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【山陰出雲】

年
輸
と
共
に
１
３
０
年

そ
の
人
の
生
き
方
を
表
す
時
に
、
人

生
の
年
輪
と
い
っ
た
言
葉
を
よ
く
使
う
。

そ
れ
程
に
年
輪
と
は
意
味
の
深
い
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。
ア」の
年
輪
と
共
に
生

き
て
き
た
の
が
、
須
山
本
材
株
式
会
社

（代
表
取
締
役
須
山
泰
則
）
で
あ
る
。

須
山
本
材
株
式
会
社
の
創
設
者
須
山

重
右
衛
門
が
木
材
業
を
始
め
る
に
当
た

り
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

貧
し
い
生
活
を
し
て
い
た
重
右
衛
門
の

母
が
、
あ
る
日
亡
く
な
っ
て
し
ま
■ヽ

母
の

葬
儀
の
時
に
、
参
列
者
か
ら
香
典
を
も

ら
２ヽ

こ
の
香
典
を
元
手
に
し
て
手
挽
き

ノ
コ
、
斧
な
ど
の
林
業
に
使
う
道
具
を
購

入
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
格
的
に
林
業

|

|

に
参
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
明
治
１０
年
手

挽
製
材
業
を
創
業
す
る
。
更
に
、
昭
和

３
年
に
は
須
山
製
材
所
と
な
り
、
昭
和

４５
年
に
須
山
本
材
株
式
会
社
と
発
展
し
、

今
に
至
る
。

船
板
、
箱
物
か
ら
住
宅
へ

当
社
が
大
き
く
伸
び
る
の
は
２
代
目

の
時
で
あ
り
、
２
代
目
須
山
政

一
郎
は

働
き
者
で
あ
り
、
ノ
コ
ギ
リ
の
目
立
て
技

術
、
挽
く
力
に
お
い
て
も
ず
ば
抜
け
た
カ

を
発
揮
し
た
。
当
時
の
商
い
の
中
心
は
、

出
雲
の
造
船
屋
に
船
板
を
販
売
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
に
な

り
、
戦
前
ま
で
の
主
力
商
品
と
な
る
。
こ

の
他
に
魚
箱
、
進
物
箱
な
ど
の
局
級
な

板
材
を
中
心
に
商
い
を
し
て
い
た
。

３
代
目
須
山
定
義
の
時
代
に
住
宅
産

業
へ
進
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
３０
年

代
か
ら
４０
年
代
に
至
り
、
松
江
な
ど
の
県

内
大
工
に
木
材
を
供
給
す
る
。
社
員
数

も

一
気
に
拡
大
し
た
。

こ
フ」
で
業
容
は
拡
大
し
た
が
、
フ」れ
が

逆
に
経
営
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
経
営
は
、
収
入
と
支
出
の
が
フ
ン

ス
で
決
ま
る
の
で
あ
る
が
、
が
フ
ン
ス
が
崩

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
企
業
が
急
成
長
拡

大
し
て
い
く
時
に
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た

の
が
現
社
長
須
山
泰
則
で
あ
る
。

現

場

か
ら

ス
タ
ー
ト
す

る

現
社
長
は
、
昭
和
１６
年
の
生
ま
れ
で
、

地
元
の
局
校
を
卒
業
後
、
昭
和
３５
年
に

当
社
に
入
社
す
る
。
当
時
現
社
長
は
、

大
学
に
行
く
と
い
っ
こ
と
も
心
の
ど
フ」か

に
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
会
社
の
経
営
状
況

が
あ
ま
り
思
わ
し
く
な
い
と
い
つ
こ
と
か

ら
、
大
学
進
学
を
諦
め
、

当
社
に
入
社
す
る
。

入
社
し
て
６
年
間
は
、

現
場
の
仕
事
、
山
の
買
い

付
け
、
配
送
、
営
業
と
何

で
も
自
分
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
る
こ
と
に
な
る
。
後

か
ら
ふ
り
返
る
と
、
ア」
の

時
の
体
験
が
経
営
を
考
え

る
上
で
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、

２４
歳
か
ら
は
営

業
と
財
務
関
係
と
い
っ
本
社
が
ら
み
の

仕
事
に
集
中
し
た
。

木
材
業
界
は
、
戦
後
の
住
宅
ブ
ー
ム

（昭
和
３０
年
代
後
半
か
ら
４０
年
代
に
か
け

て
）
急
成
長
を
す
る
フ」に
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア」の
時
期
に
当
社
は
足
踏
み

