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「友の会」だより
２００３・秋

縄
文
の
里
や
あ
ま
ね
く
月
の
影 

 

矢
島
岩
男 

撮 影 ・翠 川 泰 弘  9 月１３日、冠着橋から五里ケ峰方面 

矢
島
岩
男
さ
ん
は
千
曲
市
羽
尾
本
田
生
ま
れ
。
六
十
歳
か
ら
俳
句
を
始
め
、

俳
歴
十
五
年
。
戸
倉
俳
壇
会
員
、
会
誌
「
青
嵐
」
。
現
在
は
同
市
若
宮
在
住 



ア
フ
リ
カ
―
思
い
つ
く
も
の
は
、
内
戦
、
飢
餓
、
病 

気
、
人
類
誕
生
の
地
、
日
本
か
ら
は
地
球

の
反
対
側
で
遠
い
遠
い
国
。 

し
か
し
、
三
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ

た
京
都
大
学
人
間
総
合
学
部
教
授
の
福

井
勝
義
先
生
の
講
演
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。

大
昔
か
ら
牛
を
は
じ
め
と
す
る
動
植
物
の

種
（
遺
伝
子
）
を
守
り
続
け
、
自
然
と
一
体

化
し
た
独
自
の
文
化
体
系
を
持
つ
ボ
デ

ィ
。
そ
れ
を
生
活
に
巧
み
に
取
り
込
ん
で
い

る
豊
か
な
創
造
性
と
優
れ
た
知
恵
。 

私
の
塩
崎
の
生
家
で
も
数
年
前
ま
で
祖

父
が
牛
を
飼
っ
て
い
た
。
幼
い
こ
ろ
は
牛
舎

で
働
く
祖
父
た
ち
の
傍
ら
で
、
干
草
の
上
で

跳
ね
た
り
、
牛
を
見
な
が
ら
遊
ん
で
い
た

記
憶
が
あ
る
。 

私
は
今
、
大
学
二
年
。
一
年
近
く
ア
フ

リ
カ
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た

が
、
学
ん
だ
こ
と
と
言
え

ば
、
貧
困
、
紛
争
な
ど
国
際

関
係
に
関
す
る
非
日
常
的

な
こ
と
ば
か
り
。
人
が
生
き

る
う
え
で
何
が
大
切
か
、
彼

ら
の
当
た
り
前
の
よ
う
に
生

き
る
姿
は
人
間
本
来
の
心
豊 

か
な
生
き
方
な
の
だ
と
思
う
。  

 

