
貫
い
た
治
山
治
水
の
信
念

足
跡
に
ひ
こ
ば
え
萌
え
る

高橋  友衛

宮城県森林組合連合会第五代会長
社団法人宮城県民の山造成会初代会長

1885（明治18）年	 10月18日、大口村
	 （現大崎市）に生まれる
1949（昭和24）年	 宮城県森林組合連合会第五代会長
1953（昭和28）年	 社団法人宮城県民の山造成会初代会長
1970（昭和45）年	 ４月29日死去

【たかはし　ともえい】
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一
人
米
一
升
の
拠
金
で
造
林
を

進
駐
軍
払
下
げ
の
幌
付
き
ジ
ー
プ
が
一
台
、
土
ぼ
こ
り
を
上
げ
て
街
道
を
走
っ
て
ゆ
く
。
目
指
す

の
は
県
内
市
町
村
の
公
民
館
や
集
会
所
だ
。

夕
暮
れ
ど
き
「
文
楽
と
映
画
の
夕
べ
」
の
告
知
が
張
り
出
さ
れ
た
会
場
に
、
一
日
の
仕
事
を
終
え

た
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
鳴
子
町
中
山
平
の
住
人
に
よ
る
文
楽
と
借
り
て
き
た
フ
ィ
ル
ム
の
上
映

会
に
合
わ
せ
「
宮
城
県
民
の
山
造
成
会
」（
以
下
造
成
会
）
へ
の
加
入
呼
び
か
け
が
行
な
わ
れ
る
の

だ
。「

水
害
か
ら
田
畑
を
守
る
に
は
造
林
に
よ
る
治
山
治
水
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

造
成
会
の
発
案
者
、
高
橋
友
衛
が
熱
弁
を
ふ
る
う
。

「
県
民
一
人
当
た
り
米
一
升
の
拠
金
で
県
民
の
山
を
造
成
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
も
お
金
を
出
す

こ
と
で
山
持
ち
に
な
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
」

繰
り
返
し
訴
え
る
高
橋
の
姿
に
聴
衆
が
惹
き
込
ま
れ
て
い
く
。
集
会
場
に
熱
気
が
こ
も
る
。
参
会

者
に
、
造
成
会
の
強
烈
な
印
象
を
植
え
付
け
て
会
は
文
楽
と
映
画
の
上
映
に
移
る
。
集
会
を
終
え
て

後
片
付
け
を
し
、
宿
に
帰
る
の
は
早
く
て
深
夜
一
一
時
、
遅
い
と
き
は
零
時
を
回
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

昼
夜
を
分
か
た
ず
続
く
巡
行
。
冬
は
寒
さ
に
耐
え
夏
は
汗
が
流
れ
る
ま
ま
ジ
ー
プ
で
移
動
す
る
。

六
〇
代
後
半
の
高
橋
友
衛
に
と
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
楽
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
造
林
運

動
の
歩
み
を
途
中
で
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

96



北
上
川
の
氾
濫
の
原
因
は
山
に
あ
る

高
橋
友
衛
は
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
一
〇
月
一
八
日
、
大
口
村
（
現
大
崎
市
鳴
子
町
）
に
生

ま
れ
た
。
生
家
は
東
鳴
子
温
泉
の
老
舗
の
温
泉
旅
館
で
広
大
な
森
林
を
保
有
す
る
資
産
家
だ
っ
た
。

私
塾
の
仙
台
数
学
院
（
現
東
北
高
校
）
に
学
ん
だ
後
、
家
業
で
あ
る
旅
館
と
建
設
・
製
材
の
会
社

を
継
い
だ
。

明
治
期
の
大
口
地
区
は
湯
治
客
が
往
来
す
る
鄙
び
た
山
村
で
、
冬
は
雪
に
埋
も
れ
長
い
越
冬
生
活

を
強
い
ら
れ
た
。
大
正
初
期
に
開
業
し
た
陸
羽
線
が
川
渡
、
鳴
子
へ
と
延
伸
さ
れ
る
と
人
や
物
資
の

行
き
来
も
活
発
に
な
っ
た
が
、
深
い
森
と
湯
煙
の
た
た
ず
ま
い
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

