
.1 会報 峠/八十里越え

八
十
里
越
え

郷
上
史
に
全
く
無
関
心
だ
っ
た
小
生

の
成
辰
の
役
と
の
関
わ
り
は
、
今
か
ら

約
四
十
年
前
に
遡
り
ま
す
「
会
社
の
小

集
団
活
動
の
総
会
記
念
講
演
で
、
長
岡

城
落
城
の
様
子
を
若
き
郷
Ｌ
史
家

（現

稲
川
館
長
）
か
ら
伺
つ
た
■
に
始
ま
り

ま
す
，
当
時
の
長
岡
藩
に
は
、
河
井
継

之
助
な
る
豪
傑
が
い
て
財
政
改
革
に
よ

り
十

一
万
両
を
祢
財
し
た
Ｉ
、
落
城
時

に
は
お
城
の
人
広
間
に
積
ん
で
お
い
た

河
井
継
之
助
記
念
館
友
の
会
会
員
野

村

　

一
敏

て
全
く
気
に
も
留
め
て
い
ま
せ
ん
で
し

た

リ
タ
イ
ヤ
後
、
縁
あ
っ
て
河
井
継
之

助
記
念
館
友
の
会
に
入
つ
た
こ
と
で
埋

蔵
金
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
八
卜
里
踏

破
の
機
会
を
狙
っ
て
お
り
ま
し
た
　
昨

年
の
只
見
法
要
の
折
、
人
卜
里
越
え
経

験
者
の
高
橋
一馬
様
よ
り
〓
条
の
「八
十

里
越
え
友
の
会
」
が
毎
年
．
回
峠
越
え

を
実
施
し
て
い
る
と
聞
い
て
早
速
参
加

し
て
み
ま
し
た
ｃ

八
十
里
越
え
は
一
里
が
―
里
と
思
え

る
ほ
ど
の
難
所
と
の
事

事
前
準
備
は

東
山
散
策
と
山
占
志
ウ
オ
ー
ク
で
仕
Ｌ

げ
て
臨
み
ま
し
た
〓
平
成
ｌ
十
二
年
十

月
一
十
四
日
、
約
七
十
名
の
参
加
者
は
、

四
時
五
十
分
に
下
田
庁
合
前
に
集
合
し

て
古
ケ
平
に
向
か
い
ま
し
た
．
占
ケ
平

分
校
跡
地
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
挨
拶
と
注
意

事
項
の
説
明
が
あ
り
、
午
前
六
時
に
朝

一満
の
中
を
ス
タ
ー
ト
‘
怪
我
を
し
な
い
よ

う
に
体
を
ほ
ぐ
し
な
が
ら
進
む
と
約

時
間
で
椿
尾
根
に
到
着
で
す
‐
番
屋
乗

越
、
ブ
ナ
沢
、
空
堀
と
有
手
に
守
門
岳
、

鳥
帽
子
を
望
み
な
が
ら
順
調
に
進
み
ま

す
〓
鞍
掛
峠
を
越
え
る
と
限
前
に
黒
姫

山
が
見
え
、
お
昼
の
田
代
平
ま
で
は
約
一

時
間
で
す
Ｇ
こ
の
街
道
は
、
縄
文
時
代
か

ら
の
生
活
の
道
だ
っ
た
占
道
と
戊
辰
戦

争
当
時
の
道
、
そ
し
て
国
道
一
人
九
号

線
の
新
道
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る

と
の
事
３
な
る
ほ
ど
所
々
に
道
幅
の
広
い

↓
派
な
道
が
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま

す
が
、
冬
場
の
降
一「
に
よ
る
崩
落
で
ず

た
ず
た
の
状
態
で
汁
の
人
々
の
ご
苦
労

が
偲
ば
れ
ま
す

午
後
か
ら
は
い
よ
い
よ
越
後
と
会
津

の
国
境
と
な
る
木
の
根
峠
で
す
．
こ
こ

ま
で
は
理
蔵
令
伝
説
の
松
の
本
が
全
く

な
い
ブ
ナ
林
で
し
た
が
、
こ
の
峠
付
近
は

尾
根
筋
に
松
の
本
が
見
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
、
い
よ
い
よ
確
信

に
近
付
い
た
か
と
胸
を
高
鳴
ら
せ
ま
し

た
が
、
松
の
本
は
、
道
に
近
い
所
だ
っ
た

り
、
離
れ
す
ぎ
て
い
た
り
し
て
、
誰
も
見

つ
け
出
せ
な
い
よ
う
な
所
に
は
影
も
形

も
あ
り
ま
せ
ん
．
も
し
街
道
に
近
い
場

所
に
埋
め
た
と
し
た
ら
、
地
元
の
人
が

す
ぐ
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
出
来
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
じ
山
の
神

か
ら
大
麻
■
ま
で
も
ブ
ナ
林
が
続
き
、

只
見
は
ブ
ナ
の
森
林
に
囲
ま
れ
て
お
り

ま
し
た
〓
卜
時
間
に
及
ぶ
山
行
も
、
同

好
会
会
長
水
品
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
、

脱
落
す
る
事
も
な
く
無
事
終
了
す
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
．

現
在
は
ド
田
よ
り
叶
津
ま
で
ト
ン
ネ

ル
で
繋
が
っ
て
お
り
、
取
り
付
け
道
路

さ
え
完
成
す
れ
ば
中
で
数
十
分
の
距
離

に
な
る
と
の
事
　
こ
の
歴
史
的
遺
産
と

も
言
え
る
八
十
里
越
の
街
道
は
何
時
ま

で
も
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
深
く
感

じ
、
再
度
踏
破
し
て
じ
っ
く
り
と
戊
辰

の
悲
哀
を
噛
締
め
て
み
た
い
も
の
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す

野
村

一敏

（の
む
ら
か
す
と
し
）
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
１７
年

（１
９
４
２
）
長
岡
市
生
ま
れ
。

長
岡
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会
副
会
長
、

河
丼
継
之
助
記
念
館
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
活
躍
し
て
い
る
。

●

と
う

げ

し

ょ
う

（Ｃ
）

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
長
岡
市
の

夏
の
節
電
対
策
の
一
環
と
し
て
、
当

館
で
は
夏
休
み
期
間
中
の
無
料
開
放

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
，
蝉
し
ぐ
れ
が

響
く
中
、
遠
方
よ
り
足
を
運
ん
で
下

さ
っ
た
方

「近
所
だ
け
ど
初
め
て
来

ま
し
た
」
と
は
に
か
ん
で
来
館
さ
れ

た
方
…
よ
り
多
く
の
方
々
か
ら
記
念

館
の
存
在
と
継
之
助
の
強
い
―――
念
に

触
れ
て
頂
く
良
い
機
会
と
な
り
ま
し

た
こ‐
期
間
中
、
個
性
豊
か
に
熱
い
思

い
を
語
っ
て
下
さ
っ
た
ガ
イ
ド
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の
説
明
も
好
評

で
し
た
．

閉
宋
感
の
強
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ

先
見
の
明
を
持
ち
、
激
動
の
時
代
に

勢
力
均
衡
を
図
ろ
う
と
尽
力
し
た
継

之
助
の
情
熱
は
私
た
ち
を
な
き
つ
け

る
の
で
し
ょ
う
〓
彼
の
生
誕
の
地
で

展
示
品
や
説
明
バ
ネ
ル
を
前
に
早
逝

の
先
人
の
足
跡
を
辿
る
―
そ
ん
な
ゆ

っ
た
り
と
し
た
対
話
の
時
‐―――
を
楽
し

ん
で
頂
け
る
館
で
あ
り
た
い
と
願
っ

て
お
り
ま
す
。

日
脚
も
短
く
な
り
、
日
増
し
に
冬

の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
　
面
影
の
庭
の
瓜
情
に

浸
り
、
継
之
助
の
心
境
に
思
い
を
馳

せ
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か

一性
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千
両
箱
を
馬
で
逝
び
出
し
た
事
、
そ
の

折
に
積
み
荷
中
の
金
貨
が
お
堀
に
ば
ら

撒
か
れ
た
■
、
そ
の
金
貨
を
拾
っ
て
俄

成
令
に
な
っ
た
人
が
い
た
事
、
三
度
日
の

落
城
で
八
卜
里
越
え
の
折
に
二
朱
金
貨

が
谷
間
に
キ
ラ
キ
ラ
と
舞
い
落
ち
た

事
、
松
の
本
の
根
元
に
連
び
き
れ
な
い

金
貨
を
埋
め
た
事
‥
　
当
時
、
金
欠
病

が
常
の
愚
者
の
脳
裏
に
焼
き
付
け
ら
れ

た
の
で
す
が
、
日
ご
ろ
の
忙
し
さ
に
紛
れ
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会報 峠/特集 勝関をあげ、いざ八丁沖を歩かん! 12｀

