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河
井
継
之
助
に
期
待
す
る
も
の

河
井
継
之
助
記
念
館
友
の
会
理
事

脇

屋
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介

〓

ｆ
■

Ｐ

，
・

河
井
継
之
助
記
念
館
友
の
会
が
間
も

な
く
創
立
五
周
年
を
迎
え
ま
す
こ
と
に
、

ま
ず
会
員
の
皆
様
と
と
も
に
喜
び
た
い
と

思
い
ま
す
。
記
念
館
運
営
の
支
援
団
体
と

し
て
で
き
た
友
の
会
で
す
が
、
皆
様
の
ご

後
援
に
よ
つ
て
、
地
道
な
活
動
が
功
を
奏

し
て
、
会
員
は
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
五

百
九
十
名
を
数
え
て
い
ま
す
‐
こ
れ
は
、

河
井
継
之
助
の
藩
政
改
革
な
ど
の
業
績

に
共
鳴
し
、
そ
の
人
間
性
と
北
越
戊
辰
戦

争
時
の
活
躍
に
向
来
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
‐
ま
た
、
作
家
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の

『峠
』
に
よ
っ
て
、
越
後
長
岡
藩
家
老
の

河
井
継
之
助
の
実
像
が
日
本
史
に
照
射

さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
．

さ
て
、
昨
年

＾
月
十
一日
の
東
日
本
大

震
災
か
ら

年
を
経
過
し
、
そ
の
被
害
の

爪
跡
は
、
今
も
っ
て
私
た
ち
の
生
活
を
苦

し
め
て
い
ま
す
。
地
震
、
津
波
、
原
発
と

二
重
片
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
地
元
の
被

害
者
は
も
と
よ
り
、
日
本
各
地
に
広
が
る

放
射
能
被
害
の
怖
ろ
し
さ
は
次
第
に
脅

成
と
な
っ
て
い
ま
す

私
事
で
す
が
、
日
頃
の
業
務
、
Ｆ
Ｍ
畏

岡
の
仕
事
か
ら
こ
の
大
震
災
に
多
く
の

体
験
を
提
案
、
そ
し
て
救
援
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
ｃ
い
ち
は
や
く
東
北
の
被

災
地
に
赴
い
て
臨
時
災
害
Ｆ
Ｍ
局
を
設
立

し
、
地
死
の
人
た
ち
に
ラ
ジ
オ
放
送
か
ら

の
情
報
を
発
信
す
る
お
手
伝
い
を
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
は
鉄
外
に
登
っ

て
ア
ン
テ
ナ
を
つ
け
、
あ
る
と
き
は
素
人

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
に
、
ラ
ジ
オ

放
送
の
手
ほ
ど
き
を
し
、
ま
た
行
政
と
か

け
あ
っ
た
り
し
て
災
害
放
送
の
役
割
を
啓

家
し
て
き
ま
し
た
．

災
害
情
報
は
、
案
外
、
被
災
者
に
は
伝

わ
ら
ず
、
被
災
者
を
孤
立
さ
せ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
唯
一詳
細
で
地
元

情
報
を
も
た
ら
す
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の
効
用

は
、
被
災
者
に
向
け
て
の
必
要
な
情
報
発

信
を
発
揮
で
き
た
と
思
い
ま
す
．
そ
う
い

っ
た
お
手
伝
い
が
で
き
た
だ
け
で
も
、
私

は
自
分
の
仕
事
に
誇
り
を
感
じ
た
次
第

で
す
．）

河
井
継
之
助
は
北
越
戊
辰
戦
争
の
際

に
情
報
不
足
で
は
な
か
つ
た
か
と
い
う
研

究
者
が
お
ら
れ
ま
す
。
当
時
は
、
今
の
よ

う
に
政
局
を
地
方
で
探
知
す
る
術
は
連

絡
役
が
通
報
す
る
か
、
書
状
を
飛
脚
な
ど

で
伝
達
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

政
局
の
分
析
は
、
そ
う
い
っ
た
細
々
と
し

た
不
確
実
な
情
報
を
も
っ
て
高
い
見
識
で

分
析
し
、
決
断
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。

河
井
継
之
助
を
頂
点
と
す
る
長
岡
藩

士
ら
の
情
報
源
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
‥
個
人
的
に
鑑
み

る
と
、
長
岡
藩
も
他
の
藩
も
同
様
な
も
の

で
あ
っ
た
の
に
、
長
岡
藩
だ
け
が
開
戦
の

決
断
を
し
た
の
は
、
情
報
よ
り
も
別
の
意

志
が
あ
つ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
長
岡
藩
の
政
治
的
立
場
や
歴
史
風
土

