
長
野
県
野
沢
温
泉
は
、
ま
ち
づ
く
り

の
話
に
興
味
が
あ
る
人
々
に
は
お
馴
染

み
の
場
所
だ
ろ
う
。
地
縁
法
人
﹁
野
沢

組
﹂
の
活
動
は
、
長
年
に
わ
た
り
温
泉

地
を
守
っ
て
き
た
自
治
活
動
と
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
関
係
者
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
温
泉
通
の
間
で
は
、
﹁
湯

仲
間
﹂
が
守
る
13
ヶ
所
の
共
同
湯
は
、

近
年
大
変
高
い
人
気
を
博
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
温
泉
と
い
う
共
有
資
源
を

守
っ
て
き
た
組
織
﹁
野
沢
組
﹂
が
、
ど

こ
ま
で
現
代
の
地
域
づ
く
り
の
参
考
と

な
る
の
か
と
い
う
視
点
で
見
直
し
て
み

た
。
﹁
温
泉
だ
け
﹂
あ
る
い
は
﹁
自
治

活
動
だ
け
﹂
を
取
り
上
げ
て
も
、
﹁
野

沢
組
﹂
の
果
た
し
て
き
た
役
割
は
よ
く

理
解
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ

温
泉
と
自
治
活
動
と
い
う
両
者
が
一
体

と
な
っ
た
温
泉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
時

代
に
適
応
し
な
が
ら
い
か
に
温
泉
や
山

林
や
人
の
力
を
資
源
と
し
て
き
た
か
、

﹁
暮
ら
し
﹂
と
﹁
観
光
﹂
を
両
立
さ
せ

て
き
た
か
に
、
焦
点
を
当
て
た
ほ
う
が

わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹁
温
泉
観
光
地
の
文
化
史
﹂
を
追
う

こ
と
で
、
﹁
温
泉
地
の
暮
ら
し
を
持
続

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
﹂
と

考
え
て
み
る
と
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
温
泉
、
自
然
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
３
つ
の
関
係

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
温
泉
文
化
が
野
沢

温
泉
に
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
の
か
を
探

っ
て
み
よ
う
。

野
沢
組
と
は

長
野
県
野
沢
温
泉
村
は
長
野
市
か
ら

北
へ
50
km
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る
、
人
口

約
４
６
０
０
名
の
山
村
だ
。
山
を
下
り

千
曲
川
を
挟
ん
だ
隣
り
は
新
潟
県
。
ス

キ
ー
客
に
よ
っ
て
全
国
に
そ
の
名
が
知

れ
渡
っ
た
﹁
野
沢
菜
﹂
を
知
ら
な
い
人

は
い
な
い
だ
ろ
う
。

８
世
紀
前
半
、
仏
教
僧
の
行
基
が
発

見
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
古
く
か
ら

の
謂
れ
が
あ
る
野
沢
温
泉
。
庶
民
が
湯

治
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
に
遡
る
。
飯
山
藩
主
松
平
氏

が
大
湯
に
別
荘
を
建
て
、
庶
民
に
も
湯

治
を
許
可
し
た
こ
と
か
ら
、
湯
治
場
と

し
て
人
気
が
高
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
飯
山
線
が
１
９
２
０
年
︵
大
正
９
︶

に
開
通
し
、
全
国
か
ら
湯
治
客
が
、
そ

の
後
は
ス
キ
ー
客
が
野
沢
温
泉
に
や
っ

て
来
る
よ
う
に
な
る
。

現
在
、
村
の
中
心
部
︵
豊
郷
地
区
︶

に
は
麻
釜
・
真
湯
・
寺
湯
︵
２
ヶ

所
︶
・
河
原
湯
・
大
湯
・
松
葉
・
秋

葉
・
十
王
堂
・
横
落
・
新
田
・
中
尾
と

い
う
13
の
外
湯
が
あ
る
。
こ
の
外
湯
と

同
じ
名
前
の
﹁
区
﹂
か
ら
な
る
集
落
で
、

野
沢
温
泉
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

野
沢
に
あ
る
13
の
泉
源
を
管
理
し
て

い
る
の
が
野
沢
組
だ
。
野
沢
組
は
、
室

町
時
代
の
農
村
に
生
ま
れ
た
村
落
結
合

体
﹁
惣

そ
う

﹂
に
端
を
発
し
て
い
る
と
も
い

わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、

野沢温泉村の湯仲間と野沢組
利用する側と管理する側の総有

32
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現
代
に
続
く
惣
代
に
よ
る
活
動
は
、
１