勝
関
を
あ
げ
、い
ざ
八
丁
沖
を
歩
か
ん
！

十
月
二
日
、
友
の
会
■
催
で
初
め
て

の

「
八
丁
沖
ウ
オ
ー
ク
」
を
開
催
し

た
）^
当
時
は

「魔
物
が
棲
む
」
と
周
囲

の
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
沼
地
だ

が
、
今
は
田
園
風
景
が
広
が
る
．
国
道

三
五
一
号
線
に
つ
な
が
る
百
東
町
か
ら

富
島

・
宮
下
町
を
通
る

一農
免
農
道

・

長
岡
川
東
線
」
の
う
ち
、
百
東
町
か
ら

八
丁
沖
の
ほ
ぼ
中
央
を
経
て
富
島
町
に

至
る
道
は
、
奪
還
の
際
に
渡
河
し
た
ル

ー
ト
と
だ
い
た
い
　
致
し
て
い
る
と
い

う
ｃ
そ
の
た
め
猿
橋
川
に
架
か
る
橋
は

「
八
丁
沖
橋
」
、
山
北
川
に
架
か
る
橋

は

「は
し
ご
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い

る
．
当
日
、
百
束
公
民
館
を
出
発
し
、

宮
島
に
あ
る
八
丁
沖
古
戦
場
パ
ー
ク
ま

で
の
道
の
り
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

先
導
役
と
所
々
で
の
ガ
イ
ド
は
地
死
の

有
志
の
方
々
が
さ
れ
た
。
道
す
が
ら
、

当
時
が
偲
ば
れ
る
湿
地
が
残
っ
て
い
る

辺
り
の
説
明
を
聞
く
と
、
一歩
い
て
み

よ
う
か
」
と
参
加
者
か
ら
興
味
津
々
の

声
が
上
が
っ
た
。
ゴ
ー
ル
の
人
丁
沖
占

戦
場
パ
ー
ク
で
は
力
強
い
勝
円
を
Ｌ

げ
、
全
員
で

『上
陸
』
を
果
た
し
た
ｃ

今
回
の

「
八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
」
を
提
案

さ
れ
、
助
一一口し
て
く
だ
さ
っ
た
田
所
さ

ん
に
そ
の
想
い
を
伺
っ
た
ｃ

はしこ橋 八丁沖橋

t

故
郷
の
歴
史
を
再
認
識

友
の
会
理
事

田

所
一
　

・仁

さ
ん

（八
土

歳
）

近
代
戦
史
の
中
で
と
て
も
め
ず
ら
し
い

こ
と
な
の
だ
．
田
所
さ
ん
は

「長
岡
に

投

河
井
継
之
助
と
い
う
傑
出
し
た
人
物
が

掲
い
た
こ
と
、
そ
し
て
八
丁
沖
が
い
か
に

無
重
要
な
地
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

め
を
、
歩
く
こ
と
で
み
ん
な
に
再
考
し
て

星
ほ
し
か
った
」
と
強
調
さ
れ
る
当́
日
、

県
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
総
勢
八
卜
名
の

参
加
者
に
対
し
て

「皆
さ
ん
の
熱
意
を

感
じ
て
嬉
し
か
っ
た
」
そ
し
て
、
ご
自

身
は

「当
時
の
人
に
思
い
を
巡
ら
せ
て

歩
い
た
」
と
言
わ
れ
た
。

地
元
の
方
の
協
力
で
狼
煙
を
上
げ
る

演
出
や
、
当
館
友
の
会
理
事
で

「米
百

俵
ま
つ
り
」
な
ど
で
も
活
躍
さ
れ
て
い

る
星
貴
さ
ん
ら
の
衣
装
を
纏
っ
て
の
力

強
い
勝
国
は
、
参
加
者
か
ら
当
時
を
体

感
出
来
た
と
と
て
も
好
評
だ
っ
た
ぃ
田

所
さ
ん
も
武
将
姿
に
‥
こ
の
時
の
写
真

は

「年
賀
状
に
使
お
う
か
な
ぁ
」
と
に

っ
こ
り
さ
れ
た
。

子
供
た
ち
と
学
校
の
取
り
組
み
に
期
待
！

「ま
ち
の
駅
」
の
駅
長
と
し
て
も
ご

活
躍
の
間
所
さ
ん
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

日
、
市
内
の
中
学
生
が
熱
心
に
館
内
を

見
学
し
て
い
た
事
を
伝
え
る
と

「自
分

の
住
む

「ま
ち
』
を
知
る
こ
と
は
、
と
て

も
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
」
と
目
を
細
め

ら
れ
た
，
市
内
の
学
校
で
は
劇
や
総
合

学
習
を
通
し
て
、
長
岡
の
歴
史
を
学
ん

で
い
る
．
「子
供
た
ち
に
も
八
Ｉ
沖
を

歩
い
て
欲
し
い
、
故
郷
を
人
事
に
し
て

ほ
し
い
」
と
希
望
も
語
っ
て
お
ら
れ
た
．

一
ス
タ

ッ
フ
　
同

一

田所仁さん

秋風の中、八丁沖を歩く兵たち

「八
丁
沖
の
そ
ば
を
車
で
通
る
け
ど

歩
い
た
こ
と
は
な
い
ｔ
い
つ
か
歩
い
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
た
ら
」

何
故
か
と
い
う
問
い
に

一小
千
谷
市

に
は
慈
眼
寺
が
あ
り
談
判
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
長
岡
に

は
史
跡
、
八
丁
沖
が
あ
る
´
そ
こ
を
歩

く
こ
と
で
、
故
郷
の
歴
史
を
知
つ
て
貰

い
た
か
っ
た
」
と
話
さ
れ
た
―
八
Ｉ
沖

は
北
越
戊
辰
戦
争
で
も
特
筆
さ
れ
る
奇

襲
戦
が
行
わ
れ
た
土
地
だ
　
‘‐・１１
事
総
督

河
井
継
之
助
の
綿
密
な
計
‐――――
と
際
立
っ

た
采
配
に
よ
り
長
岡
城
奪
還
に
成
功
す

る
．
田
所
さ
ん
は
、
「わ
ず
か
四
日
間

の
奪
還
だ
っ
た
が
尊
い
勝
利
だ
っ
た
ｃ

気
持
ち
の
上
で
は
負
け
て
い
な
い
」
と

力
強
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
城
を
奪
還
し

た
と
き
、
城
下
の
町
民
ら
は
喜
び
長
岡

甚
句
を
踊

っ
て
歓
迎
し
た
と
い
わ
れ

る
ｃ
こ
の
奇
襲
に
よ
る
奪
還
戦
が
、
後

に
焼
野
原
と
な
っ
た
長
岡
を
再
興
す
る

に
あ
た
っ
て
一
種
の
自
信
と
な
り
勇
気

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
　
一
度
落
城

し
た
城
を
↑
還
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

t



3 会報 峠/特集 勝関をあ|よ いざ八丁沖を歩かん !

八
丁
沖
ウ
オ
ー
ク
に
参
加
し
て

「八
丁
沖
と
西
田
さ
ん
」

東
京
か
ら
八
丁
沖
ウ
オ
ー
ク
に
妻
と

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
．
な
ん

で
、
そ
ん
な
遠
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
マ
ニ

ア
ッ
ク
な
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
の
か
不

思
議
に
思
い
ま
せ
ん
か
？
実
は
、
私
が
河

井
継
之
助
の
フ
ア
ン
に
な
っ
た
の
も
、
ま

た
い
つ
か
は
八
丁
沖
を
渡
っ
て
み
た
い
と

思
っ
た
の
も
、
昭
和
５７
年

（当
時
小
学
６

年
）
に
放
映
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「花
神
」
の
影
響
で
す
。
そ
し
て
、
ド
ラ

