者

。

日

本

物

理

学

の

基

礎

を

築

く

。

そ

の

一
方
で
、

日

本

式

ロ

ー

マ

字

の

考

案

者

と

し

て

知

ら

れ

る

。

冨

田

と

は

、

と

も

に

藩

校

作

人

舘

修

文

所

で

学

ん

で

い

る

。

謝恩会写真帳より。前列左から、板垣征四郎、富田、
た伝かだてあいきつ

田中舘愛橘、米内光政 (1盛岡市先人記念館」提供)

7 



と

も

し

び

郷

土

に

産

業

の

灯

火

を

山:

山
奈
宗
盲
六
は
、

江

戸

時

代

末

期

で

あ

る

弘

化

四

年

/ーヘ

八
四
七
年
)
、

遠

野

に

生

ま

れ

た

。

奈な

そ
う

{)不

し
ん盲六

武

家

の

長

男

と

し

て

っ

た

た
び度

重

な

る

凶

作

や

災

害

に

加

え

、

ロ

当

時

、

盛

岡

藩

全

体

の

財

政

は

常

に

火

の

車

だ

ぐ

ん

か

ん

ら

い

こ

う

ン

ア

軍

艦

の

来

航

に

備

え

る

た

め

に

、

た

く

さ

ん

の

お

金

が

必

要

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

ひ
や
〈
し
よ
う
い
っ
き

藩

が

重

い

税

を

課

し

た

た

め

、

大

規

模

な

百

姓

一

授

が

起

こ

っ

た

の

も

こ

の

こ

毎

年

続

く

不

作

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
そ

の

日

の

食

事

に

も

困

っ

て

い

た

。

※

お

か

つ

て

や

〈

宗

真

の

父

は

遠

野

南

部

家

の

御

勝

手

役

を

つ

と

め

て

い

た

が

、

し

た

困

窮

の

中

で

藩

の

財

政

を

立

て

直

す

に

は

、

ち
く
さ
ん

畜

産

を

盛

ん

に

し

て

、

ろ
で
あ
る
。

多

く

の

農

民

は

、

ま

た

新

し

い

考

え

方

を

も

っ

た

武

士

で

あ

っ

た

。

こ

う※
ょ

う

さ

ん

新

し

い

産

業

で

あ

る

養

蚕

や

農

民

を

苦

し

め

る

増

税

で

は

な

く

、

人

々

の

く

ら

し

を

豊

か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

考

え

て

い

た

。

宗

真

は

そ

ん

な

父

か

ら

、

「
お
前
は
、

産

業

を

学

び

、

農

民

の

た

め

に

働

く

こ

と

を

心

が

け

な

さ

い

。

」

と

言

い

聞

か

さ

れ

て

育

っ

た

。

っ
た
年
に
は
、

養

蚕

に

挑

戦

し

、

十

七

歳

に

な

ま
ゆ

た

く

さ

ん

の

繭

を

生

産

す

る

こ

と

に

成

功

し

た

。
父

の

熱

心

な

指

導

を

受

け

な

が

ら

こ

の

と

き

も

、

「
ひ
と

つ

の

こ

と

を

成

し

遂

げ

る

に

は

多

く

の

苦

労

が

あ

る

。

そ

の

苦

労

が

あ

っ

て

こ

そ

、

功

が

あ

る

。

こ

れ

か

ら

も

苦

労

す

る

こ

と

を

忘

れ

て

は

い

け

な

い

。

」

と

繭

を

入

れ

た

小

箱

を

父

か

ら

手

渡

さ

れ

た

。

8 

成



宗

真

二

十

一

歳

の

年

、

時

代

は

江

戸

か

ら

明

治

へ

と

変

わ

っ

た

父

も

病

気

の

た

め

に

宗

真

は

す

で

に

結

婚

し

、

っ
て
い
た
。

時

代

が

変

わ

っ

て

も

、

つ

江

戸

時

代

最

後

の

年

に

亡

く

な

め

い

じ

い

し

ん

明

治

維

新

に

よ

食

糧

不

足

は

、

さ

ら

に

深

刻

な

も

の

と

な

た

む
し
ろ
、

凶

作

の

年

と

な

り

、

農

民

の

困

窮

は

変

わ

る

こ

と

が

な

か

ト

16r
、

翌

明

治

二

年

大

し
か
し
、

っ

て

武

士

さ

え

職

を

失

う

こ

と

と

な

っ

た

(

八

六

九

年

)

う

ろ

う

に

ん

飢

え

に

苦

し

む

浪

人

や

農

民

を

見

て

、

は

っ
た
。

ウ
ポ
盲
六
は
、

と

強

く

思

う

の

だ

っ
た
。

「

こ

の

ま

ま

で

は

い

け

な

い

。

何
と
か
し
な
け
れ
ば
:
:
:
。
」

明

治

三

年

/ ー¥

八
七

O
年
)
、

う

も

の

で

あ

っ

た

。

宮
小
盲
六
は

大

決

心

を

す

る

。

「

畜

産

業

を

学

ぶ

た

め

牧

場

を

聞

く

」

と

そ

れ

は

自

ら

牧

場

経

営

を

す

る

こ

と

で

畜

産

業

を

学

び

、

そ

の

や

り

方

を

広

め

て

人

々

の

く

ら

し

を

豊

か

に

し

よ

う

と

考

え

た

の

だ

。

か

お

く

は

い

き

ゃ

く

家

屋

や

財

産

を

す

べ

て

売

却

し

て

資

金

を

つ

く

り

、

み

さ

ん

ろ

〈

見

山

麓

に

牧

場

を

開

い

た

。

家

族

の

ま里

解

を

え

て
白i

9 

。
不
盲
六
、

十

歳

の

ノトぉ 」

同 〈とz:で
'あ

る(

現

在

の

宮

古

市

川

井

)

と
こ
ろ
が
、

お

お

か

み

せ

い

そ

く

北

上

高

地

に

は

ま

だ

日

本

狼

が

棲

息

し

て

い

た

。

放

牧

し

た

四

十

当
時
、

二

頭

の

う

ち

、

十

五

頭

も

の

牛

や

馬

が

狼

の

被

害

に

あ

っ

て

し

ま

経

営

を

軌

道

に

乗

せ

よ

う

と

す

る

が

、

や

ど

※

ぽ

〈

雇

っ

て

い

た

牧

夫

た

ち

が

恐

れ

を

な

し

、

や

め

た

っ
た
。

負

け

て

は

い

ら

れ
な
い
と
、

子

牛

や

子

馬

を

生

ま

せ

、

キ
」
品
仁
~
±
i
仇
仁
~

狼

に

や

ら

れ

て

し

ま

う

。

べ
こ
十
品
、

l

i

l

 

つ

い

と

訴

え

ら

れ

る

事

態

に

お

ち

い

っ

て

し

ま

わ

ず

か

三

年

足

ら

ず

で

っ

た

こ
う
し
て
、

莫

大

な

借

金

だ

け

で

あ

っ

た

。

牧

場

経

営

は

失

敗

し

て

し

ま

っ

た

。

あ

と

に

残

っ

た

の

は

、

「
や
は
り
、

私
に
牧
場
経
営
は
無
理
な
の
か
:
:
:
。
」

宗
盲
六
は
、

っ

た

小

箱

を

じ

そ

っ

と

見

つ

め

な

が

ら

考

え

込

ん

だ

。

っ

て

父

か

ら

も

ら

か



畜

産

業

を

学

ぶ

た

め

に

視

察

の

旅

に

出

る

こ

と

を

決

意

し

た

の

で

あ

る

。

か
せ

牛

や

馬

も

す

べ

て

処

分

し

て

し

ま

っ

た

た

め

資

金

は

な

く

、

自

分

で

旅

費

を

稼

ぎ

な

が

ら

の

苦

難

の

旅

で

あ

っ

た

。

の

北

海

道

か

ら

九

州

ま

で

全

国

各

地

へ

足

を

延

ば

し

、

し
て
、

つ
い
に
、

借

金

返

済

で

、

残

っ

た

愛

す

る

妻

や

子

ど

も

は

遠

野

に

残

し

、

二

年

を

か

け

て

、

畜

産

業

に

つ

い

て

多

く

の

こ

と

を

学

ん

だ

。

明

治

八

年

/ー¥

八
七
五
年
)
、

を

再

開

し

た

。

し
か
し
、

え
つ
な
ぎ
む
ら

旅

を

終

え

て

故

郷

に

一

反

っ

た

宗

真

は

、

江

繋

村

※
ふ
く

こ

ち
ょ
う

村

と

の

共

同

経

営

で

あ

っ

た

こ

と

や

、

副

戸

長

を

つ

と

め

た

り

、
(

現

在

の

宮

古

市

江

繋

)