８
８
７
年
︵
明
治
20
︶
か
ら
記
録
に
残

っ
て
い
る
。

現
在
の
野
沢
温
泉
村
は
、
江
戸
末
期

に
は
柏
尾
村
、
重
地
原
村
、
北
原
新
田

村
、
野
沢
村
、
坪
山
村
、
平
林
村
、
虫

生
村
、
七
ヶ
巻
村
、
東
大
滝
村
か
ら
成

る
地
域
だ
っ
た
。
１
８
７
５
年
︵
明
治

８
︶
に
は
前
４
村
が
合
併
し
豊
郷
村
に
、

後
５
村
が
合
併
し
市
川
村
と
な
り
、
そ

の
後
何
回
か
分
離
・
編
入
を
繰
り
返
し

た
。
そ
し
て
、
１
９
５
６
年
︵
昭
和
31
︶

町
村
合
併
促
進
法
、
い
わ
ゆ
る
昭
和
の

大
合
併
に
よ
り
、
野
沢
温
泉
村
と
市
川

村
が
合
併
し
、
現
在
の
野
沢
温
泉
村
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
市
川

村
は
合
併
に
際
し
、
山
林
な
ど
村
有
財

産
を
各
区
に
分
配
し
た
。
そ
の
た
め
合

併
す
れ
ば
、
旧
野
沢
温
泉
村
の
温
泉
や

山
林
は
村
有
財
産
を
持
た
な
い
旧
市
川

村
と
の
共
有
に
な
っ
て
し
ま
う
。
旧
野

沢
温
泉
村
側
は
分
割
委
譲
す
る
こ
と
で

村
有
財
産
が
散
逸
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
、
財
団
法
人
野
沢
会
を
設
立
し
た

の
で
あ
る
。
温
泉
権
を
野
沢
会
が
持
ち
、

温
泉
を
分
配
す
る
仕
組
み
が
現
在
も
守

ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
判
断

の
お
蔭
で
あ
る
。

現
在
も
野
沢
組
・
野
沢
会
が
管
理
し

て
い
る
共
有
財
産
は
、
温
泉
に
限
ら
ず

山
林
、
水
利
権
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

ち
な
み
に
税
法
上
の
理
由
か
ら
温
泉
の

使
用
料
な
ど
お
金
に
関
係
す
る
こ
と
は

︵
財
︶
野
沢
会
が
、
祭
り
な
ど
を
野
沢

組
が
行
な
っ
て
い
る
が
、
組
織
の
メ
ン

バ
ー
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
か

ら
、
実
質
上
イ
コ
ー
ル
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
。

野
沢
組
の
組
織
と
惣
代
の
役
割

野
沢
組
は
次
の
よ
う
な
組
織
で
、
運

営
さ
れ
て
い
る
。

・
正
惣
代
　
１
名

・
副
惣
代
　
２
名

・
協
議
員
　
20
名

・
区
長
︵
伍
長
の
統
括
︶

12
名

・
伍
長
︵
５
〜
20
組
の
世
話
役
︶
92
名

・
戸
数
︵
組
の
構
成
母
体
︶
７
５
１
戸

︵
２
０
０
０
年
３
月
31
日
現
在
︶

正
副
惣
代
の
任
期
は
１
年
で
、
一
部

の
個
人
に
権
限
が
集
中
し
な
い
よ
う
に

と
い
う
配
慮
か
ら
な
る
工
夫
。
行
政
上

の
長
で
あ
る
村
長
で
も
解
決
し
づ
ら
い

問
題
も
、
惣
代
の
鶴
の
一
声
で
解
決
す

る
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
名
誉
と
尊
敬

を
集
め
る
役
職
で
あ
る
。
惣
代
は
、
野

沢
組
と
し
て
取
り
組
む
村
落
特
有
の

﹁
結

ゆ
い

﹂
と
い
う
仕
組
み
に
よ
る
川
の
堰

払
い
、
公
共
施
設
の
雪
下
ろ
し
、
山
林

の
下
草
刈
り
の
差
配
を
﹃
常
務
規
定
﹄

に
従
っ
て
行
な
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
て

い
る
。
現
在
の
野
沢
組
惣
代
・
西
方
誠

さ
ん
︵
64
歳
︶
も
、
本
業
は
宿
屋
の
主

人
だ
が
、
惣
代
の
仕
事
は
９
時
か
ら
５

時
ま
で
の
常
勤
。
評
議
員
以
上
の
役
職

で
集
ま
る
協
議
会
が
、
１
ヶ
月
に
１
回

あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
各
委
員
会
が
あ

野沢組惣代　西方誠さん

右ページ上右：河原湯の湯仲間名簿は河原湯
の入り口を入ったところに掲げてある。隣の
写真は「松葉の湯」の湯仲間の掃除当番一覧
３月の札には後出の富井一志さんの名前があ
った。
野沢温泉村「大湯」。13ある外湯はどこでも
湯が熱い。とくに「大湯」は激熱だが、水で
うめると効用が下がるので、うめないのがマ
ナー。本格的な木造湯屋建築で、着替えると
ころと湯船の間仕切りはない。入り口には薬
師如来が祀られている。