マ
の
中
で
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
話
が
、

人
丁
沖
渡
河
に
よ
る
長
岡
城
奪
還
で

す
。
そ
の
理
由
は
、
西
田
放
行
さ
ん
演
じ

る
山
縣
狂
介
が
、
長
岡
城
で
継
之
助
の

奇
襲
の
知
ら
せ
を
受
け
て

「く
そ
―
河

井
め
、
八
丁
沖
を
渡
っ
て
く
る
な
ん
ざ
正

気
じ
ゃ
な
い
＝
■
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
か

な
？
）
」
と
禅

丁
で
慌
て
ふ
た
め
き
な

が
ら
着
替
え
る
と
い
っ
た
、
ド
リ
フ
の
コ

ン
ト
の
よ
う
な
コ
ミ
カ
ル
な
シ
ー
ン
が
子

供
心
を
強
く
引
き
付
け
た
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が

「
い
つ
か
は
人
丁
沖
」

と
い
う
私
の
憧
れ
に
な
っ
た
の
で
す
。
で

す
の
で
、
私
に
と
っ
て
、
河
井
継
之
助
と

い
え
ば

「峠
」
よ
り
も

「花
神
」
で
あ

り
、
八
Ｉ
沖
と
い
え
ば
、
「高
橋
英
樹
」

さ
ん
よ
り
も

「西
田
敏
行
」
さ
ん
な
の
で

す
。
　
　
〈フ
丼
　
裕

一
（東
京
都
調
布
市
一

八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
に
参
加
し
て

「
エ
イ
、
エ
イ
、
オ
ー
、
」
勝
関
の
凱

旋
歌
？
が
秋
の
澄
み
渡
っ
た
八
丁
沖
跡

地
に
高
ら
か
に
鳴
り
響
い
た
。
「八
丁

沖
」
は
、
か
っ
て
継
之
助
一行
七
百
余
名

が
、
長
岡
城
奪
還
の
為
奇
襲
攻
撃
を
掛

け
て
勝
ち
取
っ
た
大
激
戦
地
で
し
た
。
そ

の
沼
地
跡
を
参
加
者
８０
余
名
で
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
し
て
参
り
ま
し
た
。
途
中
色
々

と
、
当
時
の
様
子
等
の
説
明
を
受
け
な

が
ら

「八
丁
沖
橋
」
や
「は
し
ご
橋
」
等

経
て
、
約
２
時
間
の
コ
ー
ス
で
し
た
。
最

後
に
入
丁
沖
渡
河
の
立
役
者
、
鬼
頭
熊

次
郎
の
供
養
塔
を
参
拝
し
、
記
念
撮
影

を
し
て
解
散
致
し
ま
し
た
。
下
田
会
長
、

理
事
の
星
様
そ
し
て
ス
タ
ツ
フ
の
皆
様
、

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
（合
掌
）

高
松
　
平

（福
島
県
河
沼
郡
）

奪
還
ル
ー
ト
を
歩
い
て

「八
丁
沖
」
当
記
念
館
で
戊
辰
戦
争

を
学
ぶ
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（ち

な
み
に
私
は
新
保
の
生
ま
れ
で
し
て
富

會
亀
小
学
校
を
出
て
お
り
ま
す
の
で
、

富
島
、
亀
貝
、
よ
く
遊
び
に
行
き
ま
し

た
。
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
す
）
長
岡

城
奪
還
の
成
功
の
影
に
想
像
を
絶
す
る

事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
の
こ

ろ
湿
地
、
沼
地
だ
っ
た

（今
は
面
影
も
な

し
）
道
を
今
回
は
田
圃
の
中
の
砂
利
道

を
通
ら
せ
て
も
ら
い
、
途
中
で
猿
橋
川
の

土
手
に
上
が
り
農
免
農
道
に
新
し
く
作

ら
れ
た
は
し
ご
橋
～
八
丁
沖
橋

（な
お

こ
れ
ら
の
橋
名
は
長
岡
城
奪
還
ル
ー
ト

に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
）
を
渡
り
舗
装

さ
れ
た
道
路
に
出
て
富
島
に
あ
る
戊
辰

戦
争
記
念
碑
、
日
光
社
に
お
参
り
し
無

事
８０
余
名
完
歩
で
き
ま
し
た
。
途
中
ま

だ
葦
が
生
え
た
沼
地
が
残
っ
て
い
る
所

を
館
長
に
教
え
て
い
た
だ
き
、
と
て
も

私
に
は
渡
れ
な
い
、
側
に
よ
れ
な
い
そ
ん

な
場
所
で
し
た
‐
長
岡
藩
十
７
百
余
名

こ
ん
な
所
を
よ
く
渡
れ
た
こ
と
に
ま
た

改
め
て
藩
十
の
豪
儀
さ
を
痛
感
し
ま
し

た
．
東
京
か
ら
と
会
津
よ
り
参
加
し
て

い
た
だ
き
先
人
も
さ
ぞ
か
し
喜
ん
で
お

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
武
者
装
い
の

方
々
の
恰
好
よ
さ
、
抜
刀
、
納
刀
の
技
＆

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
ち
ょ
っ
と
び
っ
く

り
、
で
も
感
動
し
ま
し
た
。

南
波
　
光
子

（長
岡
市
）

八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
に
参
加
し
て

１０
月
２
日
、
百
東
町
公
民
館
に
集

ま
っ
た
８０
名
は
袖
に
五
間
梯
子
の
合
印

を
付
け
、
当
時
の
軍
装
の
米
百
俵
メ
ン

バ
ー
の
音
頭
で
円
の
声
を
上
げ
出
発
。

昔
の
八
丁
沖
を
渡
り
富
島
町
ま
で
の
長

岡
城
奪
還
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
歩
き
ま
し

た
。
八
丁
沖
は
今
、
見
渡
す
限
り
の
美

田
。
遠
く
に
昇
る
狼
煙
は
敵

（西
軍
）
の

保
塁
を
示
す
演
出
。
八
丁
沖
橋
の
継
之

助
の
レ
リ
ー
フ
を
見
て
、
富
島
町
の
日

光
社
に
無
事
到
着
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

稲
川
館
長
の
興
味
深
い
解
説
を
聞
き
、

楽
し
く
も
有
意
義
な
一時
を
過
ご
し
ま

し
た
。
　
　
　
　
広
川
　
潔

（長
岡
市
）

八丁沖橋にて

土
合

く B繊 饉長岡藩及び東軍の進撃

← ‐ロロ西軍退却
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会報 峠/河井継之助との出会い .4

河
井
継
之
助
と
の
出
会
い

和
歌
山
市

宮

本

尊

生

っ
た
．
し
か
し
、
代
々
の
倫
理
、
道
徳

と
し
て
守
っ
て
来
て
、
日
常
の
生
活
の

中
に
規
律
と
し
て
維
持
し
、
人
々
が
挙

っ
て
信
頼
し
て
来
た
原
則
を
薩
長
の
靴

で
踏
み
破
ら
れ
、
無
い
も
の
に
さ
れ
る

の
に
対
し
、
反
抗
の
情
熱
を
強
烈
に
湧

き
立
た
せ
た
」
。

胸
中
深
く
秘
め
た
譲
れ
ぬ
価
値
観
が

一
顧
だ
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
蹂
躙
さ

れ
る
こ
と
へ
の
慣
怒
が
開
戦
の
決
意
を

促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
戦

い
に
成
算
の
見
込
み
は
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
戦
火
の
も
た
ら
す
人
惨
禍
を
顧
慮

す
る
こ
と
な
く
、
喪
失
し
破
壊
さ
れ
る

べ
き
人
の
命
、
生
活
を
放
郷
し
て
ま
で

護
ろ
う
と
し
た
も
の
は
何
か
、
そ
れ
が

問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

恭
順
か
抗
戦
か
継
之
助
の
苦
渋
に
満

ち
た
決
断
は

「
お
前
な
ら
ど
う
す

る
？
」
と
後
世
の
我
々
に
語
り
か
け
て

や
ま
な
い
ｃ

幕
末
の
動
乱
期
に
長
岡
藩
の
名
誉
と

自
存
を
か
け
て
、
懸
命
に
生
き
抜
こ
う

と
し
た
彼
の
誇
り
高
い
生
涯
を
、
越
し

方
を
顧
み
る
べ
き
落
陽
の
身
に
、
こ
の

寄
稿
を
機
縁
と
し
て
追
憶
し
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
ｃ

宮
本
尊
生
（み
や
も
と
た
か
お
）プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
＝
年
和
歌
山
市
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
昴
年
中