で

牧

場

生

活

の

た

め

に

測

量

の

仕

事

を

う

け

負

っ

た

り

し

て

い

た

た

め

、

て

安

定

し

た

生

活

を

捨

て

、

自

分

が

思

う

よ

う

な

経

営

が

で

き

な

か

や

っ

ち

ぷ

ち

む

ら

副

戸

長

も

辞

め

て

、

土

淵

村

っ
た
。

てコ

(
現
在
の

遠

野

市

土

淵

)

個

人

経

宮

の宗

立t真
丸iは

牧思

場し¥

を t刀

開

そ
こ
で
、

と

き

の

県

令

- 10-

そ

の

経

営

に

専

念

す

る

こ

と

に

し

た

。

さ
」
、

(
県
知
事
)
、

畜

産

業

の

普

及

の

た

め

に

は

牧

場

を

拡

張

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

案

し
、

※
た

い

よ

牛

の

貸

与

を

申

し

出

た

。

島}宗
盲

惟よ六
精:は

面
メ入
Zミ

し

べ」、
h
J

に
、

「

遠

野

地

方

に

は

こ

れ

と

い

っ

た

産

業

が

な

く

、

人

々

は

生

活

に

困

っ

て

お

り

ま

す

。

こ

れ

ら

の

人

々

を

救

う

に

は

、

新

た

な

産

業

と

し

て

の

畜

産

業

を

広

め

て

い

く

必

要

が

ん

今

の

牧

場

経

営

を

発

展

、

さ

せ

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ど

う

か

県

か

ら

牛

を

貸

し

て

く

だ

さ

い

。

」
た
ず

宗

真

の

目

を

ま

っ

す

ぐ

見

つ

め

て

尋

ね

た

。

あ
り
ま
す
。

そ

の

た

め

に

、

島
は
、

「

資

金

は

い

く

ら

位

あ

る

の

か

。

」

ウ
ボ
盲
六
は
、

胸

を

張

っ

て

答

え

た

。

「

資

金

は

ま

っ

た

く

あ

り

ま

せ

ん

。

し
か
し
、

私

に

は

志

を

同

じ

に

す

る

家

族

が

い
ま



す
。

家

族

が

致

協

力

し
て

働
く
力
こ
そ
、

何

万

の

資

金

に

勝

る

と

信

じ

て

お

り

ま

す

。

」

島

は
、

は

じ

め

驚

き

の

表

情

で

あ

っ

た

が

、

や
が
て
、

そ
の
思
い
に
威
心
激

し
、

牛

十

五

頭

を

貸

し

て

く

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

こ
れ
を
ち

っ
か
?
に
、

経

営

は

軌

道

に

乗

っ

て

い

っ

た

毎

年

県

か

ら

多

く

の

牛

を

借

り

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

り

、

っ

さ

も

う

し

む

ら

に

は

附

馬

牛

村

や

が

て

牧

場

、
さ
、
勺
に
、

明

治

十

五

年

~ 

八

八

二

年

)

牛
)

守

」

、

夫

婦

で

六

十

日

間

も

山

ご

も

り

し

て

大

野

牧

場

を

聞

い

た

。

こ
う
し
て
、

ウ不吉六

は

べ※現

在

σ〉
遠

野
市

附

，馬

コ
の

ウ一小盲六」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

り

、

畜

産

業

の

第

一

人

者

と

し

て

道

を

歩

む

こ

と

と

な

っ

た

宗
吉
六
は
、

畜

産

業

ば

か

り

で

な

く

、

産

業

を

学

ぶ

き

っ

か

け

と

な

っ

た

当

時

と

し

て

は

珍

し

い

商

品

作

物

の

栽

培

や

、

っ
た
養
蚕
や
、

ブ

ド

ウ
、

ホ
ッ
プ
、

キ
ャ
べ
、ソ

ト

マ

ト

と

い

植

林

に

も

取

り

組

ん

だ

。

※
 

日
本
で
、
初
め
て
の
私
立
図
書
館
も
開
設
し
た
。

そ

れ

ば

か

り

で

は

な

い

。

産

業

振

興

に

取

り

組

む

中

で

教

育

の

重

要

性

を

痛

感

し

、

い
し
ず
え

そ

の

後

の

郷

土

発

展

の

礎

と

な

こ

れ

ら

数

先主多

馬区t< 
者与の

と事

な業

lま

っ

た

ま
さ
に
、

宮小盲六

は
、

遠
野
、

そ

し

て

岩

手

の

産

業

振

興

の

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

宗
真
の
生
涯
は
、

郷

土

に

産

業

の

火

を

灯

し

た

い

と

つ
-hJ
ぬ

い

う

信

念

に

貫

か

れ

た

人

生

で

あ

っ

た

。

※
御
勝
手
役
:
:
:
:
当
時
の
役
職
名
で
、

A
7

の

会

計

担

当

に

あ

た

る

。

ま
ゆ

※
養
蚕
・
:
:
:
-
j
i
-
-
蚕

を

卵

か

ら

育

て

て

繭

を

と

る

こ

と

。

繭

は

絹

の

原

料

と

な

る

。

※
牧
夫
:
:
:
:
:
:
:
:
牧
場
で
牛
や
馬
の
世
話
を
す
る
人
。

※

副

戸

長

:

:

:

:

:

:

明

治

初

期

に

町

村

に

置

か

れ

た

役

職

。

町

村

の

代

表

と

い

う

性

格

を

も

っ

た

。

※

貸

与

:

:

:

:

:

:

:

:

貸

し

与

え

る

こ

と

。

こ

こ

で

は

、

岩

手

県

か

ら

牛

や

馬

を

借

り

る

こ

と

を

さ

す

。

※
べ
コ
:
:
:
:
:
:
:
:
「
牛
」
の
こ
と
を
さ
す
方
言
。

し

ん

せ

い

し

ょ

せ

き

か

ん

※

私

立

図

書

館

:

:

「

信

成

書

籍

館

」

と

い

う

。

私

財

を

投

げ

打

っ

て

書

籍

を

購

入

し

て

備

え

、

閲

覧

に

供

し

た

。

※

先

駆

者

j
i
-
-
:
:
人

に

先

が

け

て

物

事

を

な

す

人

。

絹

は

当

時

、

お

り

も

の

貴

重

な

織

物

で

あ

っ

た

。

希

望

す

る

一

般

の

人

々

の



復

旧

に

あ

ら

ず

復

興

な

り

後ご

藤1

新え

平ご

こ

の

よ

う

な

大

災

害

か

ら

、

大

胆

な

計

画

で

東

京

を

復

興

に

導

い

た

の

が

、

岩

手

県

大震災により焦土となった東京

(1後藤新平記念館」提供)
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大

正

十

二

年

(
一
九
二
三
年
)