の
問
題
で
す
．

話
を
も
と
に
戻
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代

の
長
岡
藩
の
情
減
量
と
い
う
も
の
は
、
凄

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
（．
侍
は
勿
論
で
す
が
、
町
人
も
三
度
飛

脚
と
称
し
、
各
商
家
お
抱
え
の
江
戸
、
大

阪
を
往
復
し
た
人
た
ち
が
い
た
と
あ
り

ま
す
。
長
岡
江
戸
間
を
三
日
で
到
達
し
て

し
ま
う
シ
ス
テ
ム
は
、
長
岡
繁
栄
の
原
点

で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
河
井
継
之
助
は
慶
応
四
年

二
月
に
江
戸
か
Ｌ
帰
る
と
、
孤
立
主
義
を

と
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
何
か
、
私
は
事

情
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
日
本

経
済
は
混
迷
を
き
わ
め
て
い
ま
す
が
、
幕

末
当
時
の
日
本
も
政
局
、
経
済
と
も
に
行

き
詰
っ
て
い
ま
し
た
、
そ
ん
な
中
で
、
河

井
継
之
助
だ
け
が
長
岡
藩
の
未
来
に
夢

を
与
え
て
い
ま
す
ぃ
今
、
そ
の
河
井
継
之

助
の
再
登
場
を
願
い
、
日
本
を
幸
福
に
み

ち
た
国
に
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

脇
屋
雄
介
（わ
き
や
ゆ
う
す
け
）
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和

２１
年

（１
９
４
６
）
長
岡
市

生
ま
れ
。
日
本
電
信
電

話
公
社

（現
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）
勤
務
を
経

て
、
長
岡
移
動
電
話
シ

ス
テ
ム
を
設
立

。
現
在

Ｆ
Ｍ
な
が
お
か
代
表

取
締

役
社

長
。
Ｊ
Ｃ
Ｂ
Ａ
顧

問
理

事

。
Ｊ
Ｃ
Ｂ
Ａ
信

越

地

区
協

議

会
会

長
。
新
し
く
高

信
頼

防
災

ラ
ジ
オ
を
世

に
送
り
出

し
、
今

回
の
東

日
本

大

震
災

に
お

い
て
、
臨
時

災

害
放

送
局
の
開
局
を
支
援

。

六
月
卜
八
日
か
ら
十
一
月
―
八
日

ま
で

『ま
ち
な
か
周
遊

。
ま
ち
な
か

偉
人
館
め
ぐ
り
」
と
い
う
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
．
河
井
継

之
助
記
念
館
、
山
本
五
卜
六
記
念
館

ほ
か
、
指
定
さ
れ
た
長
岡
市
内
に
あ

る
記
念
館
、
五
ヶ
所
の
ス
タ
ン
プ
を

集
め
な
が
ら
散
策
し
て
回
る
と
い
う

も
の
で
す
。
ち
な
み
に
当
館
で
は
か

な
り
可
愛
く
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
継

之
助
の
似
顔
絵
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ

れ
ま
し
た
じ

回

っ
て
来
ら
れ
た
方
の
中
に
は

「長
岡
出
身
で
こ
ん
な
に
立
派
な
人

が
い
た
な
ん
て
、
勉
強
不
足
だ
つ
た

わ
ぁ
」
と
継
之
助
だ
け
で
な
く
長
岡

の
偉
人
を
再
認
識
で
き
た
と
民
敬
を

も
っ
て
、
誇
ら
し
げ
に
話
さ
れ
て
い

た
方
も
い
ま
し
た
こ
ま
た

「建
物
は

知

っ
て
い
ま
し
た
が
、
人
つ
た
こ
と

が
な
い
」
そ
ん
な
方
に
足
を
運
ん
で

頂
く
き

っ
か
け
に
も
な

っ
た
様
で

す
。一

昨
年
か
ら
期
間
限
定
で
行
わ
れ

て
い
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
］
少
し
で

も
多
く
の
方
に
、
故
郷
長
岡
の
歴
史

や
文
化
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
先
人
を

『も
っ
と
学
び
た
い
―
』
の
興
味
心

に
、
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
が
出
来
た

ら
嬉
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す

一松
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司
馬
遼
太
郎
の
『峠
』
に
は
登
場
し