故
郷
で
高
橋
は
熱
心
に
家
業
に
打
ち
込
む
。
誠
実
な
人
柄
は
や
が
て
村
民
の
信
頼
と
支
持
を
集

め
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
、
川
渡
村
の
村
議
会
議
員
に
推
さ
れ
て
当
選
。
五
期
二
二
年
を
務

め
た
の
ち
玉
造
郡
選
出
の
宮
城
県
議
会
議
員
と
な
り
、
名
を
揚
げ
た
。

そ
ん
な
と
き
宮
城
県
を
キ
ャ
サ
リ
ン
台
風
が
襲
う
。

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
九
月
、
六
日
頃
か
ら
断
続
的
に
降
り
続
い
た
雨
は
次
第
に
暴
風
雨
へ

と
発
達
し
、
北
上
川
の
水
嵩
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
一
五
日
に
は
鬼
首
の
荒
雄
川
大
橋
が
流
出
。
鳴

子
温
泉
で
は
地
盤
の
緩
み
で
山
崩
れ
が
起
き
、
一
六
日
に
は
つ
い
に
北
上
川
の
大
泉
堤
防
が
決
壊
し

て
、
広
い
範
囲
が
浸
水
し
た
。
警
戒
に
あ
た
っ
て
い
た
佐
沼
警
察
署
の
警
察
官
一
名
が
洪
水
の
犠
牲

に
な
り
、
登
米
町
（
現
登
米
市
）
で
は
耕
地
・
人
家
が
一
〇
日
間
水
に
浸
か
っ
た
。
田
畑
も
水
没
し
、
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農
民
を
打
ち
の
め
し
た
。

高
橋
は
県
議
一
年
目
に
し
て
自
然
災
害
の
試
練
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
北
方
村
（
現
登
米
市
迫
町
）
の
村
長
だ
っ
た
袋
光
雄
（
の
ち
の
宮
城
県
農
協
中
央
会
長
）
が

村
内
の
被
害
状
況
を
視
察
し
て
庁
舎
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
高
橋
が
訪
れ
て
、
治
山
治
水
の
必
要

性
を
熱
く
説
き
始
め
た
。

「
村
長
さ
ん
も
良
く
分
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
水
害
の
原
因
は
、
戦
争
で
山
の
木
が
乱
伐
さ
れ

た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
て
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
日
本
は
再
建
で
き
な
い
。
い

ま
こ
そ
本
気
に
な
っ
て
造
林
を
行
な
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
」

被
害
の
大
き
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
ば
か
り
の
袋
は
、「
北
上
川
の
氾
濫
を
抑
え
る
た
め

に
上
流
の
造
林
を
」
と
訴
え
る
高
橋
の
信
念
に
共
感
し
、
協
力
を
約
束
す
る
。

県
民
の
山
造
成
運
動
へ
と
進
路
を
取
る

戦
時
中
、
軍
事
物
資
な
ど
の
木
材
需
要
を
満
た
す
た
め
森
林
の
伐
採
が
進
ん
だ
。
さ
ら
に
戦
後
は

復
興
の
た
め
に
大
量
の
木
材
が
必
要
と
な
り
、次
々
と
山
か
ら
木
が
伐
り
出
さ
れ
た
。
山
は
荒
廃
し
、

治
水
機
能
は
ぜ
い
弱
に
な
る
一
方
だ
っ
た
。

高
橋
の
脳
裏
に
は
、
明
治
時
代
、
暴
れ
天
竜
の
異
名
を
持
つ
天
竜
川
を
植
林
で
治
水
し
た
金
原
明

善
の
運
動
が
あ
っ
た
。
金
原
は
天
竜
川
の
氾
濫
を
治
め
る
た
め
に
は
流
域
に
健
全
な
森
林
が
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
考
え
植
林
事
業
を
進
め
た
静
岡
の
人
だ
っ
た
。
金
原
の
取
り
組
み
に
感
銘
を
受
け
て

い
た
高
橋
は
、
天
竜
川
の
試
み
を
心
の
拠
り
所
と
し
、
さ
ら
に
治
山
治
水
の
信
念
を
強
く
し
た
。

高
橋
の
子
息
、
高
橋
祐
幸
は
『
県
民
の
山
30
年
の
歩
み
』
の
な
か
で
、「
水
害
を
防
ぐ
た
め
に
は

何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
考
え
、
進
駐
軍
な
ど
に
も
接
触
し
て
み
て
、
造
林
運
動
を
進
め
る
必
要
が
あ