（荒
井
晶
子
） 

全
面
改
装
、
過
去
最
高
の
４
位 

童心に帰って清流くだる  

生活に取り込んだアフリカの知恵に衝撃 

（２） 
 

千
曲
市
の
誕
生
を
前
に
千
曲
川
流
域
で
八
月

二
十
四
日
、
坂
城
、
上
山
田
、
戸
倉
、
更
埴
の
一

市
三
町
の
商
工
会
主
催
に
よ
る
「
第
七
回

千
曲
川
い
か
だ
下
り

コ
ン
テ
ス
ト
」
が
開
か

れ
ま
し
た
。 

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
広

域
的
な
ふ
れ
あ
い
を
深

め
、
地
域
の
産
業
経
済

観
光
、
文
化
の
発
展
を

目
的
に
平
成
九
年
か
ら

開
催
さ
れ
、
関
係
者
の

み
な
さ
ん
の
ご
努
力
に

よ
り
今
年
で
七
回
を
数

え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
我
々
友
の
会
は
、
い

ち
早
く
主
旨
に
賛
同
し

て
第
一
回
か
ら
今
回
ま

で
連
続
で
参
加
し
て
き

ま
し
た
。  

今
年
、
多
く
の
み
な

さ
ん
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
縄
文
丸
を
全

面
改
装
し
て
臨
ん
だ
甲
斐
あ
っ
て
「
隠
し
タ
イ
ム

部
門
」で
三
十
八
チ
ー
ム
中
、
見
事
四
位
と
過
去

最
高
位
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
予
感

と
老
若
男
女
の
団
結
力
の
賜
物
で
し
た
。  

い
か
だ
下
り
の
楽
し
さ
は
、
童
心
に
帰
っ
て
大

自
然
に
親
し
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
縄
文

丸
の
場
合
は
、

工
夫
を
こ
ら
し

た
古
代
人
の
服

装
で
、
み
ん
な
で
縄
文

時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
快
晴
に
恵
ま

れ
て
最
後
の
焼
肉
パ
ー

テ
ィ
の
ビ
ー
ル
の
味
は

格
別
で
し
た
。
こ
の
楽

し
さ
を
大
勢
の
み
な

さ
ん
に
体
験
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 特

に
、
今
ま
で
中
心

的
存
在
だ
っ
た
高
島
哲

夫
さ
ん
、
関
尚
志
さ
ん

の
元
気
だ
っ
た
こ
ろ
の
姿
が
懐
か
し
く
思
い
だ
さ

れ
ま
す
。
今
後
も
縄
文
丸
は
、
先
輩
た
ち
の
思
い

と
古
代
ロ
マ
ン
を
乗
せ
、
千
曲
川
の
清
流
を
下
り

続
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。  

 
 

（塚
田
勝
寿
） 

 
               

        
 



仙 石 にある金 井 信 夫 さんの炭 窯 。善 光 寺 平 と飯 綱 山

が見 渡 せる  

炭焼き仲間で「ねずっぽの会」

背
負
子
仕
事
の
昔
懐
か
し
ん
で 

（３） 
 

「
ね
ず
っ
ぽ
の
会
」
と
は
羽
尾
・
仙
石
地
区
の
人

た
ち
十
人
ほ
ど
で
つ
く
る
炭
焼
仲
間

の
愛
称
で
す
。
私
は
昭
和
二
十
七
年

（
一
九
五
二
）
、
中
学
を
卒
業
し
て
す

ぐ
に
東
京
へ
出
ま
し
た
の
で
、
「
ね
ず
っ

ぽ
」
と
い
う
言
葉
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
使

わ
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ガ
ー
デ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
が
普
及
し

始
め
た
こ
ろ
ま
で
で
は
と
思
い
ま
す
。 

農
業
を
や
っ
て
い
る
家
に
は
、
い
く

つ
も
の
背
負
子
（
し
ょ
い
こ
）
が
あ
っ
た

も
の
で
す
。
じ
や
ん
、
と
や
ん
、
あ
ん

や
ん
、
ね
や
ん
、
お
ら
ん
の
、
お
と
と

の
。
家
に
よ
っ
て
は
、
か
や
ん
の
も
あ

り
ま
し
た
。 

ね
ず
っ
ぽ
と
は
、
背
負
子
に
使
う

杖
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。 

立
っ
た
ま
ま
一
息
入
れ
た
い
と
き

は
、
ち
ょ
う
ど
腰
の
部
分
に
あ
た
る
背

負
子
の
下
の
横
棒
に
引
っ
掛
け
て
体

重
を
支
え
、
背
負
子
を
下
ろ
し
て
休

む
と
き
は
、
ま
た
背
負
い
や
す
い
よ
う

背
負
子
の
つ
っ
か
え
棒
に
し
て
使
い

ま
し
た
。 

現
在
は
軽
ト
ラ
が
背
負
子
、
荷

車
、
リ
ヤ
カ
ー
の
役
目
を
は
た
す
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
そ
ん
な
昔
を
懐
か
し
ん
で
、
ね
ず
っ
ぽ
の

会
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
も
の
で
す
。 

最
近
、
注
目
さ
れ
て
い
る
木
炭
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。
木
炭
は
活
性
炭
と
し
て
驚
く
ほ
ど
の
性

