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和
名
倉
山
・
仁
田
小
屋（
棟
梁
野
澤
氏
）と
共
に

　

昨
年(

23
年)

末
、
本
会
の
理
事
で
あ
る
野
澤

和
雄
さ
ん
の
訃
報
が
伝
え
ら
れ
た
。
難
病
を
患

っ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
会
う
た
び

治
療
計
画
・
格
闘
の
話
を
元
気
な
大
き
な
声
で

話
し
て
い
た
の
で
、
奇
跡
が
起
き
る
と
信
じ
て

い
た
。
本
会
は
97
年
藪
だ
ら
け
の
和
名
倉
山
の

仁
田
小
屋
尾
根
の
ル
ー
ト
整
備
を
始
め
た
。
99

年
に
仁
田
小
屋
の
頭(

１
５
５
５
ｍ)

ま
で
ル
ー
ト

を
確
保
し
た
。
00
年
に
よ
う
や
く
和
名
倉
山
山

頂(

２
０
３
６
ｍ)
に
辿
り
着
い
た
。
そ
し
て
す
ぐ

に
植
林
事
業
を
始
め
た
。
21
世
紀
の
始
ま
り

に
、
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
の
植
林
を
始
め
る

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
事
業
は
01
雲
取
林
道
鮫

沢
橋
付
近
で
崩
落
が
あ
り
、
大
変
苦
労
し
た

が
、
や
り
終
え
た
時
は
達
成
感
・
感
動
を
覚
え

た
。

　

し
か
し
、
初
代
会
長
の
内
藤
氏
は
既
に
次
の

こ
と
を
考
え
て
い
た
。
仁
田
小
屋
の
植
林
小
屋

と
し
て
の
再
建
計
画
で
あ
る
。
当
時
、
仁
田
小

屋
尾
根
の
ル
ー
ト
整
備
・
植
林
を
任
さ
れ
て
い

た
私
と
し
て
は
林
道
か
ら
２
０
０
ｍ
も
登
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
仁
田
小
屋
は
活
用
し
づ
ら
い
と
反

対
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
03
年
再
建
の
予
算
の

見
通
し
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
再
建
事
業
が

始
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
仁
田
小
屋
再
建
の
棟
梁

で
あ
る
野
澤
氏
と
出
会
っ
た
。

　

多
く
の
作
業
を
会
員
で
行
う
こ
と
で
、
節
約

さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
私
も
、
木
材
の
皮
剥

き
、
ス
カ
ー
フ
・
ノ
ッ
チ
造
り
に
参
加
し
た
。

し
か
し
素
人
の
会
員
は
観
客
で
し
か
な
く
、
野

澤
氏
の
仲
間
で
あ
る
秩
父
市
在
住
の
中
川
氏
が

会
報
６
号
で
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
資
材
作
り

を
語
っ
て
い
る
。
資
材
は
雲
取
林
道
の
最
高
地

点
と
な
る
聖
沢
付
近
の
広
場
へ
車
で
運
び
、
そ

こ
か
ら
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
搬
入
し
た
。
ヘ
リ
の

パ
ワ
ー
と
機
敏
性
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、
野

澤
氏
の
資
材
の
荷
造
り
の
正
確
さ
、
搬
入
順
の

緻
密
さ
に
感
動
し
た
。
結
局
、
大
幅
な
予
算
超

過
が
あ
っ
た
も
の
の
03
年
完
成
に
こ
ぎ
つ
け

た
。

　

そ
の
後
の
仁
田
小
屋
は
、
植
林
活
動
の
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
フ
ル
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
埼
玉
岳
連(

現
埼
玉
県
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会)

や
埼
玉
県
高
体
連
登
山
専

門
部
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
11
年
の
「
雲

取
山
・
両
神
山
」
の
地
図
に
は
造
林
小
屋
と
し

て
載
っ
た
。
そ
の
後
、
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
事
か
ら
か
、
記
載
が
無
く
な
っ
た
。
そ
れ

で
も
仁
田
小
屋
尾
根
、
仁
田
小
屋
ノ
頭
、
仁
田

小
屋
沢
と
い
う
名
が
あ
る
の
だ
か
ら
仁
田
小
屋

は
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
し
、
あ
る

べ
き
小
屋
だ
と
思
っ
て
い
る
。
昨
年
で
再
建
20

年
目
と
な
っ
た
。

　

野
澤
氏
は
、
そ
の
後
植
林
す
る
ブ
ナ
の
確

保
、
ブ
ナ
の
苗
づ
く
り
に
尽
力
を
頂
い
た
。
さ

ら
に
、
長
瀞
の
宝
登
山
へ
の
植
林
活
動
を
手
掛

け
、
ブ
ナ
・
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
・
ク
リ
・
ツ
ツ
ジ
な

ど
が
順
調
に
育
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
滲
み

出
る
人
柄
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
自
然

を
愛
し
、
山
を
愛
し
、
地
元
を
愛
す
る
気
持
ち

が
滲
み
出
て
、
人
を
集
め
、
人
に
感
動
を
つ
か

ま
せ
て
い
る
。
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
で
の
活

動
だ
け
で
な
く
、
特
に
地
元
に
尽
く
し
、
と
て

も
多
く
の
事
業
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

　

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
は
、
野
澤
氏
の
人
柄

の
よ
う
に
「
水
を
育
む
山
へ
の
恩
返
し
」
の
精

神
を
大
切
に
し
、
活
動
の
象
徴
と
な
る
「
和
名

倉
山
」
を
中
心
に
、
育
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
自
然
と
共
存
す
る
、

地
元
の
人
と
共
有
す
る
心
は
、
人
を
強
く
し
、

大
き
く
す
る
と
思
っ
て
い
る
。
強
く
大
き
な
心

は
、
地
球
愛
を
限
り
な
く
求
め
、
世
界
平
和
に

つ
な
が
る
と
信
じ
て
い
る
。

　

ロ
グ
ハ
ウ
ス
づ
く
り
の
仁
田
小
屋
は
、
自
然

界
の
サ
イ
ク
ル
に
当
て
は
ま
る
。
み
ん
な
で
作

る
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
、
強
い
絆
を
作
る
。
山
の
中

の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
、
山
の
動
物
た
ち
と
も
近
づ

け
る
。
第
２
、
第
３
の
仁
田
小
屋
を
作
り
た
い

と
明
確
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
野
澤
さ
ん
応

援
し
て
く
だ
さ
い
。
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
。
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本
日
は
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
で
秩
父

事
件
に
つ
い
て
講
演
で
き
る
こ
と
を
光
栄

に
思
い
ま
す
。
70
年
位
前
は
秩
父
の
人
か

ら
見
る
と
秩
父
事
件
の
事
は
余
り
触
れ
て

ほ
し
く
な
か
っ
た
。
当
時
は
鎮
台
兵
と
言

い
ま
す
が
、
天
皇
様
の
軍
隊
に
歯
向
か
っ

た
。
秩
父
事
件
は
官
憲
側
か
ら
暴
徒
と
見

な
さ
れ
て
い
た
。
秩
父
の
人
た
ち
は
暴
徒

の
子
孫
だ
と
か
、
一
味
だ
と
見
な
さ
れ
、

不
当
な
扱
い
を
受
け
て
大
変
心
苦
し
い

日
々
を
送
っ
て
こ
ら
れ
た
訳
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
戦
後
昭
和
50
年
頃
か
ら
秩
父