九

月

口
凶
、

午

前

十

一

時

五

十

¥
¥
7
、

ノ
ノ
フ

関

東

地

方

に

大

地

震

が

発

生

し

た

。

世
に
、
一
=
ロ
う
関
東
大
震

災
で
あ
る
。

地

震

後

に

発

生

し

た

火

災

で

、

東

京

と

横

浜

で

は

市

街

地

の

大

半

が

消

失

し

、

特

に

東

京

に

お

い

て

は

、

都

心

部

と

下

町

の

ほ

ぼ

全

域

が

焼

土

と

化

し

た

。

死

者

・

行

方

不

明

者

は

、

十

万

人

に

達

す

る

大

災

害

で

あ

っ

た

。

出

身

の

後

藤

新

平

で

あ

る

。

後

藤

新

平

は

、

安

政

四

年

〆'‘、、

八
五
七
年
)
、

む

つ

の

く

に

い

さ

わ

ぐ

ん

し

お

が

ま

む

ら

陸

奥

田

胆

沢

郡

塩

釜

村

に

生

ま

れ

た

。

の

ち

に

内

閣

総

理

大

臣

と

な

る

同

郷

の

斎

藤

実

と

と

も

に

、

(

現

在

の

奥

州

市

)

弘力

少

よ

り

学

識

が

高

い

こ

と

で

知

ら

れ

、

ば
っ
て
き

胆

沢

県

庁

に

職

員

と

し

て

抜

擢

さ

れ

る

ほ

ど

で

あ

っ

た

。

十

三

歳

に

な

る

と

、

十

八

歳

に

な

っ
た
新
平
は
、

医

者

を

志

し

て

福

島

の

医

学

校

に

入

学

し

、

二

十

五

歳

に

は

愛

知

県

で

医

学

校

長

兼

病

院

長

と

な

っ

た

。

そ
の
後
、

国

の

機

関

で

あ

る

内

務

省

衛

生

局

に

採

用

さ

れ

る

と

、

「
社
会
は
、

人

と

人

と

の

つ

な

が

り

が

人

体

の

よ

う

に

機

能

す

る

こ

と

で

発

展

す

る

。

国
家
は
、

人

の

生

命

を

衛

(
守
る
)

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

」

と
述
べ
、

キ
A

い
ふ
匂

λω

今

度

は

政

治

の

面

か

ら

国

民

の

安

全

を

衛

(
守
る
)

た
め
、

強

い

意

志

ど

実

行

力

で

日

夜

奔

走

し

た

。

新



平
は
、

「

国

家

を

治

す

医

者

」

を

目

指

し

た

の

で

あ

る

。

そ

ん

な

新

平

が

、

内

務

大

臣

(

警

察

や

土

木

等

の

担

当

)

て

い

と

ト

つ

こ

う

い

ん

そ

う

さ

い

兼

帝

都

復

興

院

総

裁

に

就

任

し

た

の

は

、

大

正

十

二

年

(

一

九

二

三

年

)

九

月

二

日

、

大

震

災

の

翌

日

で

あ

る

。

「

自

分

が

や

る

べ

き

こ

と

は

何

な

の

だ

ろ

う

か

。

」

目

の

前

に

広

が

る

の

は

、

焼

け

野

原

と

化

し

た

首

都

東

京

の

姿

で

あ

っ

た

。

替

え

も

な

く

、

っ

た

し
か
し
、

新
平
は
、

そ

の

悲

惨

な

状

況

に

立

ち

止

ま

る

こ

と

な

く

、

品
事
凧
似
中
八

F

俣

こ

の

よ

う

な

巨

額

の

予

算

を

計

上

す

る

の

食
料
、
さ
え
な
か

興

計

画

の

立

案

に

着

手

し

た

。

新

平

と

復

興

計

画

を

推

進

す

る

チ

l
ム
は
、

の

睡

眠

時

間

約

三

時

間

と

い

う

中

で

、

検

討

を

繰

り

返

し

た

。

調
査
、

東
}r， 

復

興

の

i義ぎそ
』し

て

震

災

か

ら

わ

ず

か

三

か

月

と

い

う

速

さ

で

完

成

さ

せ

た

と

し

て

発

表

さ

れ

た

復

興

案

の

概

要

は

、

次

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

。

※

せ

ん

と

※

遷

都

は

せ

ず

、

東

京

に

復

興

費

三

十

億

円

を

か

け

て

、

欧

米

の

よ

う

な

広

い

道

路

や

公

園

を

備

え

る

最

新

計

画

を

適

用

し

た

首

都

を

再

建

す

る

。

そ

の

都

市

計

画

の

た

め

に

焼

土

を

地

主

か

ら

買

い

上

げ

る

。

※

し

ん

ざ

か

い

し

か

し

、

審

議

会

で

は

、

新

平

の

考

え

た

案

に

賛

成

す

る

者

は

ほ

と

ん

ど

い

な

はか

暴? っ

挙1た
で。

あ

る

審

議

会

の

委

員

か

ら

は

、

国

家

の

「※財

大2政

風 "が

呂ろ苦

敷 iし

と

~ 

と
い
う
発
、
一
=
ロ
に
始
ま
り
、

と

批

判

ーも

受

け

た

。

「

新

道

路

計

画

の

放

棄

」

が

声

高

に

叫

ば

れ

た

。

多

く

の

地

主

か

ら

も

、

土

地

を

収

用

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

強

い

反

対

運

動

が

起

こ

っ

た

こ

の

よ

う

な

批

判

に

対

し

、

そ

れ

で

も

新

平

は

、

「

復

旧

に

あ

ら

ず

、

復

興

な

り

」

人

々

は

住

む

場

所

は

も

ち

ろ

ん

、

日

T
E
t
ra
 

叫

同

氏

a

は

唱

'

・

4
喝

‘
批
念
乱
借
金

丸一一一一

そ

し

て

、

「

計

画

の

縮

小

」

着
手書きの計画図

(1後藤新平記念館」提供)
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と

主

張

し

た

。

「
復
旧
」

首

都

東

京

を

単

に

震

災

前

の

姿

に

一

戻

す

で
は
な
く
、

都

市

機

能

を

拡

充

し

、

、

さ

せ

る

こ

と

の

重

要

性

を

訴

大

震

災

か

ら

人

の

生

命

を

衛

(
守
る
)

こ

と

が

で

き

る

よ

う

な

都

市

と

し

て

「

F
俣
曲
九
」

え

た

の

で

あ

る

。

結
局
、

「
復
興
」

つ

い

に

は

反

対

派

の

力

に

よ

っ

て

復

興

院

の

事

務

費

を

ゼ

ロ

に

さ

の

考

え

方

は

理

解

さ

れ

ず

、

よ

き

の

大

幅

な

修

正

を

も

余

儀

な

く

、

さ

れ

る

事

態

と

な

っ

た

。

※
 

復

興

の

計

画

さ

え

進

ま

な

い

こ

の

状

況

を

知

っ

た

親

友

の

ビ

ア

l
ド
教
授
は
、

れ

「
復
興
計
画
」

「

世

界

は

新

平

に

注

目

し

て

い

る

。

こ

の

計

画

を

死

守

し

な

け

れ

ば

、

十

年

な

い

し

五

十

年

後

に

再

び

起

こ

る

か

も

し

れ

な

い

第

二

の

危

機

は

、

さ

ら

に

被

害

が

広

く

、

大
災
宝
ロ
を

愚23秀
か発

なす

行る
為。

で

あ

る

人

命

財

産

を

防

衛

す

る

の

に

足

り

な

い

よ

う

な

小

さ

な

計

画

を

立

て

る

の

は

、

案

が

通

ら

な

い

な

ら

辞

職

す

べ

き

だ

。

」

と

い

う

手

紙

を

新

平

に

送

っ

た

。

こ

の

手

紙

を

読

ん

だ

部

下

は

、

さ
け

新

平

に

対

し

て

涙

を

流

し

な

が

ら

口

々

に

叫

ん

だ

。

「
こ
の
手
紙
を

読

み

ま

し

た

か

。

「

反

対

派

と

な

ぜ

も

っ

と

関

わ

な

い

の

で

す

か

。

計

画

通

り

に

復

興

を

断

行

し

ま

し

ょ

う

!