能

の
あ

る

こ

と

が
検

査

の
結
果
、

証

明

さ

れ
て
い
ま

す
。
マ
イ

ナ
ス
イ
オ

ン

の

発

生

で
環

境

浄

化

に
有

効

だ

そ

う

で
す
。 

多

孔

質
で
そ
の
利
用
方
法
と
し
て
は
、
冷
蔵
庫
の
脱
臭

用
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
風
呂
に
入
れ

る
と
、
さ
わ
や
か
で
湯
冷
め
が
な
く
、
夜
の
ト
イ

レ
の
回
数
が
減
る
で
し
ょ
う
。
風
呂
水
の
汚
れ
を

抑
え
、
ア
ト
ピ
ー
や
肌
荒
れ
を
防
ぐ
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
炭
を
焼
く
時
、
副
産
物
と
し
て
出

る
木
酢
液
は
無
公
害
の
土
壌
改
良

材
と
し
て
、
ま
た
野
菜
に
は
消
毒
液

と
し
て
も
使
え
ま
す
。 

ほ
か
に
、
炊
飯
用
と
し
て
十
㌢
位

の
木
炭
を
二
本
位
水
洗
い
し
、
水
と

一
緒
に
炊
く
と
、
色
艶
よ
く
美
味

し
い
ご
飯
が
で
き
ま
す
。
米
び
つ
に

数
本
入
れ
て
お
け
ば
、
虫
も
つ
き
ま

せ
ん
。
炭
は
二
、
三
回
使
用
し
た
ら

水
洗
い
し
、
乾
か
し
て
繰
り
返
し
使

っ
て
く
だ
さ
い
。
絶
対
に
洗
剤
で
洗

わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
床
下
に
敷
き

詰
め
る
と
、
湿
気
の
多
い
時
は
吸
湿

し
、
少
な
い
時
は
排
湿
し
ま
す
。 

私
も
面
白
半
分
に
炭
焼
き
窯
の

形
さ
え
あ
れ
ば
、
簡
単
に
炭
が
で
き

る
と
思
い
、
自
己
流
で
窯
を
作
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
そ
う
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
難
し
く
、

現
在
、
専
門
書
に
も
と
づ
い
て
新
し
い
炭

窯
を
製
作
中
で
す
。  

 

（金
井
信
夫
） 



 

お
ら
ほ
の
冠
着   

〈
編
集
後
記
〉 

千
曲
市
と
な
っ
て
最
初
の
「
縄
文
ま

つ
り
」
に
合
わ
せ
て
の
発
行
で
す
。
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
は

千
曲
川
を
入
れ
て
さ
ら
し
な
の
里
を
紹
介
す
る
内

容
に
し
た
い
と
編
集
委
員
会
で
は
考
え
ま
し
た
。
矢

島
岩
男
さ
ん
に
は
翠
川
さ
ん
の
写
真
を
お
持
ち

し
、
今
号
の
た
め
に
句
作
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

矢
島
さ
ん
は
奥
様
の
園
枝
さ
ん
と
と
も
に
戸
倉
町

公
民
館
館
報
の
俳
句
コ
ー
ナ
ー
で
の
入
選
者
の
常

連
で
す
。
月
の
下
部
に
輝
く
小
さ
な
点
は
約
八
十

年
ぶ
り
に
地
球
に
「大
接
近
」し
た
火
星
で
す
。 

今
号
は
奇
し
く
も
「
ね
ず
っ
ぽ
」
と
「
ね
じ
っ
木
」

と
、
同
じ
背
負
子
に
ま
つ
わ
る
お
話
が
並
び
ま
し

た
。
「お
ら
ほ
の
冠
着
」
の
写
真
で
背
負
子
を
支
え
て

い
る
杖
が
「
ね
ず
っ
ぽ
」
で
す
。
い
か
だ
下
り
を
リ
ポ

ー
ト
し
て
い
た
だ
い
た
塚
田
勝
寿
さ
ん
の
お
宅
の
納

屋
か
ら
背
負
子
を
引
っ
張
り
出
し
、
撮
影
し
ま
し

た
。
勝
寿
さ
ん
も
昔
、
こ
の
背
負
子
に
り
ん
ご
箱
を

の
せ
て
運
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。  

 
 