湯澤神社の社務所を担う野沢組惣
代事務所には、古くて大きな金庫
があり、その歴史の「重さ」を物
語っている。



り
か
な
り
忙
し
い
。
昔
は
当
た
り
前
に

思
わ
れ
て
い
た
社
会
奉
仕
だ
が
、
現
代

生
活
の
中
で
は
か
な
り
大
き
な
負
担
を

強
い
ら
れ
て
い
る
。
な
か
な
か
な
り
手

が
な
い
そ
う
だ
が
、
何
と
か
今
ま
で
続

け
て
こ
ら
れ
た
。
毎
年
３
月
に
惣
代
選

挙
が
行
な
わ
れ
る
が
、
選
挙
の
前
に
は

だ
い
た
い
次
は
誰
か
が
決
ま
っ
て
い
る

そ
う
だ
。

さ
て
野
沢
組
の
活
動
は
、
７
つ
の
委

員
会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
内
容
を
見
る
と
、
村
の
財
産
保
全
や

紛
争
の
回
避
調
停
に
も
対
応
し
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
の
と
き
役
に
立
つ
の
が
、

野
沢
組
惣
代
事
務
所
の
地
下
に
あ
る
文

書
収
蔵
庫
に
長
年
蓄
積
さ
れ
て
き
た
古

文
書
。
西
方
さ
ん
よ
る
と
、

﹁
こ
こ
の
地
下
に
は
、
郷
蔵

ご
う
ぐ
ら

と
い
う
古

文
書
収
蔵
庫
が
あ
り
ま
す
。
争
い
ご
と

の
解
決
す
る
た
め
に
、
過
去
の
事
実
関

係
を
調
査
す
る
際
は
、
文
書
係
の
立
ち

会
い
の
も
と
文
書
の
封
を
開
け
ま
す
。

昔
の
記
録
は
、
全
部
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
正
副
惣
代
３
名
は
、
日
誌
に
そ
の