ま
せ
ん
が
、
北
越
戊
辰
戦
争
の
発
端
に

か
か
わ
る
重
要
な
峠
が
小
千
谷
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
名
を
雪
峠
と
い
い
、
小
千

谷
か
ら
中
魚
沼
の
十
日
町
に
行
く
難
所

と
し
て
も
著
名
で
し
た
。

雪
峠
の
由
来
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
地
形
か
ら
雪
の
季
節
に
越
え
る

に
は
難
儀
な
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た

名
称
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
雪
峠
は

信
濃
川
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
あ
り
、

そ
の
麓
に
芋
坂
、
段
丘
上
に
池
ヶ
原
集

落
が
あ
り
ま
す
。

慶
応
四
年

（
一
八
六
六
）
閏

四
月
二
十
六
日
に
、
そ
の
雪
峠

に
東
山
先
鋒
総
督
府
軍
に
属
す

る
信
州
松
代
藩
兵
が
さ
し
か
か

る
と
、
峠
を
守
っ
て
い
た
会
津

藩
兵
、
衝
鉾
隊
士
ら
と
交
戦
し

た
の
が
雪
峠
の
戦
い
で
す
。

閏
四
月
二
十
六
日
と
い
え
ば
、
小
千

谷
談
判
の
五
日
前
で
長
岡
藩
も
去
就
を

決
め
か
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
い

ま
で
い
え
ば
、
六
月
の
梅
雨
の
頃
で
し

た
か
ら
、
雨
も
降
り
雲
も
重
く
垂
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。

津
藩
が
構
築
し
た
砲
陣
地
が
か
す
か
に

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
旧
道
の
藪
の

中
に
あ
り
、
雪
峠
が
古
戦
場
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
唯
一
の
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
新
道
の
脇
に
「北
越
戊

辰
戦
争
発
端
の
地
」
の
石
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
雪
峠
の
戦
い
の
砲
声
は
、
越
後

長
岡
城
ド
に
聞
え
て
長
岡
藩
兵
は
臨
戦

体
制
に
入
り
ま
す
の
四
月
ニ
ト
六
日
夕

刻
、
中
島
兵
学
所
に
藩
兵
が
召
集
さ
れ

て
、
南
方
の
藩
境
に
出
陣
を
命
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
雪
峠
は
長
岡
藩
に
と
っ
て

も
運
命
を
決
す
る
重
要
な
峠
で
あ
っ
た

と
い
え
ま
し
ょ
う
ｃ　
　
　
　
　
一稲
川
一

で
感
動
し
ま
し
た
。
（雪
国
の
人
に
は
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
が
）

●
来
館
の
き
っ
か
け
と
感
想

駅
の
観
光
案
内
所
で
近
く
て
気
軽
に
立
ち

寄
れ
る
所
と
い
う
こ
と
で
、
河
丼
継
之
助
記

念
館
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

継
之
助
の
こ
と
は
司
馬
さ
ん
の

『峠
』
を

読
み
漠
然
と
し
た
印
象
を
持
っ
て
い
ま
し
た

が
詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
館
内

を
ガ
イ
ド
の
方
と
ま
わ
り
、
特
に
歎
願
書
の

展
示
な
ど
の
説
明
を
聞
い
た
こ
と
で
継
之
助

の
人
間
像
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
継
之
助

は
人
間
的
に
は
立
派
だ
と
思
う
が
、
戦
争
に

よ
っ
て
多
く
の
犠
牲
者
が
で
た
こ
と
を
考
え

る
と
指
揮
官
と
し
て
は
ど
う
な
の
か
な
…
と

少
し
複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
長
岡
も
成
辰
戦
争
な
ど
に
よ
り