」

こ

の

計

画

を

通

さ

な

け

れ

ば

、

世

間

か

ら
後
藤
、

破

れ

た

り

!

と

す

ロ

わ

れ

て

し

ま

い

ま

す

。

」

新

平

は

静

か

に

、

つ
の
、
一
言
葉
を
か
み
し
め
る
よ
う
に
す
ロ
っ
た
。

そ

し

て

つ

「

自

分

の

政

治

家

と

し

て

の

面

目

や

地

位

な

ど

は

ど

う

で

も

よ

い

。

ム¥
7 
、

自

分

が

反

対

派

と

闘

っ

て

辞

職

し

た

ら

ど

う

な

る

。

東

京

の

復

興

は

、

さ

ら

に

遅

れ

る

ば

か

り

で

は

な

い

か

。

」

こ
う
し
て
、

い

つ

も

で

あ

れ

ば

感

情

的

に

な

り

、

自

分

の

意

見

を

通

す

新

平

で

あ

っ

た

が

、

計

画

の

修

正

を

受

け

入

れ

る

こ

と

を

決

断

し

た

。

こ

の

よ

う

な

復

興

予

算

の

削

減

や

こ

れ

か

ら

の

東

京

の

本

当

の

意

味

で

の

復

興

を

考

え

る

と

、

新

平

14 



は

こ

れ

を

最

善

だ

と

判

断

し

た

の

だ

っ

た

大

正

十

二

年

/ー¥

十
二
月
、

震

災

か

ら

わ

ず

か

四

か

月

足

ら

ず

で

本

格

的

な

復

興

事

業

が

開

始

さ

れ

九

二

三

年

)

長

年

の

東

京

の

課

題

で

あ

っ

た

都

市

改

造

を

実

現

し

た

。

避

難

場

所

と

も復

な興

u計
得画

るは

広大

し¥幅

隅1Iこ

田だ縮

公小

園さ
、れ

た

も

の

の

た

広

い

道

幅

に

よ

っ

て

火

災

の

延

焼

を

防

ぐ

こ

と

が

で

き

る

昭

和

通

り

、

は

い

け

よ

ま

ち

に
配
慮
し
た
街
が
、

強

い

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

l
ト

で

つ

く

ら

れ

た

小

学

校

や

橋

な

ど

「
衛

生

と

防

災

」

し
た
の
で
あ
る
。

昭

和

五

年

(
一
九
三

O
年
)

し
か
し
、

三
月
二
十
六
日
、

復

興

完

成

式

典

が

開

か

れ

た

。

そ

こ

に

は

新

平

の

姿

は

な

か

っ

た

復

興

の

完

成

を

待

た

ず

し

て

式

典

の

前

年

に

死

去

し

た
の
で
あ
る
。

現
在
、

東
京
は
世
界
都
市
と
も
、
一
=
ロ
わ
れ
、

人

口

が

千

二

百

五

十

万

人

を

超

え

て

い

る

。

そ

こ

に

見

ら

れ

る

幹

線

道

路

網

の

大

き

な

部

分

は

新

平

の

計

画

に

よ

っ

て

造

ら

れ

た

も

の

で
あ
る
。

A
7

の
東
京
の
発
展
は
、

新

平

の

復

興

計

画

の

上

に

成

り

立

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

※
遷
都
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
首
都
を
他
所
へ
移
す
こ
と
。

※

復

興

費

三

十

億

円

:

:

:

:

当

時

の

国

家

予

算

の

二

倍

の

額

で

あ

っ

た

。

※

審

議

会

:
-
j
i
-
-
:
:
・
j
i
-
-議
会

で

決

定

す

る

前

の

段

階

の

会

議

の

こ

と

。

※

大

風

呂

敷

:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
:
常

識

的

に

見

て

と

う

て

い

実

現

不

可

能

と

思

え

る

よ

う

な

大

計

画

を

立

て

て

、

ス
ぜ
こ

y
」。

※
ビ
ア
|
ド
教
授
:
:
:
:
:
:
ア
メ
リ
カ
人
で
元
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

教
授
。

(
知
事
)

後

藤

新

平

が

東

京

市

長

ア

ド

バ

イ

ス

を

送

っ

た

人

物

。

地
合
成
に

つ

い

に

完

成

人

々

に

吹

聴

す

の

時

に

来

日

し

て



占

v'-

、

十
J

A

M

の
海
を

'
」

、、
、El
-
-

P
ノ

り
‘哩'

、ー

『
碁
石
浜
』

を
見
渡
す
一
角
に
は
、
わ
か
め

大
船
渡
市
に
あ
る
景
勝
地
、

養
殖
漁
業
の
先
駆
者
で
あ
り
、

人

生

の

大

半

を

郷

土

の

海

の

発

展

に

尽

く

し
た
小
松
藤
蔵
の
業
績
を
讃
え
る
二
つ
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

藤

蔵

が
平

成

最
初
に
わ
か
め
養
殖
を
始
め
た
漁
場
を
一
望
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

け

ん

し

よ

う

ひ

こ

ん

リ

ゅ

う

に
地
域
住
民
が
記
念
碑
と
顕
彰
碑
の
二
碑
を
建
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

十

九

年

(ニ

O

O
七

年

)

そ

れ

か

ら

四

年

後

の

平

成

二

十

三

年

(

二

O
一

か
い
め
つ

岩

手

県

内

の

水

産

業

は

壊

滅

的

な

被

害

を

受

け
た
。

一
年
)

口
〕
、

東

日

本

大

震

災

津

三
月
十
一

波
が
発
生
し
、

多

く

の

人

々

が

途

方

に

暮
れ
て
い
た
が
、

一

致

結

束

し

て

立

ち

上

が

り

、

復

興

再

建

を

目

指

し

、

漁

業

関

係

者

は

か

め

の

養

殖

に

希

望

を

託

し

た

。

晩

秋

に

種

を

ま

け

ば

、

豊

か

な

海

の

恵

み

を

受

け

て

、

松ミ

蔵?

藤1

わ翌

ち』

海

に

は

か

つ

て

の

よ

う

に

養

殖

の

浮

き

玉

が

力

強

く

浮

か

ん

だ

。

年

の

早

春

に

は

収

穫

が

で

き

る

の

だ

。

そ
し
て
、

待

ち

に

待

っ

た

翌

年

三

月

、

復

興

の

光

と

も

い

え

る

わ

か

め

が

収

穫

さ

れ

た

。

郷

土

に

残

し

た

わ

か

め

養

殖

の

技

術

が

、

今

回

も

生

か

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

第

二

次

世

界

大

戦

後

、

漁

村

の

人

々

の

生

活

は

貧

し

い

も

の

で

あ

っ

た

。

漁
民
た
ち
は
、

め

が

採

れ

る

磯

は

限

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

漁

民
た

ちそ

はの

手て家

漕こ計

ぎの

船二大

で部

磯分

場 を

に頼

イ丁 っ

きて

た

来

が

あ

り

生

産

が

安

定

し

な

い

天

然

の

海

産

物

に

、

藤

蔵

が

生

涯

を

か

け

て

年

よ

っ

て

出

来

不

出

特
に
も
、

天

然

の

わ

か 碁石浜の一角に建つわかめ養殖発祥の記念碑と顕彰碑

16 -

冷

た

い

海

水

に

長

時

間

浸

か

り
な
が
ら
、

海

底

に

生

え

て

い

る

わ

か

め

を

鎌

で

刈

り

取

る

と

い

っ

た

重

労

働

を

し

い

ら

れ

て

い

た

。



兵
役
の
後
、

け

せ

ん

ぐ

ん

ま

っ

さ

き

む

ら

出

身

地

で

あ

る

気

仙

郡

末

崎

村

に
一
反
り
、

(

現

大

船

渡

市

末

崎

町

)