央
大
学
法
学
部
卒
業
。
平
成
６
年
紀
陽
銀
行
を
足

年
退
職
。
平
成
乏
年
和
歌
山
東
社
会
保
険
事
務
所

を
任
意
退
職
。
計
Ｉ
年
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
終

え
、
現
在

「河
丼
継
之
助
記
念
館
友
の
会
」
、
一長

岡
郷
土
史
研
究
会
」
会
員
。

「河
井
継
之
助
の
す
べ
て
」
（安
藤
英
男
編

・新
人

物
往
来
社
）
に

『八
十
里
峠
を
行
く
』
互
尊
文
芸
第

十
八
号
に

「継
之
助
と
方
谷
」
を
発
表
。

河
井
継
え
助
は
ど
う

い
う
人
物
？

そ
の
０

侃
刀
記

な

に
ゆ
え

敗
け
る
と
判
っ

て
い
る
あ
の
戦

争

に
邁

進

し

た
の
か
、
一
藩

を
焦
土
と
な
し
て
も
あ
が
な
う
べ
き
価

値
が
あ
る
と
判
断
し
た
あ
げ
く
の
意
思

決
定
だ
と
し
て
も
、
責
任
あ
る
地
位
の

武
士
の
振
舞
い
と
し
て
ど
う
な
の
か
、

こ
れ
が
い
ま
だ
に
解
け
ぬ
疑
間
で
あ

り
、
そ
の
解
を
求
め
て
長
岡
詣
で
を
今

に
続
け
る
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

思
え
ば
長
い
つ
き
あ
い
と
な
つ
た
。

大
体
、
長
岡
駅
頭
に
初
め
て
降
り
立
っ

た
の
は
、
今
か
ら
二
十
五
年
以
上
前
、

正
確
な
こ
と
は
忘
却
の
彼
方
で
あ
る

が
、
仕
事
で
北
越
銀
行
を
訪
問
し
た
の

が
皮
切
り
で
あ
る
．
他
行
訪
間
は
そ
の

後
も
続
い
た
が
、
最
初
の
訪
間
が
北
越

銀
行
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
に
い
た

る
長
い
長
岡
人
と
の
交
流
か
ら
思
い
起

こ
せ
ば
、
暗
示
的

・
運
命
的
な
こ
と
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後

「峠
」
に
触
れ
継
之
助
の
事

績
を
知

っ
た
こ
ろ
東
京
に
転
勤
と
な

り
、
近
く
の
安
藤
英
男
氏
に
知
遇
を
得

る
好
運
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
は

未
熟
で
性
急
な
私
の
質
問
に
対
し
て

も
、
い
や
な
顔
も
せ
ず
丁
重
に
応
答
さ

れ
、
ま
た
氏
が
校
注
さ
れ
た

「塵
壺
」

⌒東
洋
文
庫
）
を
頂
戴
し
た
が
、
今
も

大
切
な
資
料
と
し
て
書
架
に
あ
る
ｃ

「賤
ヶ
岳
古
戦
場
」
等
歴
史
探
訪
に
同

行
し
た
こ
と
も
懐
か
し
く
想
起
さ
れ

る
．
長
岡
ヘ
ツ
ー
リ
ン
グ
す
る
際
に
は

貴
重
な
情
報
を
教
示
い
た
だ
き
、
長
岡

と
の
縁
が
急
速
に
深
く
な
っ
た
ｃ

同
氏
が
願
間
を
つ
と
め
ら
れ
た

「河

井
継
之
助
を
偲
ぶ
会
」
が
昭
和
６
０
年

に
発
足
。
多
忙
な
時
間
を
割
い
て
長
岡

に
駆
け
つ
け
た
こ
と
も
懐
か
し
い
。
同

を
重
ね
る
な
か
集
う
顔
ぶ
れ
は
固
定
化

し
た
が
、
手
造
り
感
あ
ふ
れ
る
こ
の
集

会
は
心
地
よ
く
好
き
だ
っ
た
。
こ
の

「偲
ぶ
会
」
は
そ
の
後
現
在
の

「友
の

会
」
に
繋
が
る
。

斬
れ
ば
血
の
出
る
生
身
の
人
間
も
同

時
に
社
会
的

。
政
治
的
な
存
在
で
あ
る

限
り
、
様
々
な
規
範
に
従
い
な
が
ら

も
、
自
己
の
価
値
観
の
実
現
を
目
指

す
ｃ
継
之
助
が
構
想
し
た
政
治
的
抱
負

は
、
結
果
と
し
て
越
後
平
野
に
驚
天
動

地
の
戦
乱
を
呼
び
込
み
、
天
下
の
大
兵

を
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

大
仏
次
郎
者
の

一．天
皇
の
世
紀
』
十

巻
に

「追
い
詰
め
ら
れ
て
、
彼
は
か
ね

て
用
意
だ
け
は
し
て
あ
つ
た
新
鋭
の
武

器
を
用
い
て
、
武
門
の
意
地
を
官
軍
に

示
し
つ
け
る
党
悟
に
飛
ん
だ
。
武
門
の

意
地
な
ど
、
実
は
彼
は
信
じ
て
い
な
か

継
之
助
は
伽
刀
を
大
切
に
し
た
　
武

士
の
魂
を
も
つ
て
藩
政
の
改
革
を
実
践

し
よ
う
と
し
た
継
之
助
に
と
っ
て
刀
は

生
命
の
次
に
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
．

そ
の
継
之
助
が
、
会
津
藩
領
只
見
村
の

塩
沢
で
没
す
る
際
に
、
か
た
わ
ら
に
置

い
て
い
た
大
小
の
侃
刀
は
、
奥
州
会
津

住
兼
友
の
人
刀
と
近
江
大
橡
藤
原
忠

度
の
脇
差
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
会
津
の

刀
工
で
あ
る
兼
友
は
、
七
代
目
ま
で
あ

っ
て
、
継
之
助
の
人
刀
は
、
初
代
の
も

の
だ
っ
た
中
初
代
兼
友
は
、
会
津
名
匠

四
代
兼
定
の
円
人
で
、
享
保
十
年
正
月

に
没
し
て
い
る
．
継
之
助
が
生
ま
れ
る

百
二
年
も
前
の
話
だ
．

初
代
の
兼
友
は
、
質
朴
な
会
津
刀
Ｉ

に
は
め
ず
ら
し
く
、
上
の
日
の
乱
れ
が

涛
乱
刀
に
近
い
■
麗
な
刃
文
で
あ
っ
た

と
い
う
が
、
こ
の
傑
作
を
継
之
助
は
会

津
藩
主
松
平
容
保
公
か
ら
拝
領
し
た

も
の
だ
と
し
て
い
る
．
と
す
る
と
ど
こ

で
継
之
助
と
会
汁
公
の
接
点
が
あ
っ
た

の
か
を
考
え
る
と
、
眉
唾
も
の
で
あ

る
．
た
ぶ
ん
死
後
、
会
津
城
下
建
福
寺

の
葬
儀
の
際
、
会
津
公
か
ら
賜
つ
た
も

の
で
あ
ろ
う
　
し
か
し
、
こ
の
大
小
の

刀
剣
は
、
人
正
年
間
、
遺
族
か
ら
畏
岡

市
の
某
家
に
波
っ
た
際
に
は
、
縁
頭

・

小
柄

・
丼

・
Ｈ
員
と
も
に
魚
子
の
四
分

＾
地
に
河
井
家
の
定
紋
の
金
紋
が
入
っ

て
い
た
り
ま
た
、
大
小
の
鐸
に
は
、
北

越
長
岡
住
高
橋
幾
蔵
入
道
水
月
作
、
安

政
ｉ
辰
八
月
日
の
銘
が
入
っ
て
い
た
，

む
し
ろ
、
河
井
継
之
助
は
無
銘
の
人
刀

を
腰
に
差
し
、
諸
国
を
聞
歩
し
て
い

た
‐
無
銘
で
も
相
当
な
業
物
で
あ
っ
た

ら
し
く
、
諸
国
遊
歴
の
途
中
、
武
ｌｆ
と

同
宿
す
る
と
互
い
に
刀
剣
比
べ
を
や
つ

て
、
相
手
側
を
う
な
ら
せ
た
と
い
う
か

ら
、
無
銘
で
も
底
光
り
を
す
る
よ
う
な

侃
刀
だ
っ
た
っ

刀
剣
好
き
だ
っ
た
父
の
影
響
を
受
け

た
に
ち
が
い
な
く
、
継
之
助
も
侃
刀
の

良
し
悪
し
に
こ
だ
わ
っ
た
は
ず
だ
‐
越

後
に
も
刀
――
が
い
た
こ
領
内
栃
尾
郷
西

中
野
俣
の
藤
原
兼
宗
で
あ
る
．
ほ
か
に

も
刀
Ｉ
が
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
作
刀

で
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
兼
宗
が
著
名
で

あ
る
、
姓
は
金
安
、
名
を
勘
圧
郎
と
い

う
〓
と
に
か
く
、
た
た
っ
切
れ
る
よ
う

な
豪
壮
さ
が
、
兼
宗
の
持
ち
味
だ
っ

た
。
新
選
組
の
土
方
歳
三
が
持
っ
て
い

た
和
泉
守
兼
定
の
よ
う
な
凄
味
が
、
兼

宗
に
は
あ
っ
た
〓
兼
宗
は
ほ
と
ん
ど
野

鍛
冶
に
近
か
っ
た
か
ら
、
銘
を
刀
身
に

彫
ら
な
か
っ
た
．
そ
ん
な
刀
を
継
之
助

は
帯
び
た
だ
ろ
う
．
旅
Ｈ
記
の

『座

壷
」
に
、
出
会
っ
た
人
と
互
い
に
帯
び

瓢

鼈 咆
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た
大
刀
を
み
せ
あ
う
こ
と
を
記
述
し
て