お
城
を
焼
失
し
て
い
ま
す
が
、
前
橋
に
も
幕

末
ま
で

「関
東
の
華
」
と
う
た
わ
れ
た
前
橋

城
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
土
塁
の
一部
が
残

っ
て
い
る
だ
け
で
本
丸
な
ど
跡
形
も
な
い
と

こ
ろ
は
長
岡
と
同
じ
で
す
。
も
う
少
し
形
と

し
て
残
っ
て
い
ね
ば
と
思
う
と
残
念
で
す
。

（イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
西
川
）

西 吉谷

司
Ｌ
ｒ
ｒ
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雪峠

′

ヽ

′

雪峠石碑

当
時
の
戦
闘
は
互
い
に
大
砲
を
街
道

上
に
据
え
て
、
相
手
側
陣
地
に
打
ち
込

ん
で
か
ら
切
り
込
む
と
い
う
戦
法
を
と

っ
て
い
ま
し
た
。
松
代
藩
兵
が
衝
鉾
隊

の
士
官
桃
沢
某
に
斬
ら
れ
る
と
、
戦
闘

は
一気
に
過
熱
し
て
突
撃
や
退
却
を
繰

り
返
す
一
進
一
退
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
両
軍
と
も
に
、
当
時
と
し
て
は
最

新
鋭
の
大
砲
と
小
銃
を
互
い
に
打
ち
合

い
、
砲
声
、
銃
声
は
越
後
の
空
に
こ
だ

ま
し
て
住
民
た
ち
を
震
え
上
が
ら
せ
て

い
ま
す
。

松
代
藩
兵
は
、
始
め
ニ
コ
小
隊
ほ
ど

の
陣
容
で
し
た
か
ら
、
た
ち
ま
ち
戦
闘

は
膠
着
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
、

薩
摩
。
長
州
藩
兵
が
駆
け
つ
け
て
松
代

藩
兵
を
応
援
し
て
か
ら
戦
局
は
次
第
に

東
山
道
軍
の
方
に
有
利
に
傾
い
て
い
き

ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
山
の
下
に
い
た
薩

摩
・
長
州
藩
兵
ら
の
勇
敢
さ
は
、
勇
猛

な
会
津
藩
兵
ら
を
小
千
谷
に
撤
退
さ
せ

て
い
ま
す
。
い
ま
、
そ
の
雪
峠
に
は
会

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ｌ
③

雪
景
色
を
見
に

群
馬
県
か
ら
お
越
し
の
島
岡
利
昭
さ
ん

は
、
「群
馬
泉
」
と
い
う
お
酒
の
蔵
元
さ
ん

で
祖
先
の
方
は
新
潟
県
上
越
市
の
出
身
と
の

こ
と
。
今
回
杜
氏
の
中
に
長
岡
市
小
国
町
の

方
が
お
ら
れ
、
そ
の
方
の
帰
省
に
伴
い
前
か

ら
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
雪
景
色
を
見
に
長

岡
に
来
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

●
長
岡
の
印
象
は

今
年
は
例
年
に
な
い
大
雪
だ
そ
う
で
す

が
、
太
田
市
で
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

雪
が
降
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
県
境
を
こ
え
て

一面
の
雪
景
色
を
見
た
時
に
は
と
て
も
奇
麗

ん (69歳 )

ま
れ
ひ
レ
一　
・

之
方
か
ら
の
多
人

信濃川
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・3)会報 峠/西国遊歴 そのニ パネル紹介

西
国
遊
歴

そ
の
二
●パネル紹介

前
回
に
引
き
続
き
、
パ
ネ
ル
で
紹
介

し
て
い
る
継
之
助
自
著
の
日
記

『塵
壺
』

や
手
紙
の
う
ち
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ

て
み
る
。

皆
萩
の
持
な
り
。
広
大
な
る
事
な
り
。

札
も
格
別
宜
し
、
中
国
・
西
国
は
銀
札

に
て
政
事
の
善
悪
も
思
わ
る
る
様
な

り
」茶

屋
の
者
と
の
話
で
長
府
で
は

一博

突
は
厳
禁
」
で
、
犯
す
者
も
見
物
人
も

相
当
の
罰
を
受
け
る
が

「近
頃
は
す
る

者
な
し
」
と
知
る
。
ま
た
、
高
札
に
書
か

れ
て
い
た
文
言
や
銀
札
に
関
心
を
持
つ
。

十
月
四
日
　
晴
　
（佐
賀
）

「神
埼
と
云
う
処
に
て
蓑
を
買
う
。

松
山
へ
帰
る
迄
、
一度
も
用
い
ず
、
数
百

里
を
負
い
馬
鹿
ら
し
き
、
限
り
な
し
。
軍

の
時
で
も
着
る
の
か
な
ど
、
独
笑
し
て

荷
居
る
。
昼
頃
、
佐
賀
へ
着
く
。
兼
ね
て

聞
く
、
ア
ン
シ
ャ
ロ
を
見
る
」

佐
賀
城
下
で
反
射
炉
の
内
部
見
学
を

希
望
す
る
が
、
手
続
き
が
必
要
な
た
め

断
念
。
し
か
し
、
反
射
炉
で
造
っ
た
大
筒

の
船
積
み
を
ち
ょ
う
ど
見
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
見
事
な
出
来
栄
え
に
感
心
す