日
の
こ
と
を
全
部
記
録
す
る
の
が
務
め

で
す
。

何
十
年
も
前
に
惣
代
が
書
い
た
日
誌

を
調
べ
る
こ
と
も
多
く
て
、
付
箋
が
つ

い
て
い
る
と
こ
ろ
が
け
っ
こ
う
あ
り
ま

す
よ
。
記
録
を
つ
け
る
我
々
は
、
責
任

重
大
と
い
う
わ
け
で
す
﹂

こ
う
い
う
文
書
が
き
ち
ん
と
保
存
さ

れ
、
価
値
を
認
め
ら
れ
る
正
当
性
を
持

つ
と
い
う
こ
と
が
、
慣
習
的
な
組
織
の

活
動
を
支
え
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

野
沢
組
の
活
動

野
沢
温
泉
を
歩
く
と
、
村
の
中
に
は

幾
筋
も
の
用
水
が
流
れ
て
い
る
。
水
利

権
は
組
に
あ
り
、
用
水
管
理
も
組
が
行

な
う
。

﹁
堰
は
村
の
も
の
で
す
が
、
管
理
は
野

沢
組
で
し
ま
す
。
道
路
補
修
や
融
雪
に

も
、
補
助
金
を
出
し
て
助
け
ま
す
。
例

え
ば
１
千
万
円
の
工
事
だ
っ
た
ら
、
村

が
９
０
０
万
円
、
区
が
50
万
円
、
野
沢

会
が
50
万
円
と
い
う
案
分
で
補
助
金
を

出
し
ま
す
。
共
同
湯
の
管
理
は
野
沢
組

で
は
な
く
湯
仲
間
︵
後
述
︶
が
し
て
い

ま
す
が
、
改
修
の
場
合
は
野
沢
組
と
野

沢
会
か
ら
10
％
ず
つ
を
助
成
し
ま
す
﹂

さ
ら
に
、
野
沢
組
は
森
林
も
持
っ
て

い
る
。
昨
年
ま
で
は
村
営
で
運
営
し
て

い
た
ス
キ
ー
場
も
、
２
０
０
５
年
に
民

営
化
さ
れ
﹁
株
式
会
社
野
沢
温
泉
ス
キ

ー
場
﹂
と
な
っ
た
。
野
沢
組
は
そ
の
ス

キ
ー
場
の
地
主
で
あ
り
、
株
式
の
６
割

を
︵
財
︶
野
沢
会
と
し
て
保
有
し
て
い

る
。ま

た
、
毎
年
１
月
15
日
に
行
な
わ
れ

る
﹁
道
祖
神
祭
り
﹂
は
日
本
三
大
火
祭

り
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
含
め

た
祭
礼
も
組
の
管
轄
と
な
る
。
お
話
を

う
か
が
っ
た
の
は
昨
年
12
月
末
で
あ
る

が
、
今
年
度
の
三
夜
講

さ
ん
や
ん
こ
う

︵
39
ペ
ー
ジ
を

参
照
︶
の
総
括
︵
世
話
人
の
ひ
と
り
︶

山
田
善
徳
さ
ん
が
祭
り
の
夜
に
身
に
つ

34

野
沢
組
七
委
員
会

・
総
務
委
員
会

正
副
惣
代
経
験
者
で
構
成
。
惣
代
を
援

助
し
組
運
営
の
全
般
を
担
当

・
文
書
管
理
委
員
会

惣
代
の
文
書
蔵
︵
郷
蔵
︶
に
長
年
保
存

さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
管
理
・
研
究

・
温
泉
管
理
委
員
会

野
沢
組
所
有
の
温
泉
源
の
管
理
運
営
、

共
同
浴
場
の
管
理
支
援

・
式
典
祭
事
委
員
会

湯
沢
神
社
、
三
峰
神
社
、
健
命
寺
等
の

社
寺
に
関
す
る
こ
と
。
灯
籠
祭
り
、
道

祖
神
祭
り
等
、
祭
り
の
運
営
、
執
行
。

・
林
野
道
路
委
員
会

野
沢
組
が
所
有
す
る
山
林
原
野
の
管
理
、

道
路
に
関
す
る
業
務

・
堰
委
員
会

堰
、
用
水
の
管
理
、
近
隣
各
区
と
の
用

水
の
問
題
を
担
当

・
労
務
委
員
会

野
沢
組
各
区
長
と
連
携
し
た
共
同
作
業

を
所
管

今年の大雪は野沢にも、大変な苦労を強

いた。外湯の屋根に積もった雪下ろしは、

湯仲間の仕事。外湯は風呂としてだけで

なく、洗濯湯も今でも活用されている。

野沢組惣代事務所

を入ると地下にあ

る文書収蔵庫へ下

る階段があるが、

文書係の立ち会い

のもとでないと、

惣代といえども立

ち入れない。

雪かきにも利用される村

を巡る水路の管理も野沢

組の重要な仕事だ。ガー

ドレールがない水路には

堰板をはめ水位を上げ防

火用水とするための差し

込みがある。豪雪地帯の

活きた里川だ。
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野沢温泉村の湯仲間と野沢組

け
る
、
藁
で
つ
く
っ
た
オ
タ
テ
グ
ツ
の

履
き
方
を
習
い
に
来
て
い
た
。

﹁
こ
う
い
う
藁
細
工
を
し
て
く
れ
る
人

も
、
な
か
な
か
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
ね
﹂

と
西
方
さ
ん
。
伝
統
の
継
承
も
、
野

沢
組
の
大
切
な
仕
事
だ
。

村
の
総
有
財
産
で
あ
る
源
泉
を

管
理
す
る
野
沢
組

鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
と
い
わ
れ
て
い

る
野
沢
温
泉
。
し
か
し
、
温
泉
場
と
し

て
の
形
態
は
、
他
の
温
泉
地
と
ま
っ
た

く
違
う
特
色
を
維
持
し
て
き
た
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
野
沢
の
温

泉
が
民
法
上
で
言
う
﹁
共
有
﹂
の
一
形

態
で
あ
る
﹁
総
有
﹂
、
つ
ま
り
温
泉
は

村
の
も
の
で
あ
り
、
村
に
住
ん
で
い
れ

ば
利
用
す
る
権
利
が
生
ま
れ
る
と
い
う

温
泉
所
有
の
仕
方
に
あ
る
。
そ
し
て
、

総
有
の
管
理
執
行
者
と
し
て
野
沢
組
と

い
う
シ
ス
テ
ム
を
、
長
年
の
知
恵
の
中

か
ら
つ
く
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と

だ
。

﹁
野
沢
温
泉
に
は
30
数
カ
所
の
源
泉
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
13
カ
所
を