海

苔

の

養

殖

等

の

漁

業

を

営

ん

精

一

杯

働

く

漁

民

た

ち

の

姿

を

黙

っ

て

見

つ

め

て

い

た

。

で

い

た

藤

蔵

は

、

自

の

前

に

広

が

る

青

々

と

し

た

海

原

と

、

「

安

定

し

な

い

天

然

わ

か

め

を

あ

て

に

す

る

よ

り

、

わ

か

め

も

養

殖

に

よ

っ

て

、

る

よ

う

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。

浜

の

暮

ら

し

も

必

ず

や

良

く

な

る

に

違

い

な

い

。

」

良

質

な

も

の

を

大

量

に

生

産

で

さ

こ

の

よ

う

に

考

え

た

藤

蔵

は

、

昭

和

二

十

八

年

(
一
九
五
三
年
)
、

※
し
ゅ
び
ょ
う

天

然

わ

か

め

か

ら

人

工

的

に

わ

か

め

の

種

苗

を

生

産

す

る

研

究

に

着

手

し

た

。

私

財

貧

し

い

漁

民

の

生

活

の

改

善

に

向

け

、

を
投
じ
て
、

十

七

歳

で

あ

っ

た

。

す

で

に

外

洋

に

お

け

る

海

苔

の

養

殖

を

成

功

、

さ

せ

て

お

り

、

、
信
が
あ
っ

た

こ

と

も

藤

蔵

を

後

押

し

し

て

い

た

。

こ
の
と
き
、

藤

蔵

は

そ

の

技

術

と

方

法

に

つ

い

て

は

自

必

要

な

道

具

は

自

作

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

当

時

の

養

殖

に

関

わ

る

資

材

は

今

か

ら

考

え

る

と

非

常

に

粗

末

な

物

で

あ

り

、

※
 

わ

ら

縄

を

コ

ー

ル

タ

ー

ル

で

染

め

て

養

殖

の

縄

を

作

な

か

な

か

手

に

入

れ

る

こ

と

が

で

き

な

か

し
か
し
、

藤

蔵

は

何

も

か

も

手

探

り

の

中

、

る
な
ど
、

わ

か

め

の

胞

子

な

ど

を

観

察

し

、

様

々

な

工

夫

を

重

ね

た

。

キ
J
E

仁
~
、

そ

の

観

察

に

は

顕

微

鏡

が

必

要

で

あ

っ

た

が

、

た

水

産

試

験

場

ま

で

足

し

げ

く

通

い

、

顕

微

鏡

を

見

つ

め

続

け

た

。

多

く

の

デ

l
タ

を

地

道

に

集

め

た

。

っ
た
の
で
、

隣

町

に

あ

っ

果

が

上

が

っ
て
く
る
と
、

そ

の

よ

う

な

藤

蔵

を

、

初

め

は

変

な

も

の

で

も

見

る

よ

う

な

目

で

眺

め

て

い

た

が

、

つ

藤蔵が使用したドイツ製の

高価な顕微鏡

周

り

の

漁

師

は

、

人

ま

た

人

と

藤

蔵

に

協

力

す

る

者

が

増

え

て

い

い

ち

ず

郷

土

の

海

に

一

途

な

思

い

を

も

っ

て

研

究

た

数

々

の

失

敗

を

伴

い

な

が

ら

も

、

し

続

け

る

藤

蔵

の

姿

は

、

周

り

の

人

々

の

心

を

つ

か

ん

で

い

く

の

で

あ

っ

た

。

そ

の

よ

う

な

試

行

錯

誤

の

末

、

よ

う

や

く

わ

か

め

養

殖

技

術

の

研

究

藤
蔵
は
、

を

確

立

し

た

が

、

そ

の

成

功

に

留

ま

る

こ

と

な

く

、

す

ぐ

さ

ま

次

の

段

階

に

取

り

少

し

ず

つ

成



組

ん

で

い

っ

た

「

個

人

個

人

が

養

殖

に

精

を

出

し

て

も

限

界

が

あ

る

。

※
 

わ

か

め

養

殖

を

企

業

化

さ

せ

る

こ

と

に

成

功

す

れ

ば

、

我

が

郷

土

の

海

は

人

々

に

様

々

な

恩

恵

を

与

え

、

浜

の

生

活

は

さ

ら

に

安

定

し

た

も

の

と

な

る

で

あ

ろ

う

。

漁

民

み

ん

な

が
曲
豆
か
に
、

そ
し
て
、

幸

せ

に

こ

の

地

で

暮

ら

す

こ

と

が

出

来

れ

ば

よ

い

。

」

そ

う

考

え

た

藤

蔵

は

、

企

業

化

す

る

こ

と

の

意

義

を

漁

業

関

係

者

た

ち

に

伝

え

る

た

め

に

勉

強

会

を

開

催

し

、

E里

解

を

得

る

こ

と

に

力

を

尽

く

し
た
。

説

得

は

困

難

で

ま

た

時

間

を

要

す

る

こ

と

と

な

っ

た

が

、

さ
ん
.と
う

性

に

着

目

し

た

漁

民

た

ち

が

徐

々

に

賛

同

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

わ

か

め

養

殖

の

将

来

念

願

の

企

業

化

が

現

実

の

も

の

に

近

づ

い

て

い

つ

た

研

究

に

着

手

し

て

か

ら

四

年

の

年

月

が

流

れ

た

昭

和

三

十

二

年

(
一
九
五
七
年
)
、

藤
蔵
は
、

つ

い

に

「っ

く

り

育
て
る
」

養

殖

技

術

と

体

制

を

生

み

出

し

た

。

感

情

を

あ

ま

り

表

に

出

さ

な

い
藤
蔵
も
、

こ

の

と

き

は

研

究

や

活

動

- 18-

を

し

て

き

た

仲

間

と

と

も

に

、

ど

ん

ど

ん

込

み

上

げ

て

く

る

思

い

を

胸

に

喜

び

合

っ

た

と

い

う

。

藤

蔵

が

生

み

出

し

た

わ

か

め

養

殖

の

基

盤

は

、

こ

う

し

て

や

っ

と

漁

民

に

根

付

く

こ

と

に

な

り

、

安

定

的

な

わ

か

め

生

産

と

漁

民

の

重

労

働

の

解

消

が

実

現

し

、

水

産

業

の

発

展

に

つ

な

が

っ

て

い

く

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

し
か
し
、

無

難

に

い

き

そ

う

な

養

殖

わ

か

め

も

、

自

然

災

害

か

ら

逃

れ

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

台

風

や

大

波

な
ど
、

日

常

よ

く

起

こ

る

自

然

災

害

で

も

わ

か

め

が

施

設

か

ら

落

と

さ

れ

、

ロ
ー

プ

だ

け

残

る

と

い

っ

た

困

難

も

度

々

で
あ
っ
た
。

特

に

甚

大

な

被

害

を

受

け

た

の

は

、

昭

和

三

十

五

年

(
一
九
六

O
年
)