事
件
は
単
な
る
暴
徒
で
は
な
い
。
天
皇
様

の
軍
隊
に
歯
向
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
全
て

で
は
な
い
。
請
願
運
動
を
や
っ
た
結
果
、

自
分
た
ち
の
生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

て
止
む
を
得
ず
と
っ
た
行
動
で
、
元
々
天

皇
様
に
歯
向
か
う
つ
も
り
は
全
く
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
借
財
の
無
い
人
達
ま
で
が
秩

父
の
人
た
ち
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
義
民
の
戦
い
の
面
も
あ
る
の
で

す
。
義
民
の
話
は
千
葉
や
郡
上
八
幡
、
栃

木
に
も
あ
り
ま
す
。
当
時
は
名
主
階
級
、

支
配
者
層
が
お
り
、
配
下
に
あ
る
人
た
ち

は
年
貢
が
払
え
な
い
、
税
金
を
納
め
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
当
時
は
消
費
者
金
融
や

銀
行
の
個
人
貸
付
な
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
高
利
貸
し
か
ら
借
り
た
。
こ

れ
が
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
訳
で
す
が
、
そ

景
気
の
良
い
時
は
高
く
買
っ
て
く
れ
た
の

で
す
が
、
明
治
10
年
位
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国

内
で
蚕
の
微
粒
子
病
が
流
行
っ
て
し
ま

い
、
そ
の
駆
除
は
当
時
分
か
ら
な
か
っ
た

の
で
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
絹
繊
維
産
業
は

大
打
撃
を
受
け
た
。

　

日
本
の
絹
産
業
は
当
時
国
内
の
主
要
輸

出
産
業
だ
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
の
生
糸

は
海
外
か
ら
の
影
響
を
も
ろ
に
受
け
て
国

内
景
気
は
大
変
悪
く
な
っ
た
。
今
ま
で
年

に
１
回
秋
の
生
糸
を
売
っ
て
い
た
が
回
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
引
き
金
を

引
い
た
の
が
地
租
改
正
で
す
。
現
金
収
入

が
限
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
に
現
金
納
付
の

命
が
政
府
か
ら
下
さ
れ
た
。

　

明
治
７
年
１
月
に
民
選
議
員
設
立
建
白

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
土
佐
の
板
垣
退
助
、

後
藤
象
二
郎
ら
が
国
会
設
立
を
要
望
し
ま

す
。
明
治
に
な
り
、
薩
長
閥
の
政
府
が
７

年
程
続
き
ま
す
。
土
佐
肥
前
は
お
と
な
し

く
し
て
い
た
の
で
す
が
、
薩
長
閥
の
政
治

を
い
つ
ま
で
も
や
っ
て
い
て
は
駄
目
だ
。

開
か
れ
た
国
会
に
し
よ
う
。
民
意
を
問
お

う
と
い
う
運
動
が
起
き
る
。
そ
の
流
れ
も

あ
っ
て
秩
父
の
山
襞
の
村
に
も
国
が
定
め

た
も
の
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
も
の

申
そ
う
、
我
々
の
生
活
が
成
り
立
た
な
い

以
上
理
解
し
て
も
ら
っ
て
暮
ら
し
に
反
映

公
開
講
座 （
令
和
五
年
十
一
月
十
九
日
）

秩
父
事
件
と
秩
父
山
襞
の
民
と
暮
ら
し

講
師　

秩
父
事
件
研
究
家

山　

本　

雅　

保

の
点
に
つ
い
て
年
表
を
見
な
が
ら
本
質
に

せ
ま
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
秩
父
事
件
の
歴
史
的
背
景
】

　

明
治
５
年
８
月
に
学
校
制
度
に
よ
る
義

務
教
育
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
今
で
は
子

の
教
育
は
当
然
で
す
が
、
当
時
の
子
供
は

立
派
な
働
き
手
で
し
た
。
蚕
の
世
話
や
弟

妹
の
面
倒
を
見
る
、
ま
た
口
減
ら
し
の
た

め
子
守
奉
公
に
出
る
。
当
時
は
人
の
集
ま

り
や
す
い
お
寺
を
活
用
し
た
の
で
す
が
校

舎
を
建
て
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
寺
の
講

堂
を
使
っ
て
義
務
教
育
が
始
ま
っ
た
よ
う

で
す
。
秩
父
札
所
の
１
番
四
万
部
寺
に
も

校
舎
の
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
６
年
７
月
に
地
租
改
正
が
あ
り
ま

す
。
今
迄
は
出
来
た
も
の
で
年
貢
を
納
め

る
物
納
だ
っ
た
の
で
す
が
、
土
地
所
有
者

は
地
租
と
し
て
地
価
の
３
％
に
当
た
る
税

を
現
金
で
納
め
な
さ
い
と
な
っ
た
の
で

す
。
現
金
で
納
め
ろ
と
い
う
こ
と
が
問
題

な
の
で
す
。
秩
父
の
山
襞
の
民
に
と
っ

て
、
現
金
収
入
で
一
番
大
き
い
の
は
秋
の

蚕
で
す
。
春
に
も
少
し
あ
り
ま
す
が
、
年

に
１
回
な
い
し
２
回
の
現
金
収
入
し
か
な

い
。
蚕
の
値
段
が
安
定
し
て
い
る
と
き
は

勿
論
払
え
る
の
で
す
が
、
生
糸
の
値
段
は

海
外
の
市
況
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
な
ど
当
時
の
先
進
国
の
富

裕
層
は
絹
製
品
を
愛
好
し
て
い
ま
し
た
。

し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
た
。

明
治
７
年
頃
は
ま
だ
お
蚕
様
は
良
か
っ

た
。

　

そ
の
後
明
治
10
年
に
西
南
の
役
が
起
こ

り
ま
す
。
西
郷
隆
盛
を
筆
頭
と
す
る
不
平

士
族
の
反
乱
で
す
。
西
南
の
役
の
色
々
な

影
響
が
秩
父
の
山
襞
に
も
押
し
寄
せ
ま
し

た
。
戦
争
が
起
き
る
と
戦
費
が
入
り
ま

す
。
戦
費
調
達
の
た
め
に
は
税
金
を
沢
山

取
り
立
て
る
。
又
は
紙
幣
を
乱
発
す
る
。

時
の
明
治
政
府
は
両
方
や
っ
た
訳
で
す
。

紙
幣
の
乱
発
で
面
白
い
小
説
に
松
本
清
張

さ
ん
の
西
郷
札
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
西

郷
軍
が
戦
費
調
達
の
紙
幣
を
乱
発
し
た
。

我
々
が
勝
て
ば
藩
札
の
価
値
は
出
る
の

だ
。
し
か
し
そ
の
藩
札
に
は
金
の
裏
付
け

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

政
府
軍
も
臨
時
の
国
債
と
か
紙
幣
を
た

く
さ
ん
出
し
ま
し
た
。
戦
争
が
終
わ
る
と

猛
烈
な
イ
ン
フ
レ
に
な
る
。
国
民
生
活
が

成
り
立
た
な
い
。
明
治
14
年
に
薩
摩
の
松

方
正
義
は
大
蔵
大
臣
や
総
理
大
臣
を
や
っ

て
い
ま
す
が
、
増
発
し
た
紙
幣
を
抑
え
る

た
め
「
松
方
デ
フ
レ
」
と
言
わ
れ
る
デ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
。
デ
フ
レ
と
は

金
の
流
通
量
を
抑
え
る
こ
と
で
す
。
戦
費

を
乱
発
し
て
膨
張
し
た
国
民
経
済
を
正
常

化
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
訳
で
す

が
、
デ
フ
レ
政
策
を
と
れ
ば
経
済
は
当
然
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3