野
沢
組
が
保
有
し
て
い
ま
す
。
旅
館
の

敷
地
内
に
源
泉
が
あ
る
所
で
も
、
野
沢

組
に
登
記
し
て
も
ら
い
ま
す
﹂

源
泉
の
な
い
旅
館
や
民
宿
、
村
の
福

祉
施
設
に
は
、
野
沢
組
が
有
料
で
配
湯

す
る
。
戦
後
す
ぐ
は
敷
地
内
に
ボ
ー
リ

ン
グ
し
た
旅
館
も
あ
る
が
、
そ
う
い
う

所
は
動
力
で
揚
水
し
な
い
と
出
な
い
場

合
が
多
い
。
周
り
の
源
泉
に
支
障
を
き

た
す
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
動

力
で
の
揚
湯
は
一
切
認
め
て
い
な
い
。

例
え
自
分
が
権
利
を
持
つ
源
泉
で
あ
っ

て
も
、
野
沢
組
へ
の
登
記
が
必
要
と
さ

れ
る
以
上
、
実
質
的
に
は
野
沢
温
泉
の

す
べ
て
の
源
泉
は
野
沢
組
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、
古
く
か

ら
の
温
泉
地
で
あ
り
な
が
ら
、
野
沢
で

は
宿
の
内
湯
と
し
て
で
は
な
く
、
外
湯

と
呼
ば
れ
る
共
同
湯
が
発
展
し
た
。
有

料
配
湯
は
一
口
が
１
分
間
９
リ
ッ
ト
ル

で
、
１
ヶ
月
５
万
２
５
０
０
円
。
半
口

で
３
万
１
５
０
０
円
だ
か
ら
、
無
理
し

て
内
湯
を
つ
く
る
よ
り
、
外
湯
巡
り
を

奨
励
す
る
と
い
う
観
光
の
方
法
を
と
っ

て
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
地
元
民
と
の

ふ
れ
あ
い
を
第
一
に
考
え
て
き
た
、
野

沢
温
泉
の
魅
力
に
も
な
っ
て
い
る
。

よ
く
大
き
な
温
泉
観
光
地
に
行
く
と
、

旅
館
・
ホ
テ
ル
か
ら
な
る
﹁
温
泉
利
用

組
合
﹂
が
観
光
客
向
け
に
共
同
湯
を
設

置
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
野
沢
温

泉
の
共
同
湯
は
、
そ
の
よ
う
な
外
湯
と

外
見
は
同
じ
で
も
、
﹁
温
泉
を
守
る
﹂

と
い
う
意
識
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。
観
光
客
は
共
同
湯
に
入
る
こ
と
は

で
き
る
。
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、

地
元
の
生
活
の
湯
を
使
わ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

野
沢
組
は
、
共
同
湯
に
は
無
料
で
配

今年度の三夜講の総括山田善徳さんが祭りの

夜に身につける、藁でつくったオタテグツの

履き方を習いに来ていた。

左：歴代惣代の名簿。明治20年から惣代とい

う名称を用いるようになった。

野沢にとっての温泉は、調理場でもある。

こんな大雪の日にも、青菜を茹でにきたお

ばあさんが手にしている竹の棒は、何本も

用意されているものの1本だ。この麻釜は、

もとは麻を茹で、あけびを茹でてきた共同

湯であった。



り
ま
す
。
あ
と
、
冬
だ
け
や
っ
て
き
て

お
店
を
や
る
人
も
い
て
、
そ
う
い
う
組

員
に
は
特
別
組
費
を
頂
い
て
い
ま
す
﹂

湯
仲
間
の
存
在

野
沢
組
は
温
泉
権
者
だ
が
、
野
沢
温

泉
の
共
同
湯
を
利
用
者
と
し
て
実
際
に

維
持
・
管
理
し
て
い
る
の
は
﹁
湯
仲
間
﹂

と
呼
ば
れ
る
地
域
住
民
の
団
体
だ
。

野
沢
組
に
は
誰
も
が
入
れ
る
が
、
湯

仲
間
に
は
誰
も
が
入
れ
る
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

だ
が
、
新
規
加
入
を
認
め
な
い
湯
仲
間

も
い
る
。

ま
た
、
野
沢
組
や
源
泉
を
持
っ
て
い

る
所
有
者
が
所
有
権
を
売
却
す
る
と
き

に
は
、
湯
仲
間
全
員
の
承
認
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
源
泉
の
所
有

者
と
し
て
の
野
沢
組
と
、
利
用
者
団
体

と
し
て
の
湯
仲
間
が
分
か
れ
て
お
り
、

こ
と
温
泉
に
関
し
て
は
、
湯
仲
間
が
野

沢
組
と
同
等
と
い
う
立
場
を
つ
く
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
い
か
に
惣
代
と
い
え
ど

も
、
湯
仲
間
の
決
め
ご
と
に
口
出
し
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

