
偉人たちの戦いくさ

～人生は誰しも戦
いくさ

、勝ち旗は自分で掲げる～
　東秩父村から後世へ受け継ぐべき偉人の
歴史をご紹介します。今を生きる人へ、自
分たちの今の暮らしを作ってくれた「善き
戦を戦われた」方たちを知ってください。
　東秩父を戦場とした偉人たちへ、その栄
光をたたえて。

―高田群次郎氏―
　前回、高田群次郎氏の生涯について軽く触れてみましたが、皆さんにとってどのように感じました
か？明治から昭和を経て戦争の時代を生きた群次郎氏は、今の便利な世の中でなくとも、公平・公正
で村民が有益となるような政治を行っていました。第２回の今回は、高田群次郎氏の時代に行った「時
代に沿った、時代以上の政治」をご紹介したいと思います。

１
．�

東
秩
父
に
伝
わ
る
「
防

火
線
づ
く
り
」
の
功
績

　

村
長
の
職
に
就
く
と
間
も
な

く
、
着
々
と
国
有
林
の
払
い
下

げ
を
受
け
、
村
有
林
と
し
て
開

拓
を
進
め
た
群
次
郎
氏
は
、
植

樹
緑
と
清
流
の
治
山
治
水
（
植

樹
や
川
の
整
備
に
よ
り
氾
濫
を

防
ぎ
、
水
の
流
れ
を
整
え
る
こ

と
）
に
精
魂
費
や
し
た
よ
う
で

す
。
そ
し
て
、
昭
和
６
年
に
山

林
保
護
の
た
め
防
火
線
（
林
の

内
側
等
か
ら
可
燃
物
を
取
り
除

く
と
と
も
に
、
地
表
を
掻
き
起

し
て
火
災
時
の
風
向
き
と
直

角
に
設
け
る
空
間
地
帯
）
を
設

定
、
頂
上
に
防
火
の
神
愛
宕
神

社
を
祭
り
ま
し
た
。
こ
の
事
業

は
、
山
林
を
火
事
か
ら
守
る
目

的
と
、
失
業
し
た
人
々
へ
の
救

済
、
つ
ま
り
仕
事
の
な
い
人
へ

雇
用
の
場
を
つ
く
る
と
い
う
目

的
も
併
せ
持
っ
て
い
ま
し
た
。

２
．�

村
政
方
針
で
あ
る
、

村そ
ん

是ぜ

五ご

綱こ
う

領り
ょ
うの

制
定

（
明
治
39
年
）

（
１
）
自
治
の
振
興

　

群
次
郎
氏
は
、
区
長
と
の
会

議
を
密
に
し
、
槻
川
村
民
と
協

同
の
村
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
新
年
度
が
始
ま
っ
て

早
々
、
重
点
施
策
を
区
長
に
説

明
し
、
村
民
の
理
解
と
協
力
を

求
め
る
た
め
に
奮
闘
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
ま
た
、税
金
（
所

得
税
）
を
徴
収
す
る
と
き
、
明

治
時
代
は
個
々
の
所
得
に
不
明

瞭
な
点
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
所
得
額
決
定
の

際
は
区
長
会
議
を
開
き
、
原
案

を
示
し
て
意
見
を
聞
く
な
ど
、

村
民
の
声
を
大
切
に
し
ま
し

た
。
そ
う
い
っ
た
聴
取
を
経
て
、

自
治
の
振
興
を
図
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。

（
２
）
民
力
の
充
実

　

当
時
、「
農
村
の
自
立
更
生
」

を
目
指
し
た
動
き
が
活
発
で
し

た
。
救
済
の
た
め
に
盛
ん
に
公

共
事
業
を
行
い
、
交
通
状
況
は

見
る
見
る
う
ち
に
発
展
し
て
い

き
ま
す
。
そ
の
新
設
ま
た
は
改

修
さ
れ
た
道
路
を
使
い
、
民
力

の
充
実
が
図
ら
れ
た
の
で
す
。

群
次
郎
氏
は
行
政
と
し
て
、
村

有
林
を
地
区
単
位
に
開
放

し
、
希
望
者
に
桑
園
を
造

成
し
て
蚕
業
の
奨
励
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く

の
作
物
の
競
作
を
提
案
す

る
な
ど
を
し
て
「
民
力
」

を
高
め
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
の
施
策
の
な
か
で
、
が

け
崩
れ
防
止
の
た
め
村
民

全
員
に
ア
カ
シ
ア
の
苗
を

配
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
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２
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高
田
群
次
郎
氏
の
功
績

い
ま
す
。「
あ
た
り
一
面
に
ア

カ
シ
ア
の
咲
く
村
」、
き
れ
い

だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

（
３
）
教
育
の
振
興

　

槻
川
沿
い
は
梅
の
老
樹
が
多

か
っ
た
そ
う
で
す
。「
梅
干
し

は
胃
酸
過
多
や
視
力
の
保
全
に

良
い
」
と
い
っ
た
理
由
か
ら
だ

そ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
教
育

の
振
興
も
、
昔
な
が
ら
の
面
白

い
考
え
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

そ
の
他
に
も
、
図
書
館
の
創
設

と
読
書
発
表
会
の
開
催
、
小
学

校
に
ピ
ア
ノ
購
入
な
ど
を
し
、

よ
り
よ
い
学
校
生
活
を
子
ど
も

た
ち
が
送
れ
る
よ
う
に
努
め
ま

し
た
。

（
４
）
保
健
の
増
進

　

今
、
本
村
が
悩
ま
さ
れ
て
い

る
「
無
医
村
」
は
群
次
郎
氏
の

時
代
も
同
じ
で
し
た
。
そ
こ
で
、

大
正
12
年
に
群
次
郎
氏
は
折
原

村
（
今
の
寄
居
町
）
よ
り
医
師

を
招
き
「
槻
川
診
療
所
」
を
開

設
し
て
、
そ
の
問
題
を
解
消
し

ま
し
た
。
ま
た
、
体
力
の
す
ぐ

れ
な
い
子
ど
も
に
対
し
、
学
校

で
山
羊
を
飼
っ
て
乳
を
の
ま

せ
る
と
い
う
健
康
増
進
方
法
も

行
っ
て
い
ま
し
た
。

（
５
）
民
風
の
作
興

　

今
で
は
お
な
じ
み
と
な
っ
た

「
敬
老
会
」
の
開
催
も
こ
の
時

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
お
年
寄

り
を
敬
う
こ
と
を
村
民
の
心
に

根
付
か
せ
た
の
で
す
。
ま
た
、

季
節
の
楽
し
み
「
七
夕
」
や
「
正

月
」
に
は
役
場
前
に
飾
り
つ
け

を
し
、「
民
族
的
行
事
に
は
生

活
に
情
緒
や
ロ
マ
ン
を
く
れ

る
」
と
、
そ
の
季
節
な
ら
で
は

の
風
習
を
大
切
に
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

次
号
で
は
、
高
田
群
次
郎
氏

を
語
る
う
え
で
切
っ
て
も
切
り

離
せ
な
い
「
群
次
郎
氏
と
宗
教

と
の
関
り
」
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

▶�

ロ
マ
ン
や
情
熱
と
い
っ
た
心
情
が
滲
み
出
る
政
治
を
好
ん
だ

高
田
群
次
郎
氏
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