悪
化
し
ま
す
。
市
況
商
品
で
あ
る
蚕
の
値

段
は
下
が
る
。

　

秩
父
の
山
襞
に
暮
ら
す
人
々
の
経
済
は

モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
な
の
で
す
。
モ
ノ

カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
に
は
逃
げ
道
が
な
い
。

生
糸
だ
け
に
依
存
し
て
い
る
の
で
選
択
肢

が
な
い
。
生
糸
が
全
て
な
の
で
す
。
当
時

の
政
府
は
最
大
公
約
数
の
考
え
方
で
100
％

す
べ
て
の
人
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
。
切

捨
て
ご
め
ん
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
デ

フ
レ
政
策
に
よ
り
秩
父
に
人
た
ち
は
益
々

困
窮
し
た
。

　

デ
フ
レ
の
要
因
、
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
の

要
因
だ
け
で
な
く
、
税
金
の
負
担
、
学
校

教
育
の
負
担
、
労
働
力
を
担
う
子
供
の
教

育
、
富
国
強
兵
で
公
共
工
事
な
ど
道
普

請
、
共
有
林
の
枝
打
ち
な
ど
金
が
も
ら
え

な
い
も
の
へ
駆
り
出
さ
れ
る
な
ど
で
大
変

苦
し
く
な
っ
た
。
西
南
の
役
と
い
う
の

は
、
薩
摩
士
族
が
西
郷
さ
ん
の
た
め
に
死

ん
だ
が
、
全
国
へ
の
影
響
は
大
変
大
き
か

っ
た
訳
で
す
。
弱
い
層
に
被
害
が
出
て
き

た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

　

松
方
は
明
治
15
年
に
中
央
銀
行
制
度
に

基
づ
き
日
本
銀
行
を
創
っ
て
い
ま
す
。
諸

外
国
に
倣
っ
て
つ
く
る
。
そ
の
先
に
何
を

目
指
し
た
の
か
。
日
本
銀
行
券
に
は
金
の

裏
打
ち
が
あ
っ
た
。
金
の
延
べ
棒
が
日
本

銀
行
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、
金
の
延
べ
棒

の
価
値
以
上
の
日
本
券
を
印
刷
す
る
事
が

で
き
な
か
っ
た
。
金
本
位
制
で
す
。
松
方

は
金
本
位
制
に
戻
し
て
、
日
本
円
を
資
産

に
裏
付
け
さ
れ
た
貨
幣
に
し
て
、
国
際
競

争
力
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。
競
争
力
を
つ

け
な
い
と
軍
事
拡
張
の
原
資
が
無
い
わ
け

で
す
。
間
も
な
く
日
清
、
日
露
戦
争
が
あ

り
ま
す
。
交
換
手
段
と
し
て
の
日
本
の
貨

幣
価
値
の
正
常
化
を
保
つ
た
め
だ
っ
た
の

で
す
。
金
本
位
制
が
確
立
す
る
の
は
10
年

後
で
す
。
金
を
ど
こ
か
ら
獲
得
し
た
の

か
。
日
清
戦
争
で
す
。
日
本
は
勝
っ
て
土

地
を
割
譲
さ
せ
、
２
億
テ
ー
ル
の
膨
大
な

賠
償
金
を
と
っ
た
。
当
時
の
国
家
予
算
の

約
２
年
分
で
す
。
こ
れ
を
金
で
支
払
わ
せ

た
訳
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
金
本
位
制
が

確
立
し
て
、
余
っ
た
お
金
で
八
幡
製
鉄
所

を
造
っ
た
り
、
近
代
化
を
進
め
た
。
我
々

の
歴
史
で
は
陽
の
当
た
る
と
こ
ろ
ば
か
り

見
て
い
ま
す
が
、
今
日
の
目
的
は
秩
父
の

山
襞
の
民
が
ど
ん
な
ひ
ど
い
目
に
合
わ
さ

れ
た
か
、
後
世
の
人
の
た
め
に
、
自
活
の

た
め
に
何
故
立
ち
上
が
っ
た
の
か
に
つ
い

て
注
目
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
秩
父
事
件
の
本
質
】

　

明
治
17
年
政
府
の
富
国
強
兵
の
強
引
な

政
策
な
ら
び
に
薩
長
出
身
の
専
制
政
府
へ

の
反
発
が
相
重
な
っ
て
、
国
会
で
意
を
反

映
す
る
機
運
が
で
て
き
た
。
民
意
を
問
う

と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
た

の
が
自
由
党
の
板
垣
退
助
で
す
。
当
時
、

立
憲
改
進
党
は
大
隈
重
信
で
す
。
自
由
党

は
急
進
左
派
的
、
立
憲
改
進
党
は
保
守
的

で
し
た
。
自
由
党
の
人
た
ち
が
関
東
一
円

で
騒
ぎ
を
起
こ
す
。
騒
ぎ
に
乗
じ
て
国
会

の
主
導
権
を
と
っ
て
や
ろ
う
、
負
の
部
分

を
表
に
出
し
て
国
か
ら
の
施
策
を
引
き
出

そ
う
と
し
た
。

　

群
馬
事
件
と
か
加
波
山
事
件
を
起
こ

す
。
自
由
党
員
が
困
っ
た
農
民
の
所
に
オ

ル
グ
に
行
っ
て
反
政
府
の
転
覆
ま
で
は
い

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
自
分
た
ち
の
生
活
が

成
り
立
つ
よ
う
な
施
策
へ
の
転
換
を
求
め

て
立
ち
上
が
っ
た
訳
で
す
。
そ
し
て
一
番

激
し
く
や
っ
た
の
が
秩
父
で
す
。
群
馬
や

加
波
山
も
何
千
人
規
模
の
農
民
が
集
ま
っ

て
政
府
へ
の
抗
議
活
動
は
や
っ
た
の
で
す

が
、
組
織
だ
っ
て
や
る
ほ
ど
の
パ
ワ
ー
は

な
か
っ
た
。

　

群
馬
や
加
波
山
の
失
敗
を
み
て
自
由
党

は
秩
父
事
件
が
起
こ
る
前
に
党
を
解
散
し

て
し
ま
っ
た
。
非
常
に
日
和
見
的
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
秩
父
の
民
は
自
由
党
の
支
援

を
信
じ
て
い
た
が
、
明
治
17
年
11
月
に
立

ち
上
が
っ
た
時
は
既
に
解
党
し
て
い
た
。

秩
父
の
困
民
党
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た

節
が
あ
る
。
た
だ
秩
父
の
人
た
ち
は
自
立

自
活
の
た
め
自
由
党
を
頼
り
に
す
る
が
、

自
由
党
の
オ
ル
グ
を
受
け
て
立
ち
上
が
っ

た
訳
で
な
く
、
根
源
的
に
自
分
た
ち
の
生

活
が
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
要
求
も
今
の

我
々
か
ら
す
る
と
非
常
に
か
わ
い
ら
し
い

要
求
で
す
。

　