る
ｃま

た
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
蓑
は
、

方
谷
の
家
で
大
切
に
保
管
さ
れ
、
後
に

山
田
家
か
ら
牧
野
子
爵
家
を
通
し
て
長

岡
市
の
悠
久
山
に
あ
る
蒼
柴
神
社
で
所

蔵
さ
れ
、
現
在
当
記
念
館
で
展
示
し
て

い
る
。

十
月
十
七
日
　
曇
　
（長
崎
）

「長
崎
逗
留
中
は
合
わ
せ
て
記
す
。

通
詞
と
懇
意
に
な
る
事
は
、
皆
、
秋
月
の

取
り
持
ち
な
り
。
観
光
丸
へ
行
き
し
事

も
、
ま
た
然
り
。
カ
ピ
タ
ン
部
屋
を
見

る
。
其
の
奇
麗
、
更
に
別
世
界
な
り
。
長

ヽ

崎
に
は
、
実
に
長
く
居
り
た
く
思
う
。

東
北
の
山
へ
行
く
。
唐
寺
二
間
を
見
る
。

一
間
は
、
門
の
額
に
、
聖
福
禅
寺
と
あ

る
」長

崎
に
は
十
三
日
間
滞
在
す
る
。
備

中
松
山
で
出
会
っ
た
会
津
藩
士
・
秋
月

悌
次
郎
と
再
会
し
、
彼
の
案
内
で
唐
館

や
蘭
館
、
幕
府
艦
の
観
光
丸
な
ど
の
見

間
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
状
況
に
関

し
て
も
、
町
中
を
回
り
買
い
物
を
し
た

り
商
品
を
見
た
り
物
の
値
段
を
聞
い
た

り
し
て
観
察
し
て
い
る
。
商
売
交
易
の

地
。長
崎
で
、
外
来
の
文
明
や
唐
人
、
西

洋
人
に
接
し
探
究
す
る
こ
と
で
、
さ
ら

に
知
識
、
見
聞
を
広
め
る
こ
と
に
な
つ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
残
っ
て
い
る
継

之
助
の
肖
像
写
真
は
こ
の
地
で
撮
影
さ

れ
た
も
の
だ
。

十
月
二
十
日
　
朝
晴
　
（学
料
）

「精
神
を
養
い
、
胸
中
、
手
足
に
心
を
用

う
。
予
云
う
、
生
物
じ
り
一番
悪
し
」

島
原
半
島
の
大
江
か
ら
船
で
対
岸
の

熊
本
に
行
く
際
、
大
嵐
に
あ
つ
て
遭
難

し
か
か
る
。
継
之
助
は
船
酔
い
で
手
足

が
動
か
な
く
な
る
が
、
「憂
て
も
詮
無
き

事
な
り
」
と
開
き
直
っ
て
、
精
神
を
安
定

さ
せ
寝
て
し
ま
お
う
と
横
に
な
る
。
日

記
に
は
自
分
の
精
神
状
況
を
鋭
く
分
析

し
て
記
し
て
お
り
、
危
機
に
直
面
し
て

も
動
じ
な
い
継
之
助
の
豪
胆
さ
、
冷
静

さ
を
す
ご
く
感
じ
る
。

十
二
月
六
日

「道
中
記
行
、
考
え
記
し
、
漸
く
終
わ

る
。
何
も
用
の
あ
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、

他
日
、
御
両
親
様
へ
御
咄
の
つ
も
り
と
、

思
付
き
し
事
を
記
す
の
な
」

十
一
月
三
日
に
備
中
松
山
に
到
着
。

江
戸
か
ら
帰
郷
し
た
方
谷
の
も
と
で
再

び
談
論
生
活
に
入
る
が
、
そ
の
間
、
日
記

は
天
候
の
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

安
政
六
年

（
一人
五
九
）
六
月
七
日
か
ら

始
ま
っ
た

『塵
壺
』
は
「十
二
月
二
十
二

日
夜
、
終
る
」
と
い
う
一文
で
閉
じ
ら
れ

て
い
る
。

年
が
明
け
三
月
に
備
中
松
山
を
立

ち
、
そ
の
後
の
行
動
は
万
延
元
年

（
一八

六
〇
）
四
月
十
八
日
に
書
か
れ
た
両
親

宛
て
の
書
簡
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
山
陰
を
通
り
、
出
雲
大
社
を
参