 
 

（冠
男
） 

生木ねじって自慢の薪束 
（４） 

 

冠
着
山
は
江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
か
ら
五
加
・

更
級
の
入
会
山
と
な
っ
て
い
た
。
入
会
と
は
一
定

の
地
域
の
人
々
が
決
ま
り
に
従
っ
て
山
林

野
原
か
ら
収
益
を
得
る
権
利
を
い
う
。 

冠
着
山
は
、
昔
の
羽
尾
村
（
仙
石
も
含

む
）
の
地
域
に
あ

る
が
、
旧
五
加
村

や
須
坂
村
は
山

が
な
い
。
農
業
を

す
る
に
は
、
肥
料

に
す
る
刈
敷
、
牛

馬
の
エ
サ
に
す
る

青
草
が
必
須
で

あ
る
よ
う
に
、
燃

料
に
す
る
薪
も
山
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
領
主
と
し
て
は
、
い
ず
こ
の
地
で
も

生
産
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
山
の
な
い

地
の
人
々
に
も
入
会
を
認
め
た
。 

秋
に
な
る
と
、
夜
明
け
と
と
も
に
、
背

負
子
に
弁
当
箱
を
つ
け
て
群
れ
を
な
し
て
山
を

目
指
し
た
。
よ
い
ソ
ダ
を
見
つ
け
、
丸
け
て
背
負

い
下
す
。
こ
れ
を
雪
が
積
る
ま
で
続
け
る
。
五
加

の
人
、
主
に
千
本
柳
・
内
川
の
人
々
が
御
麓
の
黒

滝
口
か
ら
入
り
、
須
坂
と
他
の
村
の
人
は
仙
石

口
か
ら
入
っ
て
稼
い
で
い
た
。
。 

材
を
束
に
す
る
に
は
技
が
必
要
だ
。
ギ
ン
ナ
ラ

の
よ
い
の
を
外
側
に
並
べ
て
、
藤
ツ
ル
で
ぎ
ゅ
う
ぎ

ゅ
う
締
め
上
げ
る
。
こ
の
方
式
を
卒
業
す
る
と
、

今
度
は
生
木
を
ね
じ
っ
て
締
め
上
げ
る
の
だ
が
、

こ
の
域
に
達
す
る
の
は
難
し
い
も
の
だ
っ
た
。 

束
の
姿
を
み
て
、
山
仕

事
の
技
の
良
し
悪
し
が
分

か
っ
た
。
こ
ん
な
束
を
家

の
周
り
に
立
て
回
す
の
は
、

お
か
所
の
五
加
の
人
々
に

と
っ
て
は
何
に
も
ま
し
て

の
誇
り
で
あ
る
。
「
こ
ん
な

キ
レ
イ
な
焚
き
物
あ
る
家

な
ら
、
娘
く
れ
て
も
い
い

わ
い
な
」と
親
を
安
心
さ
せ
た
と
い
う
。 

煙
が
多
く
火
持
ち
の
悪
い
麦
わ
ら
や
桑
ッ
ポ

を
か
ま
ど
で
焚
い
て
、
女
衆
を
歎
か
せ
て
い
た
の

だ
か
ら
無
理
も
な
か
っ
た
。
プ
ロ
パ
ン
が
登
場
し
て
、

こ
ん
な
心
配
は
な
く
な
っ
た
が
、
焚
き
物
を
採
る

技
と
「
ね
じ
っ
木
」
の
よ
う
な
芸
当
が
消
え
て
し
ま

っ
た
。
今
、
六
十
歳
代
以
上
の
人
々
の
栄
光
の
歴

史
で
あ
る
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（塚
田
哲
男
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