ま
ず
、
高
利
貸
し
か
ら
借
り
た
金
は
返

す
。
今
迄
借
り
た
金
は
十
分
元
本
の
２

倍
、
３
倍
も
の
利
息
は
払
っ
て
い
る
。
当

時
は
切
り
金
貸
、
月
貸
な
ど
非
常
に
イ
ン

チ
キ
な
貸
し
手
に
都
合
の
良
い
貸
し
方
が

ま
か
り
通
っ
て
い
た
。
月
貸
は
25
日
に
貸

し
て
も
月
の
利
息
を
取
っ
て
い
た
。
切
り

金
貸
は
100
万
円
貸
し
て
、
10
万
円
手
数
料

を
先
取
し
て
90
万
円
渡
す
方
法
で
す
。
今

の
金
融
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
す

が
、
当
時
は
平
気
だ
っ
た
。
手
数
料
は
恐

ら
く
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
15

年
に
も
利
息
制
限
法
は
あ
っ
た
。
し
か
し

法
律
は
守
る
人
が
い
な
か
っ
た
。
違
反
し

た
人
が
い
た
時
に
罰
す
る
人
が
い
な
け
れ

ば
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
明
治

17
年
の
時
代
、
松
方
デ
フ
レ
で
不
況
で
苦

し
ん
で
い
る
農
民
は
そ
の
知
識
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

村
の
学
校
制
度
が
出
来
て
も
子
供
が
学

校
に
行
け
な
い
。
生
活
が
苦
し
く
て
、
子

供
は
蚕
の
世
話
を
手
伝
わ
な
い
と
な
ら
な

い
。
忙
し
く
て
学
校
に
行
く
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。
教
師
は
驚
い
て
借
り
て
い
る
金
を

計
算
し
て
み
る
と
、
単
純
に
利
息
制
限
法

を
優
に
超
え
て
、
借
り
た
方
と
し
て
は
元

本
を
超
え
た
金
額
を
返
し
て
い
る
の
で
、

待
っ
て
く
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

こ
で
請
願
し
た
の
が
10
年
据
え
置
き
で
、

40
年
年
賦
で
返
す
。
こ
れ
を
認
め
て
ほ
し

い
。
農
民
の
側
か
ら
す
る
と
な
い
袖
は
ふ

れ
な
い
。
認
め
て
く
れ
な
い
と
田
畑
を
抵

当
に
入
れ
て
い
る
の
で
、
高
利
貸
は
抵
当

権
を
執
行
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
お
上
は

契
約
が
あ
っ
て
債
務
不
履
行
を
申
し
立
て

る
と
農
民
に
は
気
の
毒
だ
け
ど
抵
当
権
の

執
行
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
今
の
自
己

破
産
制
度
な
ど
な
い
。
当
時
は
身
代
限
り

と
い
っ
て
自
分
の
身
体
だ
け
は
処
分
せ
ず

守
っ
て
や
る
が
、
他
は
だ
め
。
い
ま
は
自

己
破
産
し
て
も
最
低
限
の
生
活
保
証
は
さ

れ
て
い
る
。
不
要
不
急
の
金
は
持
て
る
。

当
時
は
ナ
ベ
・
カ
マ
・
ク
ワ
、
あ
る
も
の

全
て
出
し
な
さ
い
。
自
分
の
身
体
だ
け
で

放
り
出
さ
れ
る
。
シ
リ
ア
ス
の
度
合
い
が

違
う
。
だ
か
ら
激
し
い
行
動
が
起
こ
っ
た

の
で
す
。
学
校
が
出
来
ま
し
た
が
、
子
供

が
働
き
手
で
あ
っ
た
。
今
学
校
に
い
か
せ
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る
余
裕
が
な
い
の
で
、
義
務
教
育
の
制
度

が
で
き
た
が
、
３
年
間
入
学
を
猶
予
し
て

ほ
し
い
。

　

山
越
え
の
道
を
作
る
の
に
、
当
時
は
受

益
者
負
担
の
原
則
が
あ
っ
て
、
県
や
国
の

補
助
は
な
く
、
自
前
で
作
っ
た
道
が
多

い
。
道
普
請
に
引
張
り
だ
さ
な
い
で
く

れ
。
生
活
が
成
り
立
て
ば
当
然
や
る
が
、

今
は
苦
し
い
の
で
お
願
い
し
た
い
。
請
願

運
動
を
や
っ
た
が
、
な
か
な
か
功
を
な
さ

な
か
っ
た
。

　

農
民
は
文
字
を
書
け
な
い
人
も
い
た
り

し
て
、
請
願
運
動
を
す
る
主
導
的
立
場
に

あ
っ
た
人
は
イ
ン
テ
リ
か
学
校
の
教
師
が

多
か
っ
た
。
秩
父
事
件
の
上
層
部
に
は
教

師
が
多
い
。
聖
職
の
立
場
の
教
師
た
ち
は

弱
い
人
を
助
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
役
場
の
書
記
の

人
は
税
金
を
取
る
体
制
側
の
人
で
す
が
、

農
民
の
近
く
に
住
ん
で
い
て
、
と
て
も
体

制
側
の
気
持
ち
に
な
れ
な
か
っ
た
。
秩
父

の
独
特
の
山
の
民
の
運
命
共
同
体
的
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
ナ
ン
バ
ー
３
の
井
上
伝
蔵

は
生
糸
の
買
い
付
け
問
屋
の
商
人
で
、
生

糸
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ

た
こ
と
が
要
因
の
一
つ
で
す
。
秩
父
に
龍

勢
祭
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
会
場
近
く
に

屋
敷
跡
が
あ
り
ま
す
。
龍
勢
会
館
に
は
井

上
伝
蔵
の
屋
敷
を
復
元
し
て
あ
り
ま
す
。

秩
父
事
件
の
密
議
を
し
た
の
は
こ
の
蔵
の

２
階
か
山
の
中
で
す
。
山
の
中
に
い
く
の

は
秩
父
の
民
は
馴
れ
て
い
ま
す
。
農
閑
期

の
秩
父
の
民
の
楽
し
み
は
博
打
で
す
。
博

打
は
ご
法
度
で
す
の
で
、
山
中
に
隠
れ
て

博
打
を
し
た
。
当
時
警
察
の
ス
パ
イ
活
動

や
張
り
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

　

官
憲
は
農
民
が
武
装
蜂
起
す
る
と
は
思

っ
て
い
な
い
。
自
由
党
が
け
し
か
け
て
何

か
す
る
の
で
は
な
い
か
。
農
民
は
サ
ー
ベ

ル
さ
げ
て
い
け
ば
逃
げ
て
い
く
存
在
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
秩
父
暴
動
の
勃
発
の
日
か

ら
は
農
民
が
神
社
の
幟
を
と
っ
て
は
ち
ま

き
と
襷
に
し
て
向
っ
て
き
た
。
官
憲
と
し

て
は
驚
き
だ
っ
た
の
で
す
。
農
民
が
そ
の

よ
う
な
行
動
を
起
こ
す
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
っ
て
い
た

こ
と
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
秩
父
の
農
民
は
武
装
蜂
起
し
た
。
そ
ん

じ
ょ
そ
こ
ら
の
農
民
で
な
か
っ
た
。
貧
し

く
て
も
苦
労
し
て
も
明
る
く
楽
観
的
、
前

向
き
で
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
。
秩
父
は
昔
北

条
氏
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
恐
ら
く
元
々
は
武

士
階
級
な
の
で
す
。
墓
石
の
横
に
先
祖
に

北
条
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
気
位
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
直
な
秩
父
の