拝
し
、
途
中
城
崎
温
泉
に
立
ち
寄
っ
て

い
る
。
そ
し
て
小
浜
か
ら
内
陸
に
は
い

り
、
間
三
月
二
十
七
日
「京
を
立
つ
。
ま

た
大
津
を
通
り
、
東
海
道
へ
心
を
決

す
。
元
来
、
京
坂
よ
り
紀
州
路
迄
も
と

志
は
御
座
候
得
ど
も
、
江
戸
の
変
よ

り
、
京
都
始
、
甚
だ
む
ず
か
し
き
」
と
あ

る
よ
う
に
、
江
戸
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

縦
約
八
セ
ン
チ
×
横
約
十
七
セ
ン
チ

の
旅
日
記

『塵
壺
』
、
両
親
へ
宛
て
た
書

簡
は
当
館
で
展
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
毎

週
土
曜
日
に
「塵
壺
を
読
み
解
く
会
」

を
開
催
し
、
継
之
助
の
文
字
、
文
章
に

触
れ
、
人
間
性
・考
え
方
・行
動
な
ど
を

参
加
者
全
員
で
自
由
に
意
見
を
出
し

合
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
（神
保
）

参
考
文
献

『座
壷

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
澤
寛
著

『河
井
継
之
助
』
稲
川
明
雄
著

面
白
い
。
ま
た
こ
の
日
の
日
記
に
は
地
元

の
人
に
「三
島
よ
り
広
島
へ
の
御
飛
脚

か
」
と
尋
ね
ら
れ
、
「お
か
し
く
思
い
け

る
」
と
あ
る
。
飛
脚
に
見
間
違
え
ら
れ
る

ほ
ど
の
健
脚
ぶ
り
が
わ
か
る
。

九
月
二
十
七
日
　
晴
　
（宮
市
）

「こ
の
夜
は
じ
め
て
蜜
柑
を
食
す
」

宮
市

（防
府
市
内
）
宿
泊
の
際

″は
じ

め
て
″
食
べ
た
蜜
柑
。
感
想
も
な
い
端
的

な
一文
に
継
之
助
の
思
い
を
想
像
し
て
み

る
ｃ

九
月
二
十
九
日
　
晴

（長
府
）

「長
府
に
宿
す
。
こ
の
辺
り
の
島
々
は

九
月
二
十
三
日
　
晴
　
（四
日
市
）

「路
は
す
こ
ぶ
る
遠
く
、
往
来
は
さ
み

し
く
、
山
道
故
、
退
屈
に
思
う
。
安
芸
は

あ
き
た
り
と
た
わ
む
れ
」

原
文
を
見
る
と
余
白
に
小
さ
な
文
字

で
だ
じ
や
れ
を
書
き
入
れ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
あ
え
て
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
継
之
助
の
茶
目
つ
気
が
感
じ
ら
れ
て

旅先の心象を記録した
『塵壺』のパネルと蓑
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会報 峠/河井継之助はどういう人物' 
“

｀

か
つ
て
、
継
之
助
を
知
る
人
は
、
そ
の

行
跡
を
評
し
て
、
風
雲
児
だ
と
か
、
奇

傑
、
は
た
ま
た
北
越
の
蒼
龍
と
呼
ん
だ
。

正
し
く
は
蒼
龍
窟
と
号
し
た
の
だ
が
、

四
十
一歳
の
臨
終
に
あ
た
っ
て
も
、
幼
名

を
使
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
う
評
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
行
儀
は
至
っ