を
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
丼
勘

定
的
な
経
営
を
行
っ
て
い
た
が
た
め
に
、

資
金
の
回
転
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
だ
。
現
社
長
は
、
フ」の
時
に
地
道
に
前

社
長
と

一
緒
に
経
営
の
立
て
直
し
を
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
こ
ん
な
こ
と
は
い
つ
ま
で
も

続
か
な
い
」
と
決
断
を
す
る

こ
の
フ」と
が
住
宅
産
業
の
波
に
乗
れ
な

い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
２ヽ

と
こ
ろ
が
、
物

事
と
は
面
白
い
も
の
で
あ
り
、
フ」の
ブ
ー

ム
に
乗
り
遅
れ
た
こ
と
が
偶
然
に
も
当

社
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
ヘ
と
働
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
オ
イ
ル
ン
ョ
ッ
ク
（昭
和
４９
年
）

で
あ
る
。
当
時
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
拡
大
成

長
し
て
い
た
木
材
業
者
は
、
ど
こ
も
設
備

投
資
へ
と
走
る
。
ご
多
分
に
漏
れ
ず
不
動

産
へ
と
投
資
す
る
と
い
っ
こ
と
も
行
わ
れ

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
販
売
単
価
が
急
伸

す
る
こ
と
も
あ
り
、
フ」れ
に
便
乗
し
て
業

績
が
伸
び
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
入

須山木材株式会在
~代

表取締役社長 須山泰則氏
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■須山家4代

初代 :須山重右衛門(1849～ 1922)

2代 目:須山政―郎 (1890～ 1975)

3代 目:須山定義 (1918～ 1994)

4代 目:須山泰則 (1941～

須山木材株式会社 本社

社
早
々
苦
し
い
思
い
を
体
験
し
た
現
社

長
は
、
一
日
港
で
船
を
見
な
が
ら
、
「こ
ん

な
こ
と
が
い
つ
ま
で
も
続
く
は
ず
は
な
い
。

値
上
が
り
し
た
も
の
は
、
必
ず
落
ち
る
の

で
は
な
い
か
。」
と
考
え
た
。
そ
こ
で
仕
入

れ
を
止
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

高
く
て
も
仕
入
れ
れ
ば
、
更
に
高
く

な
っ
て
売
れ
る
と
い
つ
判
断
が
当
時

一
般

的
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
販
売
価
格
の
高
さ

に
は
限
界
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
当
社
を
オ
イ
ル
ン
ョ
ッ
ク
か

ら
問

一
髪
で
救
っ
た
現
社
長
の
勘
の
良

さ
で
あ
る
。

オ
イ
ル
ン
ョ
ッ
ク
当
時
、
私
は
駆
け
出

し
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
の
中
に
は
木
材
関
係
の
会
社
が
多

く
、
ま
だ
世
間
を
知
ら
な
い
私
は
木
材

業
こ
そ
が
日
本
を
引
っ
張
っ
て
い
く
と
思

っ
て
い
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク
後
そ
の
多
く
の
会
社
が
閉
鎖
し
た

り
、
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
つ
状
況

に
な
っ
た
。
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
、

な
ん
と
も
屈
辱
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と

を
憶
え
て
い
る
。

バ
ブ
ル
時
の
方
向
転
換
で
迷
わ
ず

当
社
は
、
昭
和
５０
年
代
に
工
場
の
拡

張
、
移
転
に
よ
り
全
社
を

一
ヶ
所
に
集

中
す
る
こ
と
に
な
る
。
ブ」の
時
期
か
ら
木

材
に
関
す
る
市
場
が
大
き
く
変
わ
っ
て

く
る
。
具
体
的
に
は
、
木
箱
は
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
に
変
わ
る
。
当
時
山
陰
の
松
が
有
名