人
が
自
分
の
先
祖
代
々
の
墓
に
そ
ん
な
ウ

ソ
を
刻
む
は
ず
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

秩
父
事
件
は
11
日
間
戦
い
ま
し
た
。
実

際
に
戦
っ
た
の
は
３
日
。
福
島
事
件
、
加

波
山
事
件
な
ど
の
事
件
は
大
体
１
日
、
２

日
で
逃
げ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
党
は

い
ろ
い
ろ
行
き
ま
す
が
最
後
は
信
州
の
東

馬
流
で
警
察
隊
と
高
崎
鎮
台
兵
と
の
銃
撃

戦
の
末
、
壊
滅
し
ま
し
た
。
戦
い
は
無
謀

で
あ
っ
た
。
秩
父
農
民
兵
の
武
器
は
火
縄

銃
で
す
。
火
縄
銃
で
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を

獲
っ
て
生
計
の
一
部
に
あ
て
て
い
た
。
火

縄
銃
は
２
千
丁
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
火
縄

銃
の
他
は
刀
鍛
冶
の
人
は
刀
、
何
も
な
い

人
は
裏
山
か
ら
竹
を
切
っ
て
竹
槍
を
持
っ

て
き
た
。
普
通
に
考
え
る
と
全
く
勝
ち
目

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
故
そ
こ
ま
で
し
て

戦
っ
た
の
か
。
そ
う
せ
え
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
や
る
と
決
め
た
ら
や
る
と
い
う
プ

ラ
イ
ド
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま

す
。

　

笑
い
話
が
あ
り
ま
す
。
秩
父
に
武
の
鼻

の
渡
し
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
東
京
警
察

隊
と
秩
父
農
民
兵
と
打
ち
合
い
に
な
っ

た
。
政
府
側
は
西
南
の
役
で
残
っ
た
古
い

鉄
砲
の
玉
を
持
っ
て
き
て
い
た
た
め
発
砲

で
き
ず
、
農
民
兵
の
方
が
勝
っ
た
。
唯
一

秩
父
農
民
兵
が
勝
っ
た
。

　

あ
と
は
、
初
戦
で
阿
熊
と
い
う
と
こ
ろ

で
警
察
隊
は
軽
装
備
で
サ
ー
ベ
ル
を
持
っ

て
い
け
ば
逃
げ
る
は
ず
と
思
っ
て
い
た

が
、
火
縄
銃
で
武
装
し
た
農
民
兵
に
撃
退

さ
れ
た
。
ま
た
、
半
納
の
横
道
で
群
馬
県

警
が
き
て
農
民
兵
の
側
に
た
っ
た
地
元
住

民
の
女
性
で
す
が
農
民
兵
が
隠
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
誘
導
し
て
、
咳
を
合
図
に
撃
退

し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一

部
局
地
戦
で
抵
抗
の
跡
が
あ
り
ま
す
。
全

般
的
に
は
戦
い
に
な
ら
な
か
っ
た
。
村
田

銃
と
火
縄
銃
で
は
戦
い
に
な
ら
な
い
。

　

秩
父
事
件
最
大
の
戦
闘
が
金
屋
（
児
玉

郡
）
の
戦
い
で
す
。
秩
父
の
大
宮
郷
に
占

拠
し
た
後
、
政
府
軍
が
秩
父
の
入
口
を
抑

え
に
か
か
っ
た
の
で
、
群
馬
側
に
突
破
口

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
金
屋
に
進
ん
だ
。
そ

こ
で
政
府
軍
と
遭
遇
し
て
戦
い
に
な
っ

た
。
円
通
寺
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
が
、

野
戦
病
院
に
な
っ
た
場
所
で
す
。
農
民
兵

は
農
家
の
畳
を
借
り
て
盾
に
し
て
身
を
隠

し
な
が
ら
、
頭
半
分
出
し
て
火
縄
銃
で
戦

っ
た
。
夜
戦
で
火
縄
銃
は
絶
望
的
な
餌
食

で
す
。
即
死
者
６
人
、
治
療
後
の
死
亡
者

６
人
負
傷
者
７
人
で
す
。
色
々
な
悲
劇
が

あ
り
ま
す
。
捕
ま
っ
て
も
、
警
察
官
を
殺

し
て
い
な
け
れ
ば
、
禁
固
２
、
３
年
の
刑

で
済
む
。
潔
し
と
せ
ず
、
井
戸
に
飛
び
込

ん
で
死
ぬ
と
か
、
左
腕
を
打
た
れ
て
、
腕

が
ぶ
ら
ぶ
ら
に
な
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

死
ぬ
ぞ
と
言
わ
れ
て
も
、
施
し
は
受
け
な

い
と
言
っ
て
亡
く
な
っ
た
人
も
い
ま
す
。

公
の
書
物
に
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お
上

に
盾
突
い
た
暴
徒
の
記
録
な
ど
は
英
雄
視

し
て
残
し
て
は
い
け
な
い
。
当
時
の
時
代

感
覚
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
民
衆
の
側
で
お

じ
い
さ
ん
か
ら
子
供
、
孫
に
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。

　

私
は
歴
史
の
深
堀
が
好
き
で
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
が
好
き
で
す
。
図
書
館
で
読

ん
で
も
通
り
一
遍
の
事
実
内
容
で
し
か
な

い
の
で
全
く
面
白
く
な
い
。
裁
判
記
録
な

ど
全
く
面
白
く
な
い
。
埼
玉
新
聞
で
は
秩

父
事
件
史
を
詳
細
に
出
し
て
い
ま
す
。

　

民
の
中
に
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
、
語
り

が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
後
世
の

人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
を
知
り

た
く
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
現

地
に
通
っ
て
い
ま
す
が
、
今
は
明
治
17
年

の
事
件
を
知
っ
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
。

少
し
前
ま
で
孫
・
ひ
孫
が
い
ま
し
た
。
そ

の
人
た
ち
の
口
は
重
か
っ
た
。
し
か
し
80

年
以
上
経
っ
て
、
秩
父
事
件
は
暴
徒
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
。

　

井
上
伝
蔵
と
い
う
人
が
我
々
は
略
奪
行
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為
を
し
た
暴
徒
で
は
な
い
。
国
事
犯
だ
。

国
に
訴
え
て
政
策
を
変
え
よ
う
と
し
た
尊

い
戦
い
を
し
た
の
だ
と
死
ぬ
間
際
に
言
っ

た
。
こ
れ
も
伏
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
徐
々

に
見
方
が
変
わ
っ
て
き
て
、
評
価
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
重
い
口
を
開

き
始
め
て
き
た
。
今
は
玄
孫
の
時
代
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
民
間
伝
承
は
伝
わ

っ
て
い
な
い
。
風
化
し
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。

　

秩
父
事
件
の
見
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。
経
済
的
問
題
、
国
の
政
策
、
金
融
政

策
、
弱
者
保
護
の
政
策
が
な
か
っ
た
、
金

融
手
段
は
高
利
貸
し
し
か
い
な
か
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
農
民
が
頼
っ
た
の
に
頼

母
子
講
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
頼
母

子
講
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
生
活
を
し
て
い
る

と
成
立
す
る
の
で
す
が
、
一
人
で
も
欠
落

す
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
皆
が
等
し
く
貧

し
い
時
に
は
成
立
し
ま
せ
ん
、
で
す
か
ら

秩
父
に
は
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
ど
う
な
っ
た
か
。
あ
の
狭
い
地

域
で
３
６
０
０
人
程
度
の
人
が
罰
金
の
刑

罰
を
受
け
て
い
る
。
７
人
が
死
刑
。
完
全

な
敗
北
で
す
。
郡
上
一
揆
な
ど
農
民
暴
動

で
首
謀
者
は
打
ち
首
に
な
っ
た
が
、
代
官

側
も
罰
せ
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
年

貢
な
ど
も
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
秩
父
事

件
で
は
残
念
な
が
ら
な
か
っ
た
。
西
南
の

役
で
は
不
兵
士
族
が
一
掃
さ
れ
、
北
海
道

に
送
ら
れ
た
。
秩
父
事
件
で
実
刑
を
食
ら

っ
た
人
た
ち
も
北
海
道
の
道
路
建
設
な
ど

に
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
被
害
者
が
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
人
は
か