で
は
、
一
般
に
温
泉
の
所
有
権
は
誰

に
帰
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
温

泉
の
湧
出
口
が
あ
る
土
地
の
所
有
権
と
、

湧
出
口
か
ら
流
れ
出
る
温
泉
そ
の
も
の

の
所
有
権
は
、
通
常
は
一
つ
で
あ
る
。

野
沢
の
温
泉
が
民
法
上
で
言
う
﹁
共

有
﹂
の
一
形
態
で
あ
る
﹁
総
有
﹂
だ
と

い
う
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
﹁
み

ん
な
の
も
の
﹂
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
利

用
の
面
で
総
有
集
団
構
成
員
の
す
べ
て

に
、
直
接
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。

野
沢
温
泉
で
は
、
各
共
同
湯
の
管
理

は
﹁
湯
仲
間
﹂
が
行
な
っ
て
い
る
。
温

泉
権
は
み
ん
な
の
も
の
だ
が
、
湯
仲
間

に
入
っ
て
は
じ
め
て
共
同
湯
の
利
用
が

許
さ
れ
る
。
観
光
客
が
共
同
湯
に
入
る

こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
地
元
の
生
活
の

湯
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い

う
形
に
な
る
。
つ
ま
り
温
泉
権
と
利
用

権
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
管
理
す
る
組

織
・
制
度
も
分
け
る
こ
と
で
温
泉
を
守

36

湯
し
、
掃
除
や
水
道
代
や
電
気
代
と
い

っ
た
必
要
な
経
費
、
夜
間
の
施
錠
な
ど
、

細
々
し
た
運
営
・
管
理
は
地
域
の
﹁
湯

仲
間
﹂
が
担
当
し
て
い
る
。

野
沢
組
に
は
誰
で
も

現
在
の
野
沢
組
組
員
は
、
約
７
３
０

名
。
野
沢
組
に
は
、
誰
で
も
入
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

﹁
入
会
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に

住
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
組
員
に
な
る
よ

う
に
勧
め
ま
す
。
組
費
は
毎
年
５
月
の

初
め
ご
ろ
に
決
め
、
そ
の
こ
と
を
﹃
組

費
割
﹄
と
い
い
ま
す
。
組
員
の
名
を
書

い
た
札
を
農
協
の
大
広
間
に
並
べ
て

﹃
見
立
て
﹄
を
し
ま
す
。
つ
ま
り
﹃
あ

そ
こ
は
財
産
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
、
屋

敷
が
広
い
、
羽
振
り
が
い
い
、
一
等
地

で
商
売
や
っ
て
い
る
﹄
な
ど
と
い
い
な

が
ら
、
組
費
の
割
り
当
て
を
み
ん
な
で

決
め
る
の
で
す
。
﹃
あ
そ
こ
の
家
は
去

年
ち
ょ
っ
と
災
難
が
あ
っ
た
か
ら
少
し

下
げ
て
や
ら
な
き
ゃ
﹄
と
か
、
﹃
こ
こ

は
息
子
が
東
京
に
行
っ
て
老
夫
婦
だ
け

に
な
っ
た
か
ら
免
除
し
よ
う
﹄
と
か
調

整
し
ま
す
。
み
ん
な
も
見
て
い
る
し
、

各
区
か
ら
も
代
表
が
出
て
い
る
か
ら
、

実
に
公
正
に
行
な
わ
れ
ま
す
。

予
算
は
４
月
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、

１
点
の
金
額
を
予
算
の
総
額
に
合
う
よ

う
に
決
め
て
い
き
ま
す
。
朝
か
ら
夜
ま

で
一
日
が
か
り
で
す
。
組
へ
の
参
加
は

戸
別
で
、
所
帯
が
分
か
れ
れ
ば
別
に
な

っ
て
き
た
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
、
普
通
の

﹁
温
泉
利
用
組
合
﹂
が
観
光
客
向
け
に

設
置
し
て
い
る
共
同
湯
と
は
、
背
景
が

異
な
っ
て
い
る
。

と
、
こ
れ
ま
で
野
沢
組
や
湯
仲
間
を

紹
介
し
て
き
た
。
で
は
、
彼
ら
は
誰
の

た
め
に
温
泉
を
守
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
温
泉
や
山
林
の
何
が

大
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
﹁
村
人
の
た
め
﹂
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

今
で
も
共
同
湯
は
村
人
の
も
の
で
あ
り
、

観
光
の
資
源
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
識

さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
野
沢

の
温
泉
は
﹁
生
活
の
湯
﹂
な
の
で
あ
る
。

生
活
の
場
と
温
泉
が
共
存
し
て
い
た
こ

と
で
、
温
泉
に
つ
き
も
の
の
色
街
も
発

展
せ
ず
、
あ
る
時
期
の
温
泉
街
の
隆
盛

に
遅
れ
を
取
る
原
因
に
も
つ
な
が
っ
た
。

さ
ら
に
温
泉
が
、
観
光
資
源
と
し
て

期
待
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
理

由
が
あ
る
。
温
泉
よ
り
も
収
益
が
上
が

る
観
光
資
源
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

温
泉
と
ス
キ
ー
は

村
の
共
有
資
源

そ
れ
が
ス
キ
ー
場
で
あ
る
。
野
沢
と

ス
キ
ー
の
関
わ
り
は
、
そ
の
ま
ま
日
本

の
ス
キ
ー
の
歴
史
と
つ
な
が
る
。
人
口

４
０
０
０
人
強
︵
２
０
０
５
年
末
現
在
︶

の
村
に
、
過
去
14
名
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

選
手
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
レ

ル
ヒ
大
佐
に
よ
っ
て
新
潟
県
高
田
の
陸

軍
第
13
師
団
に
ス
キ
ー
が
伝
え
ら
れ
た

の
が
１
９
１
１
年
︵
明
治
44
︶
。
翌
年

１
月
に
は
飯
山
中
学
校
の
教
師
が
高
田

で
行
な
わ
れ
た
ス
キ
ー
講
習
会
に
参
加

し
、
生
徒
に
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
生
徒
の
中
に
は
野
沢
温
泉
出
身
生