て
、
時
代
の
な
か
に
超
然
と
生
き
た
人

物
で
あ
る
。

幕
末
動
乱
期
に
お
け
る
若
者
の
力
は

明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
た
。
活
躍
し
た

若
者
た
ち
の
多
く
に
は
、
勤
皇
と
か
攘

夷
と
か
、
志
士
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た

が
、
河
井
継
之
助
に
は
そ
の
よ
う
な
煙

め
き
は
な
い
ｃ
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ
た
草

芥
の
勤
皇
志
士
を
醒
め
た
限
で
み
つ
め

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
史
に
お
い
て
、

河
井
継
之
助
と
い
う
地
方
の
政
治
家

・

軍
政
家
の
名
が
残
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。

坂
本
龍
馬
や
高
杉
晋
作
ら
が
、
幕
藩

体
制
の
枠
を
超
え
て
政
治

・
経
済
活
動

を
実
行
し
て
日
本
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ

た
が
、
河
井
継
之
助
は
長
岡
藩
と
い
う

範
疇
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、
ひ
と
り
の
藩

士
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
，
そ
れ
も
戦

傷
が
も
と
で
、
非
業
な
最
期
を
遂
げ

た
。
藩
政
改
革
を
商
ｌｉ
人
の
感
覚
で
、

ンヽ

武
士
の
心
で
断
行
し
た
と
い
う
が
、
そ

う
い
う
矛
盾
を
、
い
と
も
簡
単
に
許
容

で
き
る
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、

継
之
助
は
も
の
ご
と
の
矛
盾
を
み
つ
け

る
と
、
人
間
の
道
理
と
い
う
仕
分
け
で
見

事
に
解
決
し
て
ゆ
く
と
い
う
特
技
を
持

っ
て
い
た
。
そ
れ
も
実
行
・実
践
を
伴
っ

た
良
知

（陽
明
学
）
の
精
神
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
、
排
斥
を

う
け
た
り
し
た
。
苦
難
の
道
を
乗
り
越

え
て
き
た
努
力
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
が

妙
に
現
代
に
生
き
る
人
間
に
共
鳴
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

継
之
助
の
語
録
に
「な
く
て
は
成
ら

ぬ
人
と
な
れ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

社
会
に
お
い
て
、
人
間
の
役
割
と
は
何

だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
継
之
助

は
坂
本
龍
馬
と
同
様
に

「本
を
さ
か
さ

ま
に
し
て
読
む
」
癖
が
あ
っ
た
と
い
う

が
、
も
の
ご
と
の
本
質
を
見
つ
け
出
す
に

は
、
そ
う
い
っ
た
読
み
方
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。栃

尾
の
荷
頃
の
薬
師
峠
の
戦
い
で
、

「人
が
高
い
所
と
い
う
な
ら
、
お
れ
は
一

番
低
い
所
を
取
っ
て
み
せ
よ
う
か
」
と
い

っ
て
参
謀
役
を
驚
愕
さ
せ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
案
外
、
常
識
と
い
う
殻
を

破
っ
た
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
遊

学
の
久
敬
舎
に
あ
つ
た
際

「人
の
世
に

生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
苦
し
い
こ

と
も
、
嬉
し
い
こ
と
も
、
色
々
あ
る
も
の

だ
。
そ
の
苦
し
い
こ
と
と
い
う
も
の
に
、

耐
え
な
け
れ
ば
忠
孝
だ
の
、
節
義
だ
の
、

国
家
の
経
綸
だ
の
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

到
底
、
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
」
と
諭
し
た
と
あ
る
が
、
人
間
の
本
当

の
苦
し
み
を
知
っ
て
い
た
人
物
だ
と
す

る
と
聖
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
、
継
之
助
の
語
録
に
つ
ぎ
の
よ

う
な
も
の
も
あ
る
。
「辛
苦
難
難
を
楽

し
み
に
変
え
る
と
い
う
の
は
聖
人
の
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
た
だ
苦
し
ん
で
す
る

の
で
は
、
自
分
自
身
の
考
え
方
も
本
に

お
け
ば
、
一
分
の
仕
合
せ

（幸
せ
）
も
あ

る
も
の
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
異
体
の
知
れ
な
い
魅
力
を
持
っ
て

い
る
。
た
ぶ
ん
、
感
性
に
お
い
て
、
時
代

を
越
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
が

て
、
近
代
日
本
が
苦
悩
す
る
矛
盾
を
、

封
建
の
末
期
に
あ
た
っ
て
予
測
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「無
理
に
は
使
わ
ず
、
快
く
承
知
さ