な
り
い
ま
す
。
ま
た
、
拷
問
を
受
け
て
亡

く
な
っ
た
人
も
い
ま
す
。
７
名
が
死
刑
に

な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
多
大
な
犠
牲
を
出

し
た
。

　

何
故
立
ち
上
が
っ
た
の
か
を
感
じ
取
っ

て
も
ら
い
た
い
。
追
い
込
ま
れ
て
止
む
に

や
ま
れ
ず
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
村
全
体

の
問
題
と
し
て
、
地
域
の
長
も
先
生
も
庄

屋
階
級
の
人
も
村
全
体
で
一
塊
に
な
っ
て

何
と
か
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
。
日
本

の
歴
史
上
非
常
に
稀
有
な
義
民
と
し
て
の

秩
父
事
件
の
戦
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の

地
域
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
是
だ
け
の
犠
牲

を
出
し
て
や
っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
。
多

分
他
に
や
り
方
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

他
に
時
間
稼
ぎ
を
す
る
と
か
、
生
糸
も
そ

の
後
持
ち
直
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の

時
の
状
況
は
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
。
橋
渡

し
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
今
で
あ
れ

ば
、
金
融
円
滑
法
と
か
コ
ロ
ナ
救
済
融
資

だ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
国
民
を
救
済
す
る
方

法
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
は
貧
し
い

明
治
17
年
日
本
の
農
村
に
は
手
段
が
な
か

っ
た
。
誰
に
頼
る
こ
と
な
く
自
分
た
ち
で

解
決
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
秩
父
事
件

の
本
質
か
な
と
思
い
ま
す
。

【
秩
父
困
民
党
の
組
織
】

　

困
民
党
の
組
織
は
き
ち
ん
と
し
た
軍
隊

組
織
に
な
っ
て
い
ま
す
。
誰
が
考
え
た
の

か
。
恐
ら
く
総
理
の
田
代
栄
助
と
参
謀
長

の
菊
池
貫
平
で
す
。
田
代
栄
助
は
代
言

人
。
今
の
弁
護
士
的
な
方
で
国
家
資
格
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
経
験
と
か
村
の
主
立
ち

で
人
望
が
厚
か
っ
た
人
で
す
。
田
代
栄
助

は
先
祖
代
々
の
名
主
で
あ
り
、
何
故
体
制

側
に
立
つ
よ
う
な
人
が
秩
父
事
件
を
起
こ

す
の
か
。

　

副
総
理
の
加
藤
織
平
は
村
の
中
で
は
富

農
で
す
。
お
金
も
あ
っ
て
質
屋
も
や
っ
て

い
た
。
参
加
す
る
時
に
、
質
屋
の
証
書
を

破
り
捨
て
て
参
加
し
た
と
い
う
逸
話
が
残

っ
て
い
ま
す
。
ひ
孫
の
人
に
聞
き
ま
し

た
。
歴
史
的
価
値
の
あ
る
秘
密
の
会
議
を

し
た
蔵
な
ど
は
残
念
な
が
ら
今
は
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。

　

菊
池
貫
平
は
知
恵
者
で
数
少
な
い
長
野

か
ら
の
人
で
す
。
長
野
か
ら
は
他
に
井
出

為
吉
が
い
ま
す
。
十
石
峠
を
越
え
て
佐
久

平
に
行
っ
て
か
ら
参
加
し
た
農
民
は
多
く

い
ま
す
が
、
そ
の
先
駆
け
に
な
っ
た
方
で

す
。
地
元
北
相
木
村
で
聞
く
と
「
菊
池
さ

ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
菊
池
は
甲
府

で
捕
ま
っ
た
。
菊
池
も
代
言
人
で
法
律
を

良
く
知
っ
て
い
た
。
色
々
犯
し
た
小
さ
な

罪
を
少
し
づ
つ
出
し
て
、
時
間
差
攻
撃
を

し
た
。
裁
判
所
に
細
か
く
出
す
の
で
、
一

つ
一
つ
審
議
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
た

よ
う
で
す
。
明
治
23
年
に
恩
赦
で
無
事
帰

っ
て
き
ま
す
。

　

会
計
長
の
上
日
野
沢
村
の
宮
川
津
盛
さ

ん
の
家
も
現
存
し
て
、
子
孫
に
お
会
い
し

て
聞
い
た
話
で
は
、
自
宅
か
ら
か
な
り
の

距
離
の
山
の
墓
場
ま
で
葬
儀
の
際
に
参
列

者
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
本
当
の
名
前
は
守
で

あ
っ
た
が
、
当
時
は
守
と
い
う
字
は
官
職

に
準
ず
る
名
前
で
あ
る
と
し
て
無
理
や
り

変
え
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
盛
を
使
っ
て
い

る
が
、
墓
に
は
守
を
使
っ
て
い
ま
す
。
宮

川
さ
ん
も
元
々
教
育
者
で
人
望
が
あ
っ
た

人
で
す
。
宮
川
さ
ん
は
そ
ん
な
に
若
く
な

か
っ
た
人
で
、
表
立
っ
た
活
躍
は
し
て
い

な
い
。
椋
神
社
に
旗
揚
げ
し
て
、
大
宮
郷

に
攻
め
込
ん
で
、
官
公
庁
を
占
拠
し
た
と

き
に
、
こ
の
辺
で
い
っ
た
ん
収
め
て
政
治

的
に
交
渉
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い

か
と
言
っ
た
方
で
す
。

　

日
本
の
世
直
し
、
打
ち
こ
わ
し
は
秩
序

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
飢
饉
が
あ
っ

た
時
の
打
ち
こ
わ
し
も
そ
う
で
す
。
海
外

の
場
合
、
中
国
の
暴
動
や
ア
メ
リ
カ
の
黒

人
暴
動
で
は
、
危
害
を
与
え
、
略
奪
で
物

を
取
っ
て
い
く
。
何
を
し
て
も
良
い
よ
う

な
無
政
府
状
態
の
状
況
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
秩
父
事
件
は
秩
序
が
あ
り
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
苦
し
め
た
高
利
貸

し
の
目
標
の
蔵
は
燃
や
し
た
り
、
証
文
を

燃
や
し
た
り
し
た
が
、
他
の
家
に
侵
入
し

た
り
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
日
本
の
伝
統

で
あ
り
、
プ
ラ
イ
ド
で
す
。

　

軍
律
も
菊
池
貫
平
が
作
り
ま
し
た
。
こ

の
時
代
の
新
選
組
の
武
士
道
に
通
ず
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
規
律
を
守
り
な
が
ら

戦
っ
た
の
で
す
が
、
最
終
的
に
は
村
田
銃

に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
。
軍
事
訓
練
を
受
け

て
い
る
兵
隊
と
素
人
の
農
民
が
ま
と
も
に

戦
っ
て
も
勝
て
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

秩
父
事
件
は
決
し
て
暴
動
で
は
あ
り
ま

せ
ん
、
世
直
し
の
た
め
に
戦
っ
た
と
い
う

の
が
本
質
で
す
。

　