い
る
が
、
と
に
か
く
継
之
助
の
刀
剣
は

見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。

継
之
助
の
侃
刀
は
、
何
本
か
あ
つ

た
。
只
見
の
塩
沢
で
没
し
た
際
、
帯
び

て
い
た
大
小
は
無
銘
で
、
そ
の
後
、
長

岡
の
河
井
家
に
帰
還
し
て
い
る
ｃ
従
僕

の
松
蔵
が
、
大
切
に
し
た
大
小
も
何
ら

か
の
伝
手
で
、
長
岡
に
帰
つ
た
。
そ
の

松
蔵
が
持
っ
て
き
た
大
小
は
、
会
津
中

将
松
平
容
保
が
葬
儀
の
際
、
骨
箱
の
脇

に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
津
の
刀
工

に
な
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
の
ち
に
長

州
藩
士
に
渡
っ
て
い
る
。

陸
軍
中
将
の
松
本
鼎
は
長
州
藩
士

で
、
か
っ
て
戊
辰
戦
争
の
際
、
奥
羽
各

地
を
転
戦
し
て
い
る
。
そ
の
松
本
が
、

な
ぜ
か
河
井
継
之
助
の
侃
刀
を
所
持
し

て
い
る
と
、
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
に

記
し
て
い
る
。
そ
の
侃
刀
記
に
よ
れ

ば
、

「
北
越
の
河
井
蒼
龍
窟
の
大
刀

を
、
故
あ
っ
て
余
が
手
に
帰
し
た
わ
け

だ
が
、
手
に
と
っ
て
な
れ
ば
長
さ
二
尺

三
寸
、
幅

一
寸
三
分
、
そ
り
が

一
分
の

大
刀
だ
。
両
刃
に
は
薄
ら
と
血
漕
ぎ
の

跡
が
あ
る
無
銘
の
業
物
で
あ
る
。
私
は

こ
の
大
刀
を
も
つ
て
、
日
清

。
日
露
戦

争
に
従
軍
し
、
戦
っ
た
。
こ
の
刀
が
な

か
つ
た
ら
、
偉
勲
は
あ
げ
ら
れ
な
か
っ

た
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（稲
川
）

け
と
ら
れ
る
が
、
帰
路
と
は
帰
国
を
意

味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
生
は
そ
の
決
心
を
知
り
、
「心
に
任

す
べ
し
」
と
と
ど
ま
っ
て
勉
強
し
な
く

て
も
良
い
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

拙
堂
は
継
之
助
を
尋
常
な
人
物
と
み
な

か
つ
た
か
ら
、
し
ば
ら
く
手
元
に
置
き

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
継
之
助
に

と
っ
て
は
拙
堂
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は

少
な
い
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
継
之
助
の
嘘
は
堂
々

と
し
て
い
た
。

伊
勢
の
参
詣
は
、
両
親
の
土
産
話
に

も
な
る
の
で
継
之
助
は
旅
を
急
い
だ
。

途
中
、
松
阪
城
下
を
通
っ
て
三
井
家
の

邸
宅
や
店
舗
な
ど
を
み
て
感
心
し
て
い

る
。
「其
の
構
え
、
格
別
の
事
な
り
。

繁
華
な
所
な
り
、
紀
州
領
に
て
、
御
用

金
、
辞
す
る
事
な
し
」
と
あ
る
は
三
井

財
閥
の
萌
芽
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
破

つ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ

因
み
に
河
井
継
之
助
が
戦
没
し
、
長
岡

に
金
融
シ
ス
テ
ム
が
必
要
に
な
り
銀
行

が
設
立
す
る
と
、
三
井
系
銀
行
と
連
携

を
組
ん
で
三
菱
系
銀
行
に
対
抗
し
た
と

こ
ろ
が
面
白
い
。

伊
勢
神
宮
へ
の
初
穂
料
は
百
疋
。
一

疋
を
二
十
五
文
程
度
と
す
る
と
二
千
五

百
文
。
一
分
以
上
の
金
額
だ
か
ら
少
な

く
な
い
。
初
穂
料
と
は
い
わ
ば
坊
入
金

と
い
つ
た
ら
し
い
が
四
貫
文
以
上
も
か

か
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
が
、
伊
勢

参
詣
は
お
金
が
か
か
っ
た
。
そ
れ
に
見

学
に
は
外
宮
御
師
の
縄
張
り
が
あ
っ

て
、
継
之
助
と
て
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
初
穂
料
と
口
上
を
添
え

て
美
男
の
御
師
と
出
会
い
「外
宮
」
に

参
詣
し
た
。
「遷
座
の
次
第
な
ど
、
如

何
な
る
訳
か
、
わ
か
ら
ぬ
事
な
り
」
と

は
継
之
助
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
疑
間
で
あ

っ
た
。
内
宮
二
見
の
浦
な
ど
を
見
学
の

後
、
紀
州
廻
り
で
大
坂
へ
出
よ
う
と
考

え
た
が
風
向
き
が
悪
い
た
め
に
引
き
返

し
て
い
る
。

継
之
助
が
伊
勢
参
宮
の
の
ち
登
ろ
う

と
し
た
山
が
あ
る
。
朝
熊
山
で
あ
る
。

朝
熊
山
は
古
く
か
ら
死
ん
だ
人
び
と
の

霊
が
集
ま
る
霊
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
。

「
お
伊
勢
参
ら
ば
朝
熊
を
か
け

よ
、
朝
熊
か
け
ね
ば
片
参
り
」
と
唄
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
継
之
助
は
そ
ん

な
所
へ
は
行
か
な
く
と
も
大
体
わ
か
る

と
し
て
見
学
し
な
い
と
こ
ろ
が
面
白

い
。
継
之
助
は
伊
勢
詣
で
は
し
た
が
、

迷
信
と
か
祈
祷
と
か
と
い
う
も
の
に
は

余
り
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
東
海
道
に
戻
り
、
大
名
行

列
に
出
会
う
と
バ
ラ
バ
ラ
な
行
列
、
主

君
の
駕
籠
脇
の
危
さ
や
、
小
姓
も
居
な

い
勝
手
な
行
列
、
御
伴
の
多
少
や
、

鎗
、
特
に
は
二
本
差
し
は
い
な
く
脇
差

だ
け
の
大
名
行
列
な
ど
も
各
諸
侯
の
特

色
を
眺
め
て
い
る
。

持
参
し
た
望
遠
鏡
を
使
っ
て
、
眺
め

得
た
り
。
そ
し
て
、
河
井
家
の
先
祖
が

仕
え
て
い
た
膳
所
の
近
く
を
通
過
し

て
、
京
に
入
っ
た
。
　
　
　
　
　
（稲
川
）

二
貨
主
義
は
日
本
の
貨
幣
制
度
で
あ

り
、
お
お
む
ね
関
東
や
武
家
社
会
が
金

を
使
う
の
に
比
べ
、
関
西
や
商
業
は
銀

銭
が
中
心
だ
っ
た
。
伊
勢
あ
た
り
は
ち

ょ
う
ど
金
と
銀
札
が
交
わ
る
と
こ
ろ

で
、
六
月
十
二
日
の
盆
暮
勘
定
の
際
、

清
算
が
行
わ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ

が
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
、
日
本
は
貨

幣
の
製
造
能
力
が
低
く
流
通
量
が
少
な

く
、
当
然
、
決
済
の
期
間
を
長
く
し
た

り
相
互
相
殺
す
る
こ
と
で
お
ぎ
な
っ
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
、
金
と
銀
の
相
場