に

起

き

た

チ

リ

地

震

津

波

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

養

殖

施

設

は

跡

形

も

な

く

流

さ

れ

て

し

ま

い

、

藤

蔵

や

漁

民

た

ち

は

、

そ

の

被

害

の

大

き

さ

に

ぼ

う

ぜ

ん

と

す

る

し

か

な

か

っ

た

そ

れ

で

も

藤

蔵

を

は

じ

め

と

す

る

人

々

は

、

様

々

な

被

害

に

め

げ

る

こ

と

な

く

、

そ

の

つ

ど

養

殖

施

設

の

修

復

、

改

良

に

取

り

組

ん

だ

。

苦

労

の

連

続

で

は

あ

っ

た

が

、

藤

蔵

た

ち

の

郷

土

の

海

に

対



す

る

思

い

は

、

ま

す

ま

す

熱

い

も

の

と

な

っ
て
い

っ

た

の

で

あ

る

。

藤
蔵
は
、

「

人

の

血

の

成

分

は

海

の

成

分

と

同

じ

。

困

難

な

こ

と

が

あ

る

と

か

ら

こ

の

海

を

大

切

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

だ

。

」

と

周

囲

に

よ

く

語

っ

て

い
た
と
い
う
。

藤

蔵

が

築

い

た

わ

か

め

養

殖

技

術

は

、

県

内

各

地

の

漁

業

関

係

者

が

受

け

継

ぎ

、

、
さ
ら
に
改
良
、

発
展
さ
せ
、

藤

蔵

自

身

は

、

生

産

量

は

増

大

し

て

い

く

こ

と

と

な

る

。

水

産

業

界

の

要

職

を

数

多

く

歴

任

し

た

が

、

立

場

が

変

わ

っ

て

も

、

漁

業

の

発

展

に

貢
献
し
、

郷

土

の

海

に

対

す

る

思

い

を

生

涯

絶

や

す

こ

と

は

な

か

っ

た

。

今
日
、

岩

手

県

は

日

本

の

わ

か

め

生

産

地

と

し

て

、

全

国

に

名

が

知

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

国

内

の

わ

か

め

生

産

の

お

よ

そ

四

割

を

岩

手

県

産

が

占

め

て

お

そ

の

生

活

を

支

え

て

い

る

。

、

盲
目
'
eJl

 

郷

土

の

海

と

と

も

に

生

き

る

沿

岸

漁

民

の

重

要

な

生

産

部

門

と

し

て

、

ひ

た

す

ら

漁

民

と

と

も

に

苦

し

み

ゃ

喜

び

を

分

か

ち

合

い

、

だ

自

分

の

こ

と

よ

り

も

ま

ず

、

郷

土

や

そ

こ

に

住

む

人

々

に

奉

仕

し

た

藤

蔵

。

そ

の

分

身

で

も

あ

る

碑

は

、

今

日

も

豊

か

な

海

原

を

静

か

に

じ

っ

と

見

つ

め

て

い

る

。

の

※
種
苗
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
わ
か
め
の
胞
子
を
細
い
糸
に
付
着
さ
せ
葉
体
が
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
ま
で
成
長
、
さ
せ
た
も

こ

れ

を

養

殖

ロ

ー

プ

に

巻

き

付

け

る

と

、

ち
ゃ
か
っ
し
ょ
く

※

コ

ー

ル

タ

ー

ル

:

:

:

:

石

炭

を

蒸

留

し

た

と

き

に

生

成

す

る

茶

褐

色

ま

た

は

黒

色

の

粘

り

け

の

あ

る

液

状

物

質

。

約

三

か

月

後

に

わ

か

め

が

収

穫

で

き

る

。

※
企
業
化
-
-
j
i
-
-
:
:
:
:
:
複
数
の
漁
民
が
生
産
手
段
等
を
共
有
し
、

漁

業

経

営

、

販

売

を

共

同

で

行

う

こ

と

。

小松藤蔵の顕彰碑
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し、

わ
て

「

テ

イ

テ

ン

ト

レ

タ

保
正
は
、

大

正

チ

ャ

グ

チ

ャ

グ

馬

コ

の

手

綱

引

き

や

観

光

パ

ス

ガ

イ

ド

の

装

い

と

し

て

、

の

-

勺

ド

ベ

-

野

良

着

で

あ

っ

た

こ

の

装

束

を

は

じ

め

、

の
美
を
Aミ

る

す

る

雫

石

あ

ね

こ

姿

。

※
 民

芸

の

美

を

発

掘

し

世

に

紹

介

し

た

の

が

、

士ロ

か
わ

，E
lノ

イ呆:

正ミ

今

で

も

よ

く

目

に

郷

土

の

無

名

の

職

人

に

よ

る

岩
手

出

身

の

彫

刻

家

で

あ

る

吉

川

保

正

で

し

た

。

イ

ワ

マ

ニ

モ

ツ

タ

エ

テ

ク

レ

」

て
い
て
ん

一
O
年

の

帝

展

(
政
府
主
催
展
覧
会
)

で

重E念

茂ぇ願

村tの

入

1迭

を
果

た

し

明

治

二

十

六

年

、

(
現
宮
古
市
)

に

生

ま

れ

た

保

正

は

、

幼

い

頃

し
た
。

イ

ワ

マ

と

は

保

正

の

養

母

で

す

。

そ

の

数

年

後

に

は

父

も

他

界

し

て

い

ま

し

た

。

二

十

歳

の

春

に

彼

は

、

に

明

治

三

陸

大

津

波

で

母

を

亡

く

し

、

い

う

周

囲

の

声

を

押

し

切

彫

刻

を

学

び

ま

し

た

。

「
絵
描
き
な

ん

ぞ

ま

と

も

な

人

聞

が

な

る

も

の

で

は

な

い

」

っ
て
上
京
し
、

(

現

東

京

芸

術

大

学

)

で

近

代

東

京

美

術

学

校

西

洋

の

彫

刻

が

作

家

個

人

の

自

由

な

表

現

と

し

て

、

よ

う

や

く

認

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た

時

代

で

し

た

。

に
向
き
・
合
い
、

古

川

内

斗
l
d

、

ノ
イ
1
1
h

自

己

ひ

た

す

ら

対

象

を

見

つ

め

、

新

し

い

美

を

求

め

て

制

作

に

励

み

ま

し

た

。翌

年

に

発

表

し

た

彼

は

彫

刻

家

と

し

て

の

名

声

を

確

か

な

も

の

に

し

た

の

で

し

た

。

そ
し
て
、

自じ十

変IJ~ 八

像?歳

し
て

つ

い

に

彫

刻

家

と

し

て

世

に

認

め

ら

れ

た

の

で

す

。

は

性

が

評

価

さ

れ

て

文

部

省

買

上

げ

第

一

席

と

な

り

、

そ

れ

か

ら

保

正

は

、

中

国

雲

南

省

の

美

術

専

門

学

校

の

教

授

と

し

て

大

陸

に

渡

り

、

雫石あねこ

郷

里

の

姉

に

電

報

を

送

り

ま

- 20-

と

自刻像 (1922年)

そ

の

技

量

と

作

品

の

精

神

地

域

の

美

術

調

査

に

も

従

事



し
ま
し
た
。

そ

し

て

二

年

後

に

帰

国

し

、

商

工

館

(

現

岩

手

県

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

)