以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
文
責　

事
務
局
）
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在りし日の野澤和雄さん

長瀞苗畑作業　会員と共に　後方右が野澤さん長瀞苗畑作業　座って談笑する野澤さん

2003年11月　野澤棟梁により完成した仁田小屋
仁田小屋正面にて　後方右が野澤さん

仁田小屋で昼のひととき　右が野澤さん

長瀞宝登山下草刈り終えて　前列左から２番目野澤さん
二
〇
〇
七
年
十
月
四
百
名
参
加
し
た

長
瀞
宝
登
山
植
樹
祭
の
時
の
野
澤
さ
ん

2016年4月　宝登山補植作業を終えて会員と共に
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　野澤和雄君が逝った。

　近年入会された会員諸兄はご存じないかも知れないが、仁田小屋のログハウスは初代の故内藤勝久会長のもと

西暦２００３年に完成した植林作業小屋だ。昨年末に亡くなった当会理事の野澤和雄君はその設計を担当し建設を

指揮した棟梁で、材料の買い付けから機材やヘリの手配までこなした私の戦友だった。詳しくは会報６号の拙稿

「建つや建たざるや」を参照していただくとして、少しだけ仁田小屋建築を振り返ってみたい。

　同年６月に秩父産の杉丸太を買い付け、内藤会長以下そのころの会員総出で東大演習林にて製材と皮むきを行

い、当時大滝村立であったが廃校になっていた光岩小学校を借り受けてログハウスの建築に取り掛かった。

　ログハウス建築の経験者を先生役に、ログハウスとは何かに始まりスクライバーによる丸太のケガキ、チェー

ンソーや局面カンナの使い方まで手取り足取り教わり、一段一段を積み上げながら素人集団なりに奮闘した。土

日に光岩小学校に泊まり込み、通算３０回以上、のべ６００人くらいが参加しての仮組作業で、会員の奥様方も食

事の準備にお手伝いいただき、事故もなく楽しい時間を過ごした。

　彼は当時ご夫婦で日本百名山に挑戦中で、その頃は山々を巡り

ながら生業の仕事とログハウス造りを並行して行っていて、東北

の五山を一挙に登山した翌日も生来の楽天的な大きな声をあげな

がらでログハウス造りに生き生きと参加していた。

　９月末の仮組解体と輸送用の梱包、１０月の初めにヘリによる

荷揚げ、１０月と１１月にかけての現地でのログハウス本組、その

後の屋根ふきと内装仕上げは素人には手に余るので本職に任せ

て、やっと１１月半ばに落成した。今では玄関上に内藤会長の揮

毫による看板まで掲げ堂々としたたたずまいを見せている。

　「あの頃が一番楽しかったなあ」が生前酔った時の彼の口癖

で、その点私は彼を失った今も１００パーセント同意する。

会 員　 中川  芳和仁田小屋造りの棟梁逝く

　野澤さんとは仁田小屋建設の頃から。仁田小屋は造林小屋を改修再建したもの、設計・建築は建設業を営んで

いた野澤さん。その設計はモダンなログハウス。再建では野澤さんの経験・知恵と情熱が至る所で発揮された。

基礎はコンクリート直接基礎、野澤さんは岩盤を支持地盤としているので安心と説明してくれた。２００２年の基

礎施工でも中に発泡スチロール板を使うことで使用コンクリート量を削減したのも野澤さんの知恵である。

　２００３年、野澤さん吟味の秩父杉をログ材として、加工・仮組みを旧光岩小学校で行った。建て方もヘリコプ

ター空輸、カニクレーンでログ材を吊ったが殆どが人力。準備・加工・建て方と会員も参加したが主力は野澤さ

んとその仲間、宮原さん、市川さん、井深さん他の方々で、野澤さんのネットワークのおかげである。

　再建は凡そ１，２００万円、各種基金の支援のおかげで可能となったが、建築中・竣工時でも資金不足の状態で野

澤屋さんには極めて格安の価格で工事を進めて頂いた。

　植林作業時ストーブを囲んで酒を酌み交わしながら至福の夜を仁田小屋で過ごさせてもらっている。しかし再

建から１７年、激しい風雨にさらされ、一部ログ材が劣化、ギャ

ラリー床材も損傷、対策が必要になった。資金も厳しく会員で補

修をとなった。野澤さんは抗がん剤治療中でとても山に入れな

い。それでも私達が頼れるのは信頼できる野澤さん、何度も具体

策を教えてもらい、何とか野澤さんのイメージを具現化すべくや

ってみたが、何分素人集団で何とか補修したが、野澤さんの作品

でもある仁田小屋の価値を損ねたのかもしれない。それでも、補

修後に写真を見せて報告したときに「それでいいよ」と優しく話

してくれたのが嬉しかった。

　野澤さん、様々な活動を御一緒させて頂き楽しく愉快な時を過

ごさせて頂きました、有難う御座います。安らかにお休みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

副理事長　 東  克明野澤和雄さんと仁田小屋

長瀞宝登山作業　前列右が東さん

光岩小学校に泊まり込み、作業を終えて集う会員
前列中央が中川さん　後列中央が野澤さん
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　暮れに野澤さんが亡くなりました。野澤さんとはいろいろ思い出があります。長瀞野上の苗畑で幼稚園の子供