せ
て
、
使
う
も
の
も
、
使
わ
る
る
も
の
も

互
に
愉
快
に
仕
事
す
る
の
が
得
」
と
公

言
し
て
部
下
を
改
革
の
た
め
に
邁
進
さ

せ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
も
あ
っ
た
。

ス
イ
ス
人
の
フ
ァ
ー
ブ
ル
・
ブ
ラ

ン
ト
や
プ
ロ
シ
ャ
人
の
エ
ネ
ワ
ー

ド

・
ス
ネ
ル
と
懇
意
に
な
る
の
も
、

西
国
遊
学
の
旅
を
終
え
た
こ
ろ
か
ら

ら
し
い
が
、
日
時
ま
で
問
わ
れ
る
と

定
か
で
な
い
。

今
泉
鐸
次
郎
著
の

『河
井
継
之
助

停
』
に
は
ブ
ラ
ン
ト
の
館
に
居
候
を

決
め
こ
む
継
之
助
が

「火
の
用
心
」

の
夜
廻
り
を
す
る
条
が
出
て
く
る
。

継
之
助
は
藩
の
公
用
で
、
江
戸
、
長

岡
間
を
何
度
も
往
復
し
た
が
、
そ
の

間
、
江
戸
在
府
の
際
、
閑
が
で
き
る

と
横
浜
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。

文
久

・
元
治

・
慶
応
と
続
く
幕
末

動
乱
期
に
、
攘
夷
運
動
が
高
ま
る
世

間
を
余
所
目
に
、
新
し
い
時
代
の
息

吹
き
を
い
ち
は
や
く
横
浜
に
求
め
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
好
奇
心
が
継
之

助
の
世
界
観
を
変
化
さ
せ
、
ガ
ト
リ

ン
グ
砲
や
新
式
元
込
銃
を
買
い
込
む

仕
儀
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ガ
ト
リ
ン
グ
砲
を
買
い
込
ん
で
み

た
も
の
の
、
操
作
は
英
文
で
書
か
れ

た
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
の
よ
う
な
も
の
が

付
い
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
を
英
語
が
読
め
る
藩
士
に
解
読

さ
せ
て
、
足
軽
で
も
、
と
び
き
り
頭

脳
の
持
ち
主
た
ち
を
集
め
て
担
当
に

さ
せ
て
い
る
。
も
っ
と
も
弾
丸
が
少

な
く
試
射
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
新
政
府
軍
が
信
濃
川
を
奇
襲

渡
河
し
、
長
岡
城
に
迫
っ
た
際
、
み

ず
か
ら
操
作
し
て
、
轟
然
と
発
射
し
て

河
　

蔽゙”

猥̈
t

陽
を
視
る

河
井
継
之
助
が
江
戸
を
引
き
あ
げ
る

慶
応
四

（
一
人
六
八
）
三
月
、
ス
イ
ス

人
の
フ
ァ
ー
ブ
ル
・
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
日

本
に
輸
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
ガ
ト
リ
ン

グ
砲
二
門
を
購
入
し
て
い
る
。
価
は
一

門
三
千
両
だ
っ
た
が
、
コ
ル
ト
社
の
一

八
六
五
年
製
の
ガ
ト
リ
ン
グ
砲
は
当

時
、
世
界
有
数
の
新
兵
器
だ
っ
た
か

ら
、
も
の
凄
い
も
の
を
買
い
入
れ
た
こ

と
に
な
る
ｃ

ガ
ト
リ
ン
グ
砲
は
元
込
め
で
、
連

発
。
弾
丸
も
直
径
半
イ
ン
チ

（
一
イ
ン

チ
と
い
う
説
も
あ
る
）
で
砲
身
は
六
穴

な
い
し
十
穴
の
最
新
機
関
砲
で
あ
る
。

購
入
の
キ
ッ
カ
ケ
は
、
か
つ
て
横
浜
の

フ
ァ
ー
ブ
ル
・
ブ
ラ
ン
ト
の
百
七
十
五

番
館
に
通
い
つ
め
た
継
之
助
が
、
新

奇
物
好
き
だ

つ
た
に
よ
る
。
本
当

は
、
近
付
く
兵
火
に
、
越
後
の
小
藩

が
怒
涛
の
如
く
押
し
寄
せ
る
新
政
府

軍
に
い
か
に
立
ち
向
か
う
か
が
、
購

入
の
動
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

近
代
戦
争
は