が
お
り
、
４
名
が
春
休
み
に
帰
省
し
、

初
め
て
野
沢
温
泉
で
ス
キ
ー
を
滑
っ
た

と
い
う
。
１
９
２
３
年
︵
大
正
12
︶
に

は
第
１
回
全
日
本
ス
キ
ー
選
手
権
大
会

が
小
樽
で
開
催
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
野

沢
温
泉
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
が
発
会
す
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
冬
の
野
沢
温
泉
と
い
え

ば
、
近
郷
か
ら
の
湯
治
客
が
来
る
程
度
。

冬
の
仕
事
と
い
え
ば
、
大
方
は
あ
け
び

細
工
や
紙
す
き
な
ど
で
、
出
稼
ぎ
者
も

多
か
っ
た
。
雪
は
克
服
す
る
相
手
で
あ

っ
た
。
そ
の
雪
を
元
手
に
、
全
国
で
い

ち
は
や
く
ス
キ
ー
に
よ
る
村
お
こ
し
を

お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
は
１
９
６
０
年
代
か
ら
、
ス
キ

ー
レ
ジ
ャ
ー
人
口
が
増
加
。
既
に
１
９

５
０
年
︵
昭
和
25
︶
に
は
第
一
号
リ
フ

ト
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
冬
の
出
稼
ぎ

者
も
減
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
各
地
で

新
し
い
ス
キ
ー
場
が
オ
ー
プ
ン
し
、
野

沢
温
泉
に
も
一
般
企
業
か
ら
開
発
目
的

の
土
地
買
収
や
リ
フ
ト
建
設
の
申
し
込

み
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

野
沢
温
泉
ス
キ
ー
場
の
ウ
ェ
ブ
を
見

る
と
﹁
野
沢
温
泉
で
は
ス
キ
ー
倶
楽
部

が
リ
フ
ト
建
設
や
ゲ
レ
ン
デ
開
発
・
整

カワグルミ、シナノキ、シラカバなどで作ら

れる道祖神人形は、「お前の家を見せるぞ」

といって、火祭り会場に持って行き社殿に参

拝する習わし。湯桶に入れられた道祖神は、

湯仲間を象徴しているようで微笑ましい。



備
な
ど
ス
キ
ー
場
を
経
営
す
る
と
い
う

他
に
類
を
見
な
い
歴
史
が
あ
る
。
時
代

の
趨
勢
を
見
極
め
て
い
た
ス
キ
ー
倶
楽

部
で
は
、
こ
の
歴
史
と
伝
統
が
村
外
資

本
に
撹
乱
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、
昭

和
三
十
八
年
村
当
局
と
協
議
し
て
ス
キ

ー
場
の
管
理
経
営
権
を
村
に
委
譲
す
る

こ
と
に
決
定
し
た
﹂
と
書
い
て
い
る
。

面
白
い
の
は
、
こ
の
ス
キ
ー
場
と
ス

キ
ー
倶
楽
部
の
関
係
が
、
温
泉
と
野
沢

組
・
湯
仲
間
の
関
係
に
そ
っ
く
り
な
こ

と
だ
。
外
部
の
撹
乱
か
ら
観
光
資
源
を

守
る
た
め
、
管
理
権
限
を
村
へ
移
管
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
﹁
野
沢
組
方
式
﹂
と
も
呼
べ
る

よ
う
な
温
泉
管
理
方
式
を
、
山
林
の
雪

に
も
応
用
し
て
、
野
沢
温
泉
は
ス
キ
ー

観
光
地
と
し
て
も
高
度
成
長
期
の
変
化

に
う
ま
く
対
応
し
て
き
た
、
変
革
の
歴

史
を
持
っ
て
い
る
。

実
は
１
９
９
７
年
ま
で
は
、
村
の
年

間
観
光
客
の
約
８
割
が
ス
キ
ー
客
だ
っ

た
。
そ
の
ス
キ
ー
客
も
１
９
９
５
年
以

降
急
速
に
減
少
し
、
現
在
は
緩
や
か
に

な
っ
た
も
の
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
い

る
。
何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
若
者
の
有
志
が
動
き
始
め
た
。

ス
キ
ー
シ
ー
ズ
ン
に
は
﹁
に
こ
に
こ
祭

り
﹂
と
称
し
て
、
リ
フ
ト
券
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
た
り
、
﹁
ど
ぶ
ろ
く
特
区
﹂
を

申
請
し
、
そ
れ
を
売
り
出
し
た
り
、
夏

の
自
然
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
て

み
た
り
。
こ
の
活
動
メ
ン
バ
ー
の
一
人
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が
民
宿
を
経
営
す
る
富
井
一
志
さ
ん