は
、
ほ
ぼ
一
定
で
あ
つ
た
。
金

一
両
が
銀

六
十
四
匁
の
固
定
相
場
だ
っ
た
も
の

が
、
幕
末
に
至
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き

な
変
動
相
場
が
動
き
始
め
、
貨
幣
を
補

う
た
め
に
銀
札
を
各
藩
が
発
行
し
た

が
、
そ
の
価
値
が
た
ち
ま
ち
暴
落
し
た

の
で
あ
る
。

継
之
助
が
旅
を
し
た
安
政
六
年
は
外

国
と
の
通
商
条
約
が
締
結
し
た
直
後
で

あ
り
、
急
激
な
経
済
変
動
の
真
っ
只
中

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
変
り
様
を

津
城
下
で
継
之
助
は
、
二
人
の
庄
屋
風

体
の
者
に
聴
く
の
で
あ
る
。
「銀
札
を

金
に
引
朴
え
る
由
、
米
を

一
切
、
金
に

て
取
扱
い
、
銀
は
用
い
ず
と
。
妙
な
る

事
な
り
」
継
之
助
は
長
岡
城
下
の
商
人

が
、
西
国
の
商
人
と
銀
貨
で
取
引
を
す

る
こ
と
に
慣
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
当
然

の
も
の
と
考
え
て
い
た
し
、
銀
を
金
に

両
替
し
て
米
を
買
う
話
な
ど
も
あ
た
り

ま
え
だ
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

銀
の
暴
落
に
よ
つ
て
、
銀
札
が
通
用
で

き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
．
た

だ
、
こ
の
と
き
は
そ
う
い
う
仕
組
み
が

ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
京

。
大
坂
・

中
国

。
長
崎
を
旅
し
て
、
日
本
の
開
国

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
日
本
の
輸
出
産
業
が
充
実

し
な
い
う
ち
に
開
国
策
を
採
っ
て
し
ま

っ
た
幕
府
の
せ
い
だ
と
知
る
の
は
、
旅

の
後
半
だ
っ
た
。
た
だ
、
津
城
下
で
は

拙
堂
が
始
め
た
操
練
の
た
め
だ
っ
た

り
、
役
所
の
存
在
が
障
害
と
な
っ
て
い

る
と
疑
っ
た
り
、
紙
札
の
信
用
の
問
題

だ
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
西

国
遊
歴
の
中
で
、
継
之
助
が
日
本
の
貨

幣
制
度
の
害
を
知
る
機
会
と
な
る
。
こ

の
視
点
を
二
人
の
庄
屋
風
体
の
人
物
か

ら
知
っ
た
こ
と
が
、
山
田
方
谷
の
も
と

に
至
っ
て
経
済
の
仕
組
み
を
知
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
後
、
再
び
斎
藤
拙
堂
の
と
こ
ろ
に

行
き
会
話
を
し
た
際
に
本
音
が
で
て
し

ま
う
。
拙
堂
は

「償
は
近
く
熊
野
あ
た

り
に
湯
治
に
行
く
が
、
そ
れ
ま
で
の

間
、
津
で
勉
学
を
し
て
み
な
い
か
」
と

誘
う
が
、
継
之
助
は
思
わ
ず

「
こ
れ
よ

り
帰
路
に
上
る
」
と
答
え
て
し
ま
う
。

伊
勢
か
ら
上
る
は
京
へ
行
く
よ
う
に
受

ヽ

「塵
壺
」
を
読
む
③
し
ヽ
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西
国
遊
歴
の
旅
そ
の
一
●
バ
ネ
ル
紹
介

観
察
眼
、
方
谷
か
ら
聞
い
た
話
、
そ
し

て
意
外
な
内
面
な
ど
が
表
わ
れ
て
い
る

日
記
を
抜
粋
し
紹
介
し
て
い
る
〓
今
回

は
、
方
谷
に
出
会
っ
た
日
記
ま
で
の
中

か
ら
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
‐

六
月
■

二
霧
鋳
降
相
半
　
蒲
原

一実
に
三
島
よ
り
此
の
方
、
富
ｌｉ
の

た
め
、
女
■
の
ご
ヒ
き
小
決
断
と
な

り
、

‐１１１‐
ら
歎
息
す
．
こ
の
心
、
■
に
尽

く
し
難
―
二

富
士
山
に
登
り
た
い
が
、
悪
天
候
の

た
め
登
る
か
否
か
さ
ん
ざ
ん
迷
い
、
何

度
も

「意
を
返
し
」
、
「終
に
志
を
遂

ぐ
る
こ
と
能
わ
ず
と
覚
悟
を
極
め
」

た
。
決
め
か
ね
て
い
る
自
分
自
身
を
歎

い
て
い
る
継
之
助
の
意
外
な

一
面
が
垣

間
見
ら
れ
る
。

六
月
十
な
籟

購
　
御
油

一江
戸
の
後
炭
屋
に
走
う
　
熊
野
よ

り
出
る
処
、
最
も
菩
し
と
ム
う

一

浜
松
を
立
っ
て
出
会
っ
た
焚
炭
屋
か

ら
聞
い
た
話
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
道
中
で
出
会

っ
た
商
人
や
、
農

民
、
武
士
、
同
宿
し
た
人
な
ど
に
気
軽

に
声
を
か
け
、
受
け
入
れ
て
い
る
様
子

が

『塵
壷
』
に
度
々
出
て
く
る
。
好
奇

心
旺
盛
な
継
之
助
が
対
話
に
よ
っ
て
も

情
報
収
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｌ
層
■
困
臨
時

（片
由
）

↓義
十
の
寺
あ
り
　
出
Ｉ
Ｌ
Ｉ‥
の
薫

ち
――
　
前
に
一
本
の
占
松
ち
―，
て
、
そ

の
碑
あ
り

，一

赤
穂
で
遠
く
に
城
が
見
え
る
好
風
景

を
見
て
、
元
禄
の
時
の
江
戸
で
の
大
変

を
慮
り
、
赤
穂
藩
主
浅
野
家
の
菩
提

寺

・
花
岳
寺
に
参
詣
す
る
。
そ
の
後
、

塩
場
へ
行
き
塩
作
り
を
観
察
し
た
り
、

値
段
を
聞
い
た
り
す
る
。
継
之
助
の
経

済
に
対
す
る
強
い
関
心
が
わ
か
る
箇
所

の
一
つ
だ
。

七
用
二
十
一
日

晴
　
花
屋

「頼
母
子
の
談
出
づ
。
士
は
士
、
百

姓
は
百
姓
、
町
人
は
町
人
、
そ
れ
ぞ
れ

仲
間
の
外
、
整
く
停
止
、
改
革
の
一
な

り
と
云
わ
る
」
「財
と
文
武
と
富
国
強

兵
、
兼
ね
る
の
勢
、
兎
角
、
財
の
み
に

か
か
る
と
、
文
武
す
た
れ
る
と
山
田
の

喘
」七

月
十
六
日
夜
に
備
中
松
山
に
到
着

し
、
翌
日
方
谷
に
会
い
師
事
す
る
。
日

記
に
は
月
日
と
天
候
の
み
の
日
も
少
な

く
な
い
が
、
八
月
十
七
日
の
日
記
に

「夜
、
明
月
ｃ
先
生
よ
り
月
ド
に
咄
を

聞
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
度
々
城
下
ヘ

行
っ
て
多
忙
な
方
谷
か
ら
じ
つ
く
り
話

を
聞
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
‘

方
谷
が
藩
主
の
命
に
よ
り
江
戸
へ
上

る
こ
と
に
な
っ
た
期
間
を
利
用
し
て
、

継
之
助
は
さ
ら
に
西
へ
行
く
こ
と
と

し
、
九
月
十
八
日
、
約
ニ
カ
月
逗
留
し

た
備
中
松
山
を
後
に
す
る
．
方
谷
が
帰

郷
し
再
び
教
え
を
請
う
日
ま
で
、
継
之

助
の
諸
国
見
間
の
旅
は
続
く
．
一神
保
一

参
と
文
献

「”
市
河
井
継
之
助
日
記
』
安
藤
英
男
校
注

「河
井
継
之
助
の
足
跡
を
画
く
」
池
洋
覚
著

「河
井
継
之
助
』
稲
川
明
雄
著

二
階
展
示
室
に
ひ
と
き
わ
目
立
つ
日

本
地
図
。
継
之
助
の
遊
歴
し
た
道
筋
が

ひ
と
目
で
わ
か
る
。
安
政
五
年

（
一
人

五
八
）
の
暮
れ
、
二
回
目
の
遊
学
に
江

戸
へ
向
か
っ
た
継
之
助
。
翌
年
六
月
、

山
田
方
谷
の
も
と
で
藩
政
改
革
の
方
法

を
学
ぶ
た
め
に
備
中
松
山
を
め
ざ
す
。

さ
ら
に
中
国
、
四
国
、
九
州
ま
で
足
を

伸
ば
し
、
十
一
月
に
再
び
備
中
松
山
に

戻
る
。
そ
し
て
約
四
か
月
滞
在
し
た

後
、
山
陰
を
ま
わ
り
、
京
へ
出
、
桜
田

門
外
の
変
を
聞
く
と
急
い
で
東
海
道
を

通
っ
て
四
月
に
江
戸
藩
邸
に
帰
る
の
で

あ
る
‐
旅
の
様
子
は
、
六
月
七
日
か
ら

十
二
月
二
十
二
日
ま
で
書
か
れ
た
旅
日

記

『塵
市
』
や
、
両
親
な
ど
に
宛
て
た

書
簡
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
．
五
十
両
も
の
大
金
を
無
心
し
た
両