る
と
話
し
た
の
で
す
」
と
当
時
の
状
況
を
語
っ
て
い
る
。
父
子
の
会
話
を
契
機
に
造
林
運
動
は
「
県

民
の
山
造
成
運
動
」
へ
と
明
確
な
像
を
結
ぶ
。

昭
和
二
四
年
、
高
橋
は
宮
城
県
森
林
組
合
連
合
会
（
以
下
県
森
連
）
の
第
五
代
会
長
に
就
任
。
会

長
の
職
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
い
や
会
長
職
に
就
い
た
か
ら
こ
そ
使
命
は
よ
り
重
要
性
を
帯
び
た
で

あ
ろ
う
。
高
橋
は
、
造
成
会
設
立
に
東
奔
西
走
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
発
行
さ
れ
て
い
た
林
材
新
聞
東
北
支
社
長
の
鈴
木
亀
造
は
、
高
橋
の
姿
を
「
こ
の
運
動
に
関

す
る
限
り
異
常
と
も
思
え
る
熱
心
さ
で
、
街
角
で
も
、
汽
車
の
中
で
も
誰
れ
彼
れ
か
ま
わ
ず
山
の
現

状
を
語
り
、
造
林
の
必
要
性
を
説
き
、
将
来
の
資
産
増
に
つ
い
て
語
る
姿
が
い
ま
で
も
鮮
明
な
記
憶

と
し
て
残
っ
て
お
り
〜
」
と
記
し
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
「
荒
れ
た
国
土
に
緑
の
晴
れ
着
を
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
第
一
回
全
国
植
樹
祭
（
昭
和
二

五
年
）
が
山
梨
県
で
開
催
さ
れ
、
植
林
へ
の
関
心
が
高
揚
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

第
三
者
に
よ
る
造
林
を
認
め
た
「
造
林
臨
時
措
置
法
」
や
「
緑
の
羽
根
募
金
」、
人
づ
く
り
・
村

づ
く
り
を
掲
げ
る
「
学
校
植
林
運
動
」
な
ど
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
林
業
政
策
に
、
高
橋
は
我
が
意

を
得
た
り
の
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
協
同
」
で
植
林
し
、
川
を
治
め
て
い
く
事
業

運
動
は
、「
植
林
よ
り
も
山
林
開
発
を
す
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
や
一
度
予
算
化
さ
れ
た
基
金
が

町
長
改
選
で
覆
る
な
ど
の
抵
抗
に
遭
い
な
が
ら
も
、短
期
間
の
う
ち
に
賛
同
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

造
成
会
第
三
代
会
長
の
勝
井
昌
徳
は
そ
の
理
由
に
、
高
橋
の
人
柄
と
林
業
経
営
の
手
腕
、「
高
友

（
高
橋
友
衛
）
式
間
伐
法
」
へ
の
高
い
評
価
を
挙
げ
て
い
る
。

高
橋
は
、
樹
高
が
高
く
て
も
枝
張
り
の
不
均
衡
な
木
は
伐
倒
し
、
樹
高
が
低
く
て
も
枝
葉
量
の
多

い
木
は
残
す
と
い
う
高
友
式
間
伐
手
法
を
編
み
出
し
、
県
下
に
普
及
さ
せ
た
、
い
わ
ば
林
業
の
パ
イ

オ
ニ
ア
だ
っ
た
。
若
手
の
林
業
家
た
ち
は
高
友
式
間
伐
法
を
習
得
す
る
た
め
、
こ
ぞ
っ
て
〝
高
友
参

り
〟
を
し
た
と
い
う
。「
そ
こ
に
県
民
の
山
と
い
う
話
が
で
て
き
た
。
私
の
父
親
は
高
友
さ
ん
の
行

な
う
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
か
ら
と
言
っ
て
い
た
。
他
の
人
も
そ
う
考
え
て
信
頼
し
た
の
で
し
ょ

う
」。
勝
井
は
そ
う
述
べ
て
い
る
。

昭
和
二
八
年
五
月
二
〇
日
、
社
団
法
人
宮
城
県
民
の
山
造
成
会
が
設
立
さ
れ
、
高
橋
は
そ
の
初
代

会
長
に
就
く
。

会
員
は
一
口
一
〇
〇
円
の
基
金
を
拠
出
す
る
の
だ
が
、
当
時
米
一
升
の
値
段
が
約
一
〇
〇
円
だ
っ

た
。
そ
こ
で
「
県
民
一
人
当
た
り
米
一
升
の
拠
金
で
県
民
の
山
を
造
成
し
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
、