たちと一緒に牛乳パックに種を播いたり、水やりなどをしました。しばらくすると芽が出てきたので、土に移し

替えました。苗畑にはいつも１０人くらいは参加して作業を行いました。野澤さんは木の選定をしていました。

　台風の時、風で日除けが飛ばされてしまい、日除けの修復作業を行ったり、木に虫が付いたりした時には二人

でよく消毒をしました。夏の苗畑の草取りは大変だったことを思い出します。

　宝登山の植樹した箇所の下草刈りにも参加しました。ツツジなどを植えるところに目印の竹を立てたり、場所

を決める時も傾斜があるので気を付けながら作業をした思い出があります。

　草刈り作業のあと皆さんと一緒に昼食を食べに行った時、この食堂は野澤さんが建てたと話してくれました。

天井や横壁周りなどを見ているとボロが見つかるからあまり見ないでと言っていました。皆んなで思わず笑って

しまいました。

　野上の苗畑を返還するため、野上の苗畑より宝登山へ、車で７回くらいブナの木や苗木を運びました。野澤さ

んが、樹高４メートルくらいのブナの木を１回に２０本、あの急な坂道を車で運びました。その後、苗畑にあっ

た小枝など、皆んなで拾ってきれいに後片付けをした思い出もあ

ります。

　野澤さんが運んでくれた約１４０本の木を翌日皆で相談しながら

穴を掘って植えました。作業は２日かかり全て植え終えることが

できました。

　しばらくコロナの影響で参加できませんでしたが、久しぶりに

去年の５月、野澤さんの駐車場に集合して、そこから宝登山の下

草刈りに参加しました。私が野澤さんと会うのは４年ぶりでし

た。野澤さんは顔色も良くお元気でしたが、８月に入院されたと

聞きました。長瀞の草刈りは８月が最後でしたが、ここにも参加

しました。

　野澤さん、楽しい思い出をありがとうございました。

会 員　 川村  久一野澤さんとの思い出

　ドスの効いた声で話してくる野澤さんはいつも笑顔を忘れなかった。独特の秩父弁で色んな木の話をしてくれ

た。日大の水上演習林で育てたブナの苗木を冷蔵庫に入れて成長を止め植林する時に出し、その温度差から季節

を感じ取り再び眠っていた状態から目を覚まし成長を始める。直根を切って良いのかいけないのかという議論を

僕は聞いていたが理解できなかった。和名倉山へ運ぶときには確か直根を切って短くし、大きなビニール袋に入

れて担ぎ上げた。画期的な植林方法だった。野上の苗畑には残ったブナの数は約３００本、１７年ものになってい

た。それを福島県田村市に２０１４年４月に２７０本植林した。もう１５ｍを超え正確に測定出来ない程に育っている。

　野澤さんと言えば宝登山、その麓にご自宅があり宝登山を毎日眺め、何度山に入ったことか。百年の森づくり

の会が植林したエリアを定期的に下草刈りしている。その際、機材を運び上げるのに野澤さんの軽トラで運び上

げた。またデリカの四駆で頂上から降りて来た時には驚いた。人が歩いても結構きつい坂だ。大して道幅も広く

ないところをユラユラしながら降りて来て、そして登り返す。

　僕のハイエースはちょっとした悪路にも弱くハンドル操作を間違え側溝に前輪を落としてしまった。途方に暮

れている時に降りて来た地元の人が野澤さんに連絡を取ってくれた。そして間もなくして大きなエンジン音が聞

こえて来た。林道幅いっぱいにして中型トラックが上がって来た。野澤さんは様子を確認して直ぐトラックに積

んであるユニックを操作しハイエースを持ち上げにかかった。帯状のベルトが食い込み、僕のハイエースが凹む

と思ったら作業を止め冷静に判断して側溝から前輪を持ち上げて脱出。本当に頭が下がる思いだった。

　早期退職して木工を始めた時、腕もない僕に大仕事をくれた。１本のきれいに製材された山桜を３枚に大鋸

（おが）で挽き、それを接ぎダイニングテーブルの天板を作ってくれないかというものだった。蟻桟を入れ厚さ

５㎝にそろえる。１か月は掛かった作品を見て野澤さんは褒めてくれた。野澤さんは建築のプロだから色んな大

工さんの仕事を見ている。胸を撫で下ろす思いだった。

　色々とお世話になりました。ありがとう。

副理事長　 守谷  裕之野澤さんとの思い出

長瀞宝登山の下草刈りで汗を流す川村さん
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　野澤さんは私にとっていつも『豪快な親父さん』でした。お会いする機会はほとんど百年の森づくりの会の活

動の中でしたが、お会いする時はいつでも明るく笑顔が絶えず、そして大きな声が特徴的でした。野澤さんは周

りの人達を元気にするオーラを振りまいている方でした。そんな病気とは無縁のような野澤さんが、数年前から

体調が芳しくないとの話をされるようになった時も、普段と変わらない野澤さんの様子を見て、大病を患ってい

るとは夢にも思いませんでした。昨年は以前の様に下草刈りに同行されることはありませんでしたが、毎回野澤

さん宅に集合する際にはいつも笑顔で迎えて頂きました。

　一昨年の秋頃、将来的な長瀞移住を計画していた際に、長瀞周辺の土地情報を伺いに野澤さんを訪問致しまし

た。闘病中に関わらず長々と時間を割いて、私の相談に乗って頂きました。またその際の話の中で、新しい治療

法が非常に効果的で、お体の状態が非常に良くなってい

るということを嬉しそうにお話しされていました。私自

身もそのお姿を見て少し心が軽くなったのを憶えていま

す。

　先々は良き隣人として長いお付き合いができると思っ

ていただけに非常に残念でなりません。ただ私の心の中

に刻まれた『豪快な親父さん』は今も色褪せることなく

残っています。今でも野澤さんのお姿を思い出すだけで

元気を頂いています。野澤さんの生前のエネルギッシュ

なイメージが強すぎて、未だにお亡くなりになられたこ

とが実感できていない気持ちですが、これからも宝登山

の麓で我々の活動を見守って頂ければと思います。

　心からのご冥福をお祈り申し上げます。

副理事長　 内藤  建三野澤和雄さんを偲んで

　野澤和雄さんが１２月２５日にご逝去されました。３年前にがんがみつかり、闘病を続けていました。昨年の８

月の長瀞宝登山の下草刈り作業を終え、また来年よろしくとの会話をしたのに突然の訃報に愕然としました。

　野澤さんは、百年の森づくりの会のトップリーダーとして数々の功績を残されています。

　先ずは、何と言っても和名倉山仁田小屋の再興です。和名倉山ワークのベース基地として仁田小屋の再興のた

め、棟梁としてご尽力いただきました。光岩小学校での丸太材の皮むきからログハウスの仮設置に汗を流したこ

と、仁田小屋建設のためヘリでの搬送、現地での建設など苦労は数々ありましたが完成した時の感動は今でも忘

れません。

　第二に、２００７年１０月長瀞宝登山の植樹祭に際し、当時の大澤長瀞町長を始め長瀞地域の取り纏めをしてい

ただき、当日４００名の参加は壮観でした。その後３回の補植を重ね、１６００本の植樹ができました。当時そば処

「おおさわ」で何度も会合を持ちましたね。

　また、２００５年頃東大演習林でのドングリ拾いから、長瀞野上の苗畑で育苗作業をスタートさせたこと、日大

水上演習林からブナを移植したこと、イヌブナ・ミズナラなど数多くの苗木を育て、和名倉山・長瀞宝登山のほ

か福島県田村市の東日本大震災復興支援のためにブナ２８０本のほか１０７０本の苗木を搬送して植栽したことなど

いろいろありました。苗畑の育苗作業は２０２０年に終了しましたが、毎年５０名前後の会員が集いました。１５年

間野澤さんがいつも明るく先頭に立って動き、和気藹々と楽しく作業した思い出が蘇ります。

　それから、野澤さんご夫妻が中心となり地元有志主催のふれあいコンサートも忘れ難いイベントでした。地元

にゆかりのある方の弦楽四重奏とコーラスグループの演奏会は１０年間開催され、百年の森づくりの会のＰＲや苗

畑で育てたポット苗を配布しました。ある時、全国的にも優秀な秩父高校コーラス部の「旅立ちの日に」の合唱

は感動的でした。

　野澤さん、いろいろ苦労もあったけど、楽しかったね。本当にありがとうございました。心から感謝申し上

げ、ご冥福をお祈り致します。

常務理事　 小林  公彦野澤さん  ありがとう

長瀞宝登山の下草刈りに参加　左が内藤さん
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2024年 活動スケジュール

■第17回通常総会・記念講演会
日時：6/2（日）午後2時00分から
場所：埼玉会館
13 : 30　　　　   開場
14 : 00～14 : 50  第17回通常総会
15 : 00～16 : 30  記念講演会
16 : 45～18 : 30  懇親会

○6/16（日）常務理事会

■会報47号発行

○4/14（日）常務理事会

●5/20（月）理事会
 場所：さいたま市市民活動サポートセンター

○9/28（土）常務理事会

○12/16（月）常務理事会

●11/18（月）理事会
 場所：さいたま市市民活動サポートセンター

■会報48号発行 ◆第53回和名倉山ワーク
 日時：10/19（土）～10/20（日）
 集合：8 : 30/西武秩父駅

◆第52回和名倉山ワーク
 日時：5/25(土)～5/26(日)
 集合：8 : 30/西武秩父駅

◎福島県田村市植林状況調査
日時：4/7（日）

◆公開講座
 日時：11/10（日）
 会場：未定

◆三峰分校ワーク
 日時：8/6（火）～8/7（水）
 集合：8 : 30/西武秩父駅

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：9/8（日）
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場広場前

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：7/21（日）
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場広場前

◆宝登山　下草刈り作業
 日時：6/16（日）
 集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場広場前

◆宝登山　下草刈り作業
日時：5/12（日）　
集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場広場前

◆宝登山　下草刈り作業
日時：4/14（日）　
集合：9 : 00/宝登山
　　　　ロープウェイ駐車場広場前