親

へ
報
告
を
か
ね
て
記
さ
れ
た

『座

帝
』
は
、
継
之
助
が
感
じ
た
こ
と
や
考

え
た
こ
と
な
ど
が
思
い
の
ま
ま
に
綴
ら

れ
て
、
人
間
性
が
に
じ
み
で
て
い
る
と

い
わ
れ
る
‥
ハ
ネ
ル
で
は
、
旅
先
で
の

心
象
、
経
済
の
実
態
を
知
ろ
う
と
す
る

旅先の心象を記録した
『塵壷」のパネル

IP警之助彎摯

ホームページが新しくなりました |

情報を提示するホームページから

情報を発信するホームページヘ

継之助の『蒼龍窟』から蒼い色を重視したカラー構成にしまし
た。トップページの上部、河丼継之助記念館の左横には継之助の
家紋「丸に方喰」表示し、文字の後ろの背景には蒼い龍のうろこ
をイメージした素材を使用しています。

1_lRLi tsuginosuke.net/index.php

ツイッターの導入
ツイッター上で F継之助』というキーワードを自動的に検索し、
トップベージに表示されますぜひ皆さんも

‐
継之助」についてツ

イート(投稿)してみてください |

ブログ機能の充実
新たに記念館のフログ(日 記)に コメント機能を設置しました♪行
事や記念館の様子、事務局からのお知らせを発信していきますの
で、チェックしてみてください

カレンダー機能の追加
トップヘージ下段には、記念館の予定を載せました
講座の予定や、行事も一日でわかります♪

ン貪
「

ぐイマス″

，
，

麟
，
，

・
●
●

河丼継之助記念館
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●記念館オリ
(5枚組、パッケージ付30

●河丼継之助記念館

開館 5周年記念講演会のこ案内
日時:12月 27日 (大 )午後6時 30分開演

`午
後6時間場・′午後8時終了予定)

会場 :長岡グランドホテル 悠久の間
:長 岡市東坂之 上町 卜2-1)

講師:工藤美代子氏

演題 :山本五十六の生涯と河丼継之助

●司馬遠太郎著『峠』を読む会
毎月第3月曜日 午後6時 30分～8時

●河井継之助旅日記『塵壺』を読み解く会
毎週土曜日 午後1時～3時

●今泉簿茨3:著『河井継之助簿 |』 を読む会
第2・ 4月躍日 午後1時～3時

●楽しい詩吟教室:第 1・ 3月曜日午前10時 ～11時 30分
詳細は記念館へお問い合わせください。

会報『峠」10号記念号発刊

●職員紹介
お陰様で河井継之助記念館は12月 27日で開館

5周年を迎え、会報「峠』も10号記念号発刊の

運びとなりました。これからも、会報や研修旅

行、さまざまな行事を通して、皆様との触れ合い

を大切にしていきたいと思います。そしてスタッ

フー同、継之助の人間性に触れ、学び、河井継之

助を身近に感じられる記念館を目指し、気を新た

に努めたいと思います。今後ともよろしくお願い

します。

⑦

一

一父
漉
懸
簿
旅
行

九
月
九
日
、
第
五
回
友
の
会
交
流
研

修
旅
行

〓会
津
歴
史
探
訪
一
を
開
催
し

た
．
今
春
、
赤
瓦
に
茸
き
悴
え
ら
れ
た

鶴
ヶ
城
の
見
学
や
本
光
■
で
営
ま
れ
た

長
岡
藩
士
殉
節
弔
霊
祭
へ
の
参
列
）
参

加
者
か
ら
は

『会
津
の
方
々
が
長
岡
藩

の
為
に
弔
霊
祭
を
し
て
く
れ
て
感
動
し

た
。
今
な
お
、
会
汁
藩
と
長
岡
藩
の
絆

の
強
さ
を
感
じ
る
」
と
の
声
が
聞
か
れ

た
．
会
員
同
十
又
会
津
の
方
々
と
交
流

を
深
め
る
楽
し
い
旅
行
に
な
っ
た
‘

（松
山
）

機
会
澤
覆
費
鞣
襲
維
持
に
参
加
し
て

今
回
の
会
津
旅
行
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、

私
に
と
っ
て
楽
し
く
有
意
義
な

一
日
で
し

た
。
午
前
中
の
新
装
な
っ
た
鶴
ヶ
城
見
学

は
歴
史
と
写
真
好
き
な
私
に
と
っ
て
宝
の

山
に
飛
び
込
ん
だ
様
な
気
持
ち
で
被
写
体

を
追
続
け
る
中
、
昼
食
会
と
な
り
ま
し

た
。
午
後
は
気
分

一
転
、
会
津
の
方
々
の

丁
重
な
法
要
に
感
激
、

一
四
三
年
前
此
処

会
津
の
地
で
命
を
絶
た
れ
た
長
岡
藩
士
四

十
三
名
の
無
念
を
想
い
性
佗
た
る
気
持
ち

で

一
杯
で
し
た
。
終
わ
り
に
今
回
の
企
画

を
さ
れ
た
方
々
、
又
準
備
引
率
さ
ね
た
事

務
局
の
皆
様
有
難
う
こ
ざ
い
ま
し
た
。

太
刀
川
喜
三

（長
岡
市
）

聰
鶴
鐵
子
と
入
儀
と

九
月
九
日
、
長
岡
藩
士
殉
節
弔
霊
祭
に

初
め
て
参
列
し
た
。
会
津
落
ち
の
経
緯
は

少
々
の
知
識
と
し
て
あ
っ
た
が
千
人
近
い

兵
や
家
族
を
当
時
の
会
津
人
達
は
迎
え
て

く
れ
た
。
東
北
列
藩
同
盟
は
あ
っ
た
と
は

い
ゝ
乍
ら
、

一
般
村
民
は
単
に
他
人
の

筈
ｃ
衷
れ
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の

心
根
の
暖
か
さ
が
肌
寒
い
初
秋
の
風
か
ら

守
っ
て
く
ね
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
心
は

百
四
十
数
年
間
面
々
と
紡
が
れ
て
法
要
の

引
き
出
物
は
粉
菓
子
と
い
う
伝
統
も
そ
の

ま
ゝ
に
。
人
情
は
か
く
あ
る
べ
き
と
肝
に

銘
じ
た
旅
で
あ
っ
た
。

久
保
田
哲
夫

（小
千
谷
市
）

ま
れ
び
と
　
・

之
方
か
ら
の
多
人

長岡藩士殉節之碑に墓参

鶴ヶ城をバックに記念撮影

上川正善さん (62歳 )