高
橋
も
運
営
資
金
と
し
て
一
〇
〇
万
円
の
私
財
を
寄
附
し
た
。

県
民
が
基
金
を
拠
出
し
て
会
員
と
な
り
造
林
事
業
を
実
施
す
る
団
体
は
珍
し
く
、
勝
井
は
「
狙
い
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昭和28年10月17日に開催された
第１回植樹式

は
、
林
業
に
関
係
な
い
人
た
ち
に
も
山
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
そ
の
森
林
の
公
益
的

な
面
、
す
な
わ
ち
自
然
環
境
と
か
災
害
の
と
き
の
役
割
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
構
想
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

会
員
に
な
っ
た
と
し
て
も
山
林
を
私
有
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
県
民
の
山
造
成
運
動
は
、
ま
さ

に
「
協
同
」
で
源
流
の
山
に
木
を
植
え
、
緑
を
増
や
し
、
氾
濫
す
る
川
を
治
め
て
い
こ
う
と
す
る
事

業
だ
っ
た
。

五
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
山
に
緑
が
よ
み
が
え
る

造
成
会
は
、
発
足
と
同
時
に
加
入
申
し
込
み
が
始
ま
り
、
昭
和
二
八
年
度
末
に
は
会
員
数
二
〇
五

九
人
、
基
金
額
約
三
〇
〇
万
円
と
幸
先
の
良
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
。

造
林
地
を
求
め
て
契
約
を
交
わ
し
、
一
〇
月
一
七
日
に
は
川
渡
村
大
口
の
潟
沼
開
拓
農
協
が
所
有

す
る
山
地
で
第
一
回
の
植
樹
式
を
開
催
し
た
。

し
か
し
昭
和
三
〇
年
代
の
林
業
界
は
、
燃
料
需
要
の
変
化
で
里
山
林
が
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
薪
炭

用
林
と
し
て
利
用
さ
れ
な
く
な
る
な
ど
、
転
換
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
。

基
金
が
思
う
よ
う
に
集
ま
ら
な
く
な
っ
た
造
成
会
は
、
結
局
当
初
計
画
し
て
い
た
二
〇
〇
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
造
林
費
用
を
基
金
の
み
で
賄
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
。
五
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
造

林
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
第
一
期
事
業
を
終
了
し
た
。
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涌谷町下郡大平に植林した
スギ間伐林

高
橋
に
と
っ
て
は
苦
渋
の
決
断
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
戦
争
で
荒
廃
し
て
い
た
山
林
が
県
民
の
浄
財

に
よ
っ
て
再
び
緑
の
山
に
変
わ
る
と
い
う
事
実
は
、
人
々
を
大
い
に
勇
気
づ
け
た
は
ず
だ
。

一
方
、
高
橋
は
県
森
連
会
長
と
し
て
も
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

昭
和
二
六
年
、
森
林
法
の
成
立
で
県
森
連
は
協
同
組
合
と
し
て
傘
下
に
一
一
一
組
合
を
数
え
る
組

織
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

こ
の
森
林
組
合
を
、
真
に
協
同
組
合
の
理
念
に
立
脚
し
、
社
会
経
済
の
変
動
や
地
域
の
情
勢
に
も

対
応
で
き
る
よ
う
体
制
を
整
え
る
こ
と
。
そ
れ
が
県
森
連
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。

高
橋
は
陣
頭
に
立
っ
て
第
一
次
・
第
二
次
の
森
林
組
合
振
興
対
策
を
策
定
し
、
各
森
林
組
合
の
経

営
基
盤
の
改
善
に
努
め
た
。
ま
た
県
が
管
理
す
る
種
苗
圃
場
を
借
地
し
て
、
戦
争
で
一
時
中
断
し
て

い
た
苗
畑
経
営
を
再
開
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

ま
さ
に
縦
横
無
尽
の
活
躍
だ
っ
た
だ
け
に
、
健
康
に
は
人
一
倍
気
を
つ
け
て
い
た
よ
う
だ
。「
あ

る
と
き
下
部
を
固
定
し
た
自
転
車
が
あ
っ
た
の
で
、
何
を
す
る
の
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、
足
腰
が
弱
っ