で
あ
り
、
床
柱
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、

床
の
間
を
作
ら
な
い
家
が
増
え
出
荷
量

が
減
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
フ」
れ
を
決
定

づ
け
た
の
が
、
大
工
の
な
り
手
が
な
い
と

い
？
」と
か
ら
、
フ」の
ま
ま
で
は
島
根
の

神
社
仏
閣
の
修
理
さ
え
で
き
な
い
と
い
つ

こ
と
か
ら
、
大
工
の
養
成
学
校
を
作
ろ
う

と
い
つ
こ
と
に
な
り
、
現
社
長
は
設
立
準

備
に
奔
走
し
た
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
、
も
は
や
大
工
に

よ
る
住
宅
建
設
の
時
代
（在
来
工
法
）は

終
わ
り
、
プ
レ
カ
ッ
ト
時
代
曾
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
に
よ
る
木
材
加
工
）に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
る
。

時
期
尚
早
を
先
を
見
て
振
り
切
る

そ
フ」で
、
現
社
長
は
２
つ
の
手
を
打
っ

た
。
１
つ
は
、
建
築
資
材
の
販
売
強
化
で

あ
り
、
も
う
１
つ
は
プ
レ
カ
ッ
ト
エ
場
の
新

設
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
木
材
中
心
の
商
い
で
あ
っ
た

が
、
折
角
建
築
業
者
と
取
引
が
あ
る
の
な

ら
、
住
宅
に
関
連
す
る
資
材
も
扱
お
う

と
い
つ
も
の
で
、
昭
和
４０
年
代
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
て
い
た
。
現
社
長
が
先
頭
を
切
っ

て
、
販
売
の
第

一
線
に
打
っ
て
出
る
と
い

う
フ」と
も
あ
り
、
フ」れ
ま
で
建
築
業
者
が

が
フ
が
フ
に
仕
入
れ
て
い
た
も
の
を
当
社

で

一
括
購
入
が
出
来
る
と
い
つ
こ
と
か

ら
、
業
績
を
伸
ば
し
、
今
日
で
は
大
き
な

柱
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
７
年
バ
ブ
ル
崩
壊
の
真
っ
只

中
プ
レ
カ
ッ
ト
エ
場
を
新
設
す
る
こ
と
に

な
る
。
周
囲
か
ら
は
、
山
陰
で
は
プ
レ
カ

ッ
ト
エ
場
は
ま
だ
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い

う
声
が
あ
っ
た
が
、
将
来
を
見
据
え
た
現

社
長
は
思
い
切
っ
て
投
資
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
フ」
の
プ
レ
カ
ッ
ト
エ
場
新
築
は
大

成
功
し
、
フ
ル
稼
働
し
て
も
生
産
が
追
い

つ
か
ギ
ヘ
翌
年
に
は
、
工
場
を
増
設
す
る

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
冷
静
に
考
え
る
と
山
陰
地

創業120周年記念樹『梅の木』 当時の在職社員の寄贈
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方
で
は
、
冬
期
（１２
月
・１
月
・２
月
）は
雪

の
た
め
住
宅
建
築
が
激
減
し
て
し
ま
２ヽ

そ
ア」で
年
間
を
通
し
て
住
宅
建
築
件
数

が
安
定
し
て
い
る
関
西
地
区
へ
進
出
し
た
。

人
を
大
切
に
す
る

さ
て
、
５
代
目
で
あ
る
が
、
現
社
長
長

男
（須
山
政
樹
）が
社
内
で
専
務
と
し
て

修
行
中
で
あ
る
。

現
専
務
は
、
地
元
の
局
校
卒
業
後
、
米

国
大
学
に
留
学
し
、

２２
歳
の
時
当
社
に
入

社
し
た
。
そ
の
後
、
中
国
へ
１
年
間
語
学

留
学
を
し
て
い
る
。
ア」の
社
長
と
専
務
の

ヨ

ュヽ
ニ
ケ
ー
ンヽ
ョ
ン
は
、
私
の
見
る
限
り

良
好
な
よ
う
だ
。
そ
の
背
景
に
は
、
須
山

一
族
特
有
の
地
道
さ
、
誠
実
さ
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
社
長
も
現
専
務
の
ご
く
自
然
に
後