平成23年 9月 7日

鶴ヶ城を見学

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ｌ
③
継
之
助
の
強
さ
に
魅
か
れ
て

福
岡
か
ら
こ
家
族
で
お
越
し
の
上
川
正
善

さ
ん

⌒“
歳
）
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

来
館
の
き
っ
か
け
は
？

若
い
頃
か
ら
司
馬
遼
太
郎
の
書
籍
は
ほ
と

ん
ど
読
み
、
な
か
で
も

「峠
」
は
何
回
も
読

み
返
し
て
い
た
の
で
、
一度
来
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

フ
歳
の
時
、
陽
明
学
で
志
を
た
て
真
直
ぐ

に
進
む
強
い
心
に
魅
か
れ
ま
す
。
「峠
」
の

文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
継
之
助
が
江
戸
に
旅

立
つ
部
分
で
越
後
の
雪
深
い
イ
メ
ー
ジ
は
強

烈
で
し
た
。
相
当
強
い
志
と
情
熱
、
そ
れ
に

勉
強
家
で
商
才
も
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

館
内
を
見
て
の
感
想
は
？

「感
動
し
ま
し
た
Ｈ
」
継
之
助
の
生
ま
れ

た
の
が
も
っ
と
早
い
か
遅
い
時
代
な
ら
違
つ

て
い
た
の
か
、
談
判
の
相
手
が
二
十
代
の
若

者
で
は
な
く
経
験
豊
か
な
人
物
だ
っ
た
ら
、

ま
た
長
岡
藩
の
よ
う
な
小
藩
で
な
く
西
国
な

ど
に
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
ど
う
だ
つ
た
ろ

う
、
日
本
は
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
か

い
ろ
い
ろ
想
像
す
る
ん
で
す
が
、
彼
が
志
半

ば
で
亡
く
な
っ
た
の
は
残
念
で
す
。

上
川
さ
ん
は
司
馬
さ
ん
と
継
之
助
の
大
フ

ア
ン
だ
け
に

「息
子
が
生
ま
れ
た
ら
継
之
助

と
つ
け
よ
う
と
思
っ
て
い
た
」
と
話
さ
れ
、

実
際
、
男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
長
男
は
継
之

介

（継
之
助
の
助
で
は
な
く
介
の
字
に
）
次

男
は
司
馬
遼
太
郎
か
ら
と
っ
て
遼
太
郎
と
つ

け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
今
回
、
長
男
の
継
之

介
さ
ん
も
い
っ
し
ょ
に
来
館
さ
れ
て
お
り
、

正
善
さ
ん
は
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
長
岡
に
来

ら
れ
て
良
か
っ
た
と
笑
顔
で
話
さ
れ
ま
し

た
ｃ
　
　
　
　
　
　
　
（イ
ン
タ
ー
・―

西
―――
一

継之助像とスタツフー同

」
」
Ｐ
摩

，
ｔ
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講
演
会
報
告

二
月
に
起
き
た
束
日
本
人
震
災
で
開

催
が
危
ぶ
ま
れ
た
友
の
会
総
会
、
講
演

会
、
懇
親
会
が
四
月

一卜
三
日
に
開
催

さ
れ
た
ｃ
会
は
震
災
で
犠
牲
に
な
っ
た

方
々
へ
の
ご
冥
福
を
祈
り
黙
と
う
で
始

ま
っ
た
。

講
演
会
は
約
二
〇
〇
名
を
超
え
る
多

く
の
方
が
聴
講
さ
れ
た
　
講
師
は
週
刊

朝
日
編
集
委
員
で
あ
り

‐ｉ‐
馬
遼
太
郎
記

念
館

『遼
』
編
集
委
員
の
村
井
重
俊
氏

が

「
司
馬
遼
太
郎
を
思
う
」
と
題
し

数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
ｉ
村
井
氏

は
作
家
司
馬
遼
太
郎
氏
が

『街
道
を
ゆ

く
』
と
い
う
連
載
を
さ
れ
た
時
、
番
記

者
と
し
て
氏
が
亡
く
な
る
迄
の
六
年
間

を
担
当
さ
れ
た
．

村
井
氏
は
氏
の
大
フ
ァ
ン
で
担
当
を
言

わ
れ
た
時
は
大
変
嬉
し
か
っ
た

が
、
当

初
は
な
か
な
か
上
手
く
い
か
ず
、
段
々

慣
れ
て
く
る
と
色
々
な
事
が
見
え
て
き

た
と
い
う
こ
氏
は
面
白
い
話
が
多
く
原

稿
を
い
つ
書
い
て
い
る
か
分
か
ら
な
い

程
、
人
と
話
し
、
テ
レ
ビ
を
見
、
ま
た
話

す
、、
「た
ぶ
ん
午
前
中
の
わ
ず
か
な
時

間
に
原
稿
を
書
い
て
い
る
」
様
だ
と
気

付
い
た
こ
と
、
対
談
を
ま
と
め
た
人
の

苦
労
が
偲
ば
れ
る
松
本
清
張
氏
と
の
、

ま
る
で
果
た
し
合
い
と
思
わ
れ
る
話
や

『街
道
を
ゆ
く
』
の
挿
絵
を
、
二
十
年
も

一緒
に
し
て
い
た
ユ
ニ
ー
ク
な
須
田
剋
太

さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
時

「や
め
た
い
」
と

言
い
出
し
た
氏
の
半
い
気
持
ち
を
知

り
‐
も
う
氏
の
本
が
読
め
な
い
の
で
は

と
落
胆
し
た
が
、
奥
様
の
説
得
で
連
載

は
続
い
た
。
そ
の
時
、
奥
様
が
氏
の
仕

事
を
深
く
理
解
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た

と
い
う
。

ま
た
、
村
井
氏
は
氏
の
小
説
は
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
か
ノ
ン
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
か
と
一市

う
と

「書
く
べ
き
材
料
が
あ
り
、
そ
の

人
物
を
創
作
し
て
書
い
て
い
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
だ
が
真
の
と
こ
ろ
は
書
く
必
要

が
あ
る
か
ら
吉
く
、
書
く
べ
き
こ
と
を

書
い
て
い
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
思

う
」
と
氏
の
小
説
へ
の
思
い
も
述
べ
ら
れ

た
．
そ
し
て
最
後
に
、
長
岡
高
等
学
校

の
´
〇
〇
周
年
で
氏
が
河
井
継
之
助
を

語
っ
た

「日
本
の
歴
史
に
河
井
継
之
助

が
い
て
よ
か
っ
た
。
風
が
吹
け
ば
直
ぐ

そ
ち
ら
に
な
び
く
ら
そ
ん
な
民
族
は
信

用
で
き
な
い
，
日
本
の
歴
史
の
中
に
は

分
の
厚
さ
を
受
け
持
っ
て
い
る
人
が
い

る
．
そ
う
い
う
人
は
得
て
し
て
悲
劇
的

な
生
涯
を
辿
る
．
継
之
助
の
場
合
は
長

岡
そ
の
も
の
を
悲
劇
的
な
集
団
に
し
て

し
ま
っ
た
ｃ
そ
ん
な
目
に
遭
い
な
が
ら
も

長
岡
の
人
は
継
之
助
を
人
事
に
し
て
い

る
‐
継
之
助
一人
で
な
く
、
長
岡
全
体
が

大
き
い
の
だ
ｃ
長
岡
の
存
在
は
日
本
の

歴
史
を
分
厚
く
す
る
上
で
非
常
に
大
き

い
役
日
を
果
た
し
た
中
そ
う
い
う
感
じ

を
持
っ
た
の
で
私
は

『峠
』
を
書
い
た
」

と
氏
の
言
葉
を
紹
介
さ
れ
た
．

村
井
氏
は

「司
馬
遼
太
郎
を
思
う
」

と
い
え
ば
毎
日
思
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
仕

事
で
も
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
常

に
幸
せ
な
仕
事
を
さ
せ
て
貰
っ
て
い
る

と
話
さ
れ
て
い
た

多
く
の
フ
ア
ン
に
愛
さ
れ
て
や
ま
な

い
司
馬
氏
と
の
興
味
深
い
話
を
聴
き
、

心
温
ま
る
思
い
で
会
場
を
後
に
し
た
ｃ

（伊
佐
）

光

士

子

成

二

月

生

夫

己

盛

直

洋

眺

英

美

光

敏

勝

井

原

原

田

本

山

竹

沢

野

藤

藤

藤

前

松

松

村

吉

吉

彰

喜

希

二

樹
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あ
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村井重俊さんによる講演風景

新潟県長岡市

新潟県新潟市

新潟県新潟市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県小千谷市

新潟県十日町市

新潟県加茂市

新潟県長岡市

新 入 会 員 こ 紹 介

安 達 恵 ― 郎 新潟県長岡市

石 神   1士  高知県高知市

金子 浩―

河丼買之助

河合 保人

小林  将

坂口 謹―

(平成23年 4月 1日～平成23年 10月 31日現在 )

静岡県榛原市

:品 島県南会津郡

新潟県長岡市

‖1潟県 L.|● 市

兵庫県西宮市

新潟県長岡市

栃木県大田原市

新潟県長岡市

USA,ヽ ワイ州

神奈川県鎌倉市

新潟県新発田市
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丼上藤五郎

会員の交流や情報交換を通して継之助について親しみ、学び、記念館を応援

する会です。

●会員数/′ 正会員 :538名 /協賛会員 :57名 (10/31現在)

●特 典 工友の会会報「峠」配付

=会
員との交流 ③催事案内 参加 ④研修旅行への案内 参加

●入会手続き

(D申込書に会費を添えて、事務局へ持参。

②申込書を事務局へ送り(郵送、FAX)、 会費は銀行振込または

郵便振込で納入。(手数料は本人負担となります)

●年会費 ※会計年度は3月 3]日 まで

C正会員/(ア )小 中学生:5百円 (イ )高校生以上 12千円

0協賛会員′/一口5干円(法人の他、個人でも可)

●口座について
。加入者名/      ・口座番号/
河井継之助記念館友の会 郵便局        00560-9-96432

長岡信用金庫関東町支店 普1032829

北越銀行本店     普]764663

大光銀行本店     普3011256

第四銀行長岡営業部  普1560562

※郵便局の場合は手数料無料の払込用紙が事務局にありますのでこ利用くださしヽ。

●友の会事務局/河井継之助記念館

友の会ホームページアドレス http://tSuginOSuke.net/
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以上 31名 (アイウエオ順 敬称略 )

愛知県名古屋市 西 脇 誠 五 郎

千葉県船橋市  服 部  光 次

長野県塩尻市  早 丼  信 英
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