て
く
る
か
ら
こ
れ
で
自
転
車
乗
り
を
し
、
足
腰
を
強
く
す
る
の
だ
と
申
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
」。
造

成
運
動
に
奔
走
す
る
高
橋
を
ジ
ー
プ
で
の
移
動
や
募
金
活
動
で
支
え
た
県
森
連
の
佐
藤
正
三
は
、
懐

古
談
の
な
か
で
そ
う
ふ
り
返
っ
て
い
る
。
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高橋友衛の書「緑化報恩」

一
途
に
貫
い
た
治
山
治
水
の
信
念

高
橋
は
部
下
や
後
輩
た
ち
か
ら
敬
愛
を
込
め
て
「
高
橋
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。「
熱
血
漢
、
熱

心
な
人
」
が
周
囲
の
共
通
し
た
人
物
評
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
造
成
会
の
佐
藤
久
弥
理
事
が
、
仲
間
と
と
も
に
高
友
旅
館
に
宿
泊
し
た

と
き
の
こ
と
。
宴
会
を
始
め
よ
う
と
し
た
矢
先
、
高
橋
が
高
友
式
間
伐
法
の
講
義
を
始
め
た
。
唾
を

飛
ば
し
な
が
ら
の
熱
演
に
佐
藤
た
ち
は
這
う
這
う
の
体
で
引
き
上
げ
、
風
呂
に
向
か
う
。
だ
が
高
橋

は
風
呂
ま
で
付
い
て
き
て
入
浴
中
も
ず
っ
と
間
伐
法
の
講
義
を
続
け
る
。
よ
う
や
く
床
に
つ
い
た
と

思
っ
た
ら
そ
こ
に
も
掛
け
布
団
を
持
参
し
た
高
橋
が
来
て
一
晩
中
び
っ
し
り
と
講
義
を
聞
か
さ
れ
た

と
い
う
。

ま
た
人
情
家
の
一
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
造
成
会
設
立
の
た
め
開
催
し
て
い
た
「
文
楽
と
映

画
の
夕
べ
」。
演
目
は
毎
回
同
じ
な
の
で
、
上
演
す
る
方
は
台
詞
も
頭
に
入
り
、
感
激
も
薄
れ
る
。

し
か
し
高
橋
は
、
お
家
騒
動
に
母
子
の
別
れ
を
か
ら
ま
せ
た
悲
劇
『
傾
城
阿
波
鳴
門
』
が
上
演
さ
れ

る
た
び
に
毎
回
涙
を
流
し
て
い
た
と
い
う
。
人
情
の
機
微
に
通
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
私
心
の
な
い

行
為
に
身
を
賭
す
こ
と
も
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

高
橋
は
県
民
の
山
造
成
運
動
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
趣
意
書
を
し
た
た
め
て
い
る
。

「
私
が
提
唱
す
る
〝
県
民
の
山
〟
造
成
は
本
県
よ
り
水
害
を
除
く
た
め
、
県
民
の
熱
情
と
赤
誠
の

結
集
を
も
っ
て
荒
廃
せ
る
山
を
緑
化
し
、
水
害
の
拠
っ
て
来
た
る
べ
き
根
本
を
治
め
、
そ
の
森
林
資

103

森林をつくる

anzaiKanae
Text Box



県森林組合会館前に建立された
高橋友衛翁の胸像

源
の
増
殖
を
図
り
、
等
し
く
山
林
の
恩
恵
に
浴
し
、
造
成
せ
ら
れ
し
森
林
は
本
運
動
に
賛
同
せ
ら
れ

し
人
々
に
よ
っ
て
永
く
管
理
経
営
致
し
、
水
害
を
除
き
つ
つ
森
林
資
源
の
増
殖
を
期
す
民
主
安
定
へ

の
建
設
運
動
で
あ
り
ま
す
」

一
途
に
治
山
治
水
の
信
念
を
貫
い
た
高
橋
友
衛
。

「
山
は
祖
父
が
植
え
て
孫
が
利
を
得
る
」
の
習
い
通
り
、
翁
の
歩
い
た
跡
に
は
孫ひ

こ

生ば

え
が
萌
え
て

故
郷
の
山
を
潤
し
、
川
を
な
だ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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