︵
49
歳
︶
だ
。

﹁
に
こ
に
こ
祭
り
は
冬
の
祭
り
で
、
今

年
で
３
シ
ー
ズ
ン
目
で
す
。
ス
キ
ー
場

の
売
り
上
げ
が
減
り
、
平
日
の
お
客
が

激
減
し
た
た
め
、
集
客
イ
ベ
ン
ト
を
始

め
た
の
で
す
。
そ
の
う
ち
、
夏
も
何
か

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
湯
の
前
で

８
月
に
ア
マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド
や
プ
ロ
の

オ
カ
リ
ナ
奏
者
に
演
奏
し
て
も
ら
っ
た

り
、
星
空
シ
ア
タ
ー
と
称
し
た
子
ど
も

向
け
の
野
外
映
画
会
を
し
ま
し
た
。
一

番
良
か
っ
た
の
は
、
自
然
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
。
ス
キ
ー
で
冬
し
か
注
目
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
豊
か
な
自
然
を
、
我
々
の

大
切
な
資
源
と
し
て
再
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
﹂

一
方
、
村
全
体
の
観
光
客
は
１
９
９

９
年
で
一
旦
下
げ
止
ま
り
、
ス
キ
ー
客

の
占
め
る
割
合
も
２
０
０
４
年
で
は

52
％
に
な
っ
て
い
る
。
ス
キ
ー
以
外
の

観
光
資
源
と
し
て
温
泉
や
夏
の
森
林
が

注
目
を
浴
び
て
き
て
い
る
現
れ
で
あ
ろ

う
。

﹁
守
る
﹂
と
﹁
変
え
る
﹂

ち
な
み
に
、
野
沢
温
泉
村
は
飯
山
市

と
の
合
併
話
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
の

だ
が
、
村
内
は
合
併
派
と
自
立
派
で
二

分
。
２
０
０
４
年
12
月
に
住
民
投
票
が

行
な
わ
れ
、
僅
差
で
自
立
の
道
を
歩
む

こ
と
に
な
っ
た
。
富
井
さ
ん
の
父
は
、

そ
の
自
立
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
。

で
も
、
村
お
こ
し
を
す
る
と
な
る
と
、

住
民
投
票
の
こ
と
は
関
係
な
く
な
る
。

実
際
に
富
井
さ
ん
と
組
ん
で
実
行
委
員

会
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
中
に
も
合
併
派

は
い
る
が
、
そ
れ
で
気
ま
ず
く
な
る
こ

と
は
な
い
。

野
沢
温
泉
は
野
沢
組
を
中
心
に
動
い

て
い
る
。
野
沢
組
に
対
し
て
、
村
の

人
々
は
﹁
惣
代
さ
ん
﹂
と
敬
意
を
込
め

て
呼
ぶ
。
野
沢
組
は
、
温
泉
や
ス
キ
ー

場
の
管
理
運
営
を
外
か
ら
の
風
に
惑
わ

さ
れ
る
こ
と
な
し
に
行
な
っ
て
、
使
い

な
が
ら
維
持
し
て
き
た
。

と
は
い
え
、
観
光
客
が
年
間
20
万
人

程
度
な
い
と
、
観
光
地
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
か
な
い
。
温
泉
需
要
が
高
ま
っ

て
い
る
今
、
﹁
も
う
少
し
温
泉
を
自
由

に
使
え
な
い
か
﹂
と
、
変
化
を
望
む
声

も
出
て
き
て
い
る
。

﹁
守
る
・
維
持
﹂
と
﹁
変
化
﹂
の
ち
ょ

っ
と
し
た
差
異
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
調

整
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

実
は
、
そ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
、
村

お
こ
し
の
試
み
が
生
ま
れ
始
め
て
い
る
。

そ
れ
を
支
え
て
い
る
若
手
は
、
野
沢
組

惣
代
が
元
締
め
に
な
る
﹁
道
祖
神
祭
り
﹂

を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
人
々
で
も
あ

る
。
温
泉
を
守
る
文
化
が
、
村
お
こ
し

の
精
神
に
つ
な
が
る
。
こ
の
試
み
に
つ

い
て
は
﹁
水
の
文
化
楽
習
﹂
で
紹
介
し

よ
う
。

野沢温泉スキークラブ

の歴史は、日本のスキ

ーの歴史とイコールと

言っても過言ではない。

昭和22年ごろの大湯の

近くを歩くスキー客。

『野澤のスキー』はスキ

ー伝来80年の歴史を今

に伝えるために、1994

年に作られた。

野沢温泉で民宿を営む富井一志さ
ん。「どぶろく特区」が認められた
ときの酒造免許居通知書。80件ほ
どが名乗りを上げたが、自家米を
使うこと等の条件をクリアできた
のが3件だけで、富井さんはその
中の一人。スキーのオリンピック
選手を目指すほどの技術を持ち、
後進の指導にも当たってきた生っ
粋の野沢っ子だ。仲間とともに、
知恵を使ってさまざまなイベント
を企画、実行して地域起こしを試
みている。