岩

手

に

迎

え

入

れ

ら

れ

た

の

で

し

た

。

彫

刻

家

と

し

て

成

功

し

岩

手

に

戻

っ

た

保

正

は

、

※
ゃ
な
き

こ

の

頃

、

柳

む
ね
よ
し

宗

悦

が

提

唱

し

た

の

商

工

技

手

と

し

て

、

郷

里

『
民
芸
運
動
』

に

出

会

い

ま

す
。

無

名

の

職

人

に

よ

る

民

衆

的

美

術

工

芸

の

美

を

発

掘

し

、

世

に

紹

介

し

よ

う

と

し

て

い

ま

し

た

。

川
山
川
斗
h
d

、

t
A
-
1
-
-

「

民

芸

の

手

仕

事

の

価

値

は

、

有

名

無

名

を

問

わ

ず

た

だ

そ

の

品

物

に

あ

る

。

作

り

手

は

そ

の

名

を

と

ど

め

ず

こ

の

世

を

去

っ

て

い

く

が

、

親

切

に

こ

し

ら

え

た

品

物

の

中

に

、

彼

ら

が

こ

の

世

に

生

き

て

い

た

意

味

が

宿

る

。

」

独

創

性

を

追

求

し

名

を

成

そ

う

こ
の
、
一
言
葉
に
出
会
っ
た
と
き
、

つ

と

さ

せ

ら

れ

ま

し

た

。

そ
れ
は
、

保
正
は
、

は

と

す

る

作

家

的

作

風

の

対

極

に

あ

る

、

「
無
心
の
美
」

と
で
も
、
一
言
う
べ
き
考
え
方
で
す
。

西

洋

美

術

を

学

び

、

作

家

と

し

て

作

品

を

世

に

問

う

道

を

歩

ん

で

き

た

彼

は

、

驚

き

の

念

を

禁

じ

得

ま

せ

ん

で

し

た

。

的

論

よ

り

証

拠

と

な

る

品

を

こ

の

眼

で

確

か

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

」
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「

民

芸

に

は

本

当

に

価

値

が

あ

る

の

か

、

彼

は

そ

ん

な

強

い

思

い

に

か

き

立

て

ら

れ

、

県

内

各

地

に

、

ど

ん

な

も

の

が

あ

る

の

か

訪

ね

歩

く

こ

と

に

し

た

の

で

し
た
。

し
か
し
、

そ

う

易

々

と

そ

の

答

え

は

見

つ

か

り

ま

せ

ん

。

近

代

化

の

波

は

中

央

か

ら

遠

い

み

ち

の

く

岩

手

に

も

及

び

、

日

用

品

の

多

く

は

手

作

り

の

も

の

か

ら

機

械

製

の

も

の

に

取

っ

て

代

わ

ら

れ

つ

こ

れ

ま

で

使

い

慣

ら

し

た

も

の

〆¥

つ

あ

り

ま

し

た

。

日

々

の

暮

ら

し

か

ら

手

仕

事

の

価

値

が

忘

れ

去

ら

れ

よ

う

と

し

し

に

せ

し

っ

伝

統

の

塗

り

物

を

求

め

て

老

舗

の

漆

器

屋

を

訪

ね

て

も

、

わ
ん

「

古

く

さ

い

時

代

も

の

の

お

椀

な

ん

ぞ

、

の

愛

着

は

お

ろ

か

、

て

い

た

の

で

す

。

も

う

川

に

流

し

て

捨

て

て

し

ま

っ

た

。

」

民芸品を調査する保正



と
、
一
=
ロ
わ
れ
る
始
末
で
し
た
。

か
や
ぶ
さ

そ

れ

で

も

保

正

は

茅

葺

屋

根

の

古

民

家

や

古

い

寺

を

訪

ね

歩

き

、

込

ま

れ

て

い

た

衣

服

や

食

器

、

仕

事

の

た

め

の

用

具

な

ど

を

く

ま

な

く

見

て

回

り

ま

し

た

。

そ
ん
な
彼
が
、

県

南

地

方

を

訪

れ

た

と

き

の

こ

と

で

す

。

屋

敷

の

奥

に

し

ま

い

じ

っ
と
見
つ
め
た
保
正
は
、

J工

戸

時

代

よ

前

作

ら

真まれ

面じた

固めと

でい

力う

強お

い椀

気を

風手

が iこ

イ云 耳又

そ

σ〉
古

ひ

た
<=iJ 

秀ミお

衡14宛
椀土か
』 ら

最

近

の

売

り

物

に

は

な

い

、

わ

っ

て

く

る

の

を

感

じ
ま
し
た
。

そ
れ
は

と

言

い

伝

え

ら

れ

て

い

る

も

の

で

し

た

。

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

か

は

知

る

由

も

あ

り

ま

せ

ん

。

へ

ん

せ

ん

こ

う

ぼ

う

の

技

が

、

歴

史

の

変

遷

と

興

亡

を

乗

り

越

え

受

け

継

が

れ

て

き

た

こ

と

は

確

か

で

す

。

う

る

し

げ

ん

じ

ぐ

も

ひ

し

も

ん

し

り

と

安

定

し

た

形

。

た

っ

ぷ

り

と

塗

り

重

ね

ら

れ

た

漆

。

源

氏

雲

に

菱

紋

と

松

竹

梅

な

ど

さ

っ

し

よ

う

も

ん

よ

う

た

ん
せ
い

の

吉

祥

文

様

。

族

の

繁

栄

を

願

い

丹

精

込

め

て

つ

く

ら

れ
、

l ¥ 

つ
、

ど

こ

で

作

ど

奥

州

藤

原

氏

の

時

代

に

端

を

発

す

る

と

思

わ

れ

る

そ

つ

し
か

し

長

年

大

事

に

使

わ

れ

て

き

た

こ
の
椀
に
、

保
正
は
、

人
々
の

暮

ら

し

に

根

ざ

し

た

深

く

豊

か

な

美

し

さ

を

見

た

の

で

し

た

。

そ
れ
か
ら
の
保
正
は
、

伝
統
工
芸
と
、
一
=
ロ
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
な
く
、

庶

民

が

農

耕

生

活

の

中

で

使

っ

て

き

た

装

束

や

道

具

に

も

目

を

向

け

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

そ
れ
は
、

自
然

を

相

手

に

し

た

仕

事

と

暮

ら

し

に

は

ど

こ

か

正

直

で

健

康

な

も

の

が

あ

り

、

松・笹模様の秀衡椀

そ

こ

で

作

ら

れ

使

わ

れ

続

け

て

い

る

も

の

に

は

、

真

面

目

で

念

入

り

な

手

仕

事

の

性

質

が

宿

る

に

違

い

な

い

と

思

っ

た

か

ら

で

し

た

。

実
際
、

「
み
の
」
、

‘ 、

保
正
は
、

遠
野
や
九
戸
、

古

来
か

ら

あけ

るら
外ど」

套iと

わ

fh

一
卜
石
の

i
d
a
 

れ

る

も

の

に

目

を

奪

わ

れ

ま

し

た

。

は

お

け

る
い
は
羽
織
に
あ
た
る
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、

あ

そ
の
地
域
で
と
れ
る
材
料
を
生
か
し
、

歩的

使

う

人

の

身

を

守

る

た

め

厚

く

念

入

り

に

編

ま

れ

て

い

ま

す

。

特

に

手

の

遠野市小友地方のまだけら



込

ん

だ

首

元

の

編

み

込

み

文

様

に

は

魔

よ

け

の

意

味

も

あ

り

、

雨

、

ヤ

雪

を

し

の

い

で

無

事

に

帰

っ

て

く

る

よ

う

に

祈

り

を

込

め

て

作

ら

れ

た

も

の

で

す

。

「

手

仕

事

の

背

後

に

は

い

彼
は
そ
こ
に
、

つ
↓
七
、

責

任

と

思

い

や

り

が

控

え

て

い

る

。

」

と

い

う

民

芸

の

本

質

を

見

た

の

で

し

た

。

こ

の

よ

う

な

手

仕

事

は

、

が

刷

り

込

ま

れ

、

自

然

の

恵

み

と

先

祖

か

ら

伝

わ

る

知

恵

や

経

験

に

支

え

ら

れ

、

そ

の

技

に

人

々

の

願

い

っ
て
い

っ

た

も

の

で

す

。

そ

れ

故

保

正

は

、

民

芸

に

個

人

を

越

え

た

そ

の

土

地

固

有

の

伝

統

と

な

彼
は
、
一
=
ロ
い
ま
す
。

「
民
芸
に
限
ら
ず
、

郷

土

の

文

化

の

価

値

を

確

信

す

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

あ

る

い

は

文

化

感

情

を

大

事

に

し

な

け

れ

ば

な

我

々

は

岩

手

の

先

人

が

築

い

た

い

ろ

い

ろ

な

文

化

、岩

手

と

い

う

風

土

か

ら

生

ま

れ

た

文

化

を

守

り

、

生
み

ら
な
い
と
思
う
。

中

央

文

化

の

導

入

も

大

切

に

は

違

い

な

い

が

、

出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、

岩

手

は

い

つ

ま

で

た

っ

て

も

後

進

県

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

を

は

ず

す

こ

と

は

出

来

な

い

だ

ろ

う

。

」

?
々
?
と
s

4悼
(ア

生

涯

「
美
」

民

芸

と

次

第

に

そ

の

を

さ

ぐ

り

続

け

た

吉

川

保

正

は

、

絵

ノ
ノ
ノ

叶
川

i

・、

同
月
・
方
〆

吉川保正著書「美をさぐる」

仕

事

の

領

域

を

広

げ

、

面

郷
土
芸
能
、

宗

教

な

ど

多

岐

に

わ

そ

の

半

生

を

仏

像

、

た

る

研

究

に

捧

げ

ま

し

た

。

中
で
も
、

彼

が

探

し

出

し

た

岩

手

の

民

芸

の

手

仕

事

は

、

岩

手

の

風

土

が

育

ん

だ

先

人

た

ち

の

心

の

仕

事

で

あ

っ

た

こ

と

を

教

え

て

く

れ

ま

す

。

岩

手

の

文

化

に

誇

り

を

も

ち

、

そ

の

価

値

を

見

直

し

て

い

く

こ

と

の

必

要

性

を

説

い

た

そ

の

精

神

は

、

今

で

も

多

く

の

人

々

に

受

け

継

が

れ

て

い

ま

す

。

※

民

芸

:

:

:

:

:

日

常

的

に

使

わ

れ

る

工

芸

品

の

こ

と

。

※

柳

宗

悦

:

:

美

術

評

論

家

・

宗

教

哲

学

者

。

民

芸

運

動

の

提

唱

者

と

し

て

知

ら

れ

る

。

朝

鮮

で

「

三

・

一
独
立
運
動
」

が

起

こ

っ

た

と

き

、

そ

の

運

動

に

共

感

し

、

日

本

の

朝

鮮

に

対

す

る

植

民

地

政

策

を

批

判

し

た

。







し
か

し

五
ロ
び
は

一

瞬

に

し

て

落

胆

に

変

わ

っ

た

。

県

か

ら

一

不

さ

れ

た

防

潮

堤

の

高

さ

は

十

四

メ

ー

ト

ル

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

「
何
が
何
で
も
、

十

五

メ

ー

ト

ル

以

上

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

」

と

村

で

は

、

一

言

い

伝

え

ら

れ

て

き

た

か

ら

で

あ

る

。

だ

が

こ

こ

で

、

吉
岡
ぺ
」
安
」
ホ
久
、
ぇ

26 -

と

和

村

は

心

の

中

で

叫

ん

だ

。

明

治

の

津

波

の

高

さ

は

十

五

メ

ー

ト

ル

で

あ

る

て

く

れ

と

主

張

す

る

と

、

せ

っ

か

く

動

き

出

し

た

計

画

が

中

止

に

な

る

か

も

し

れ

、
、
、
‘
。

ナ
J
c
y
h、

さ
ら
に
は
、

村

議

会

の

中

か

ら

も

、

「

そ

ん

な

に

高

く

す

る

必

要

は

あ

る

の

か

。

」

「
津
波
な

ん
か
、

本

当

に

く

る

の

か

。

」

な

ど

の

反

対

意

見

が

出

て

き

た

。

村

氏

の

中

か

ら

も

、

建そ

築の

の建

た築

め資

に金

土を

土也 イ也

をの
杏 ゅ ー，
E衣 ず 」

れと

だに

と使

え

ば先

祖

代

々

の

土

地

は

譲

れ

な

い

。

」

な

ど

の

反

対

の

声

、

か

次

々

と

あ

が

っ
た
。

動

き

出

し

た

建

築

計

画

は

大

き

な

壁

に

ぶ

つ

か

っ
た
。

手ロ

村

は

そ

の

必

要

性

を

理

解

し

て

も

ら

う

た

め

に

、

あ

ら

ゆ

る

努

力

を

続

け

た

。

ま
ず
、

高

さ

を

十

五

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

よ

う

に

、

県

な

ど

に

繰

り

返

し

働

き

か

け

た

。

次
に
、

村

議

会

へ

事

業

の

意

義

を

説

明

し

続

け

た

。

村

氏

へ

も

直

接

説

明

を

繰

り

返
し
た
。

さ

ら

に

、

土

地

を

譲

っ

て

く

れ

な

い

村

氏

に

対

し

て

も

、

和

村

や

村

の

職

員

は

何

度

も

足

を

運

び

、

碁

を

打

っ

た

り

世

間

話

を

し

た

り

す

る

中

で

、

防

潮

堤

建

築

の

必

要

性

を

必

死

に

説

い

た

。

そ

れ

で

も

、

全

て

の

村

氏

の

理

解

を

得

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た



「

こ

れ

だ

け

説

明

し

て

も

だ

め

な

の

か

。

防

潮

堤

建

築

は

あ

き

ら

め

た

方

が

よ

い

の

だ

ろ

う

か

:

・

。

」

美

し

い

普

代

の

自

然

と

街

を

眺

め

な

が

ら

、

ロ

斗

1
十
品
川
凶

/ν
ピ
』
。

イ味川
1

斗
庁
，

l
t
品

1
J
h
J
J

そ

の

と

き

、

和

村

の

脳

裏

に

、

昭

和

三

陸

津

波

の

際

に

見

た

あ

の

光

景

が

浮

か

ん

だ

。

「

や

は

り

防

潮

堤

は

絶

対

に

必

要

な

ん

だ

。

建
築
推
進
だ
。
」

こ
う
し
て
、

ロ

斗

1
斗
h
d

、

長
什
斗
寸

law

建

築

に

必

要

な

行

政

手

続

き

を

推

し

進

め

る

こ

と

を

決

断

す

る

。

そ
し
て
、

つ
い
に
、

県

か

ら

の

建

築

許

可

を

得

た

の

で

あ

る

。

昭

和

四

十

二

年

(
一
九
六
七
年
)
、

太

田

名

部

地

区

に

防

潮

堤

が

、

昭

和

五

十

九

年

(
一
九
八

四

年

)

こ
十
d

、
立t.
臼

代

地

区

に

普

代

水

門

が

完

成

し

た

。

そ

の

高

さ

は

ロ

L
j
t

弄
-
t汁
・
刀

貫

し

て

主

張

し

て

き

た

十

五

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

、

四

十

年

間

務

め

た

村

長

を

退

任

す

る

際

、

次

の

よ

う

な

、

言

葉

を

残

し

て

い

る

。

「
十
五
.
五
メ
ー
ト
ル
」

で

あ

っ

た

。

「

村

民

の

た

め

と

確

信

を

も

っ

て

始

め

た

仕

事

は

、

反

対

が

あ

y」

っ

て

も

説

得

し

て

や

り

遂

げ

て

く

だ

さ

い

。

最

後

に

は

理

解

し

て

も

ら

え

る

。

こ

れ

が

私

の

置

き

土

産

で

す

。

」

東

日

本

大

震

災

津

波

か

ら

半

年

後

の

九

月

。

普

代

の

秋

祭

り

は

、

規

模

こ

そ

縮

小

し

た

が

、

に

ぎ

や

か

に

行

わ

れ

F

F

O

 

中心
J

、

祭

り

の

笛

の

音

は

、

幾

多

の

試

練

を

経

な

が

ら

も

、

村

氏

の

こ

と

を

第

一

に

考

え

事

業

を

推

進

し

た

和

村

村

長

守

」

、

ー

感

謝

の

気

持

ち

を

伝

え

て

い

る

よ

う

で

あ

っ

た

。

ひ

村

民

を

は

じ

め

多

く

の

人

々

が

訪

れ

、

和

村

が

静

か

に

眠

る

墓

に

は

、

た

む

美

し

い

花

が

絶

え

る

こ

と

な

く

手

向

け

ら

れ

て

い

る

。

そ
し
て
、

そ

の

功

績

を

し

の

※

阿

鼻

叫

喚

:

:

:

:

悲

惨

な

状

況

に

お

ち

い

り

、

混

乱

し

て

泣

き

叫

ぶ

こ

と

。
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