継
者
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
た
よ

う
だ
。

現
社
長
と
話
し
て
い
る
と
、
頭
ご
な
し

に
専
務
に
跡
取
り
に
な
れ
と
言
う
こ
と

を
せ
ず
に
、
日
頃
の
生
活
の
中
で
夫
婦

が

一
体
と
な
り
、
経
営
者
と
し
て
の
あ
り

方
を
説
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
納
得

で
き
る
。

人

は
誰

で
も
良

い
と
こ
ろ
が
あ

る

現
社
長
が
先
代
、
先
々
代
か
ら
言
わ

れ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「人
は
誰
で

も
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
を
活
か
せ
。

山
で
働
い
て
い
る
人
は
、
身
体

一
つ
で
あ
る

か
ら
、
晩
酌
を
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る

人
も
い
る
。
こ
れ
を
馬
鹿
に
せ
ず
、
酒
を

飲
む
た
め
に
働
い
て
い
る
人
の
良
い
と
こ
ろ

を
見
る
よ
う
に
し
、
そ
の
良
い
と
こ
ろ
を

大
切
に
す
る
。
同
じ
よ
う
に

一
本

一
本
の

本
に
も
良
さ
が
あ
る
。
そ
の
良
さ
を
引
き

出
し
て
あ
げ
る
。」
と
い
つ
も
の
だ
。

木
材
の
国
内
市
場
に
目
を
向
け
る
と
、

材
木
を
育
て
る
た
め
の
費
用
と
売
価
が

逆
転
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
に
外
国
材
を

加
味
す
る
と
、
本
材
業
界
の
将
来
は
決

し
て
明
る
い
も
の
は
な
い
よ
う
に
も
思
え

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
木
材
を
全
く
私
達
が
生
活

の
中
で
使
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は

な
い
。

焦
ら
ず
奢
ら
ず
当
社
の
将
来
を
志
向

し
た
戦
略
に
よ
り
、
須
山
本
材
株
式
会

社
は
生
き
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
５
代
目
で
あ
る
専
務
に
は
代
表

権
を
持
た
せ
、
新
社
長
と
し
て
ス
タ
ー
ト

す
る
日
も
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
▼
７

○
経
営
理
念

国
際
化
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
自
分
の

職
業
に
誇
り
を
感
じ
、
決
し
て
他
人
に
負

け
な
い
知
識
・技
術
・態
度
を
も
っ
て
企
業

の
成
長
発
展
を
図
咳

「お
客
様
の
た
め
に
、

お
客
様
と
共
に
」
感
謝
と
誠
意
を
持
っ
て

仕
事
を
通
じ
て
価
値
を
生
み
出
し
、
社
会

に
貢
献
し
つ
、つ
け
ま
す
。

０
５
つ
の
目
標

１
．
自
分
の
職
業
に
誇
り
を
感
じ
、
自
分

の
仕
事
に
関
し
て
決
し
て
他
人
に
負
け
な

い
知
識
・技
術
・態
度
を
持
つ
人
に
な
ろ
う

２
．
基
本
的
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
出

来
る
人
に
な
ろ
う

３
．
仕
事
を
通
じ
て
、
価
値
を
生
み
出
し
、

社
会
に
貢
献
で
き
る
人
に
な
ろ
う

４
．
昨
日
よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明

日
と
毎
日
成
長
し
よ
う
と
努
力
す
る
人
に

な
ろ
う

５
．

ム
ダ

・
ム
ラ
・
ム
リ
。
ダ
ラ
リ
を
な
く

し
、
日
々
の
時
間
を
大
切
に
す
る
人
に
な

ス
７
つ

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
Ｐ
ン
サ
を
孝

ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
ヨ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ョ
ン
サ
ル
号
・
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
マ
ｃ
の
老

舗
に
学
べ
穴
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る

営
業
了
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
穴
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

プレカット第2工場 梁丸太加工機

プレカット第3工場 柱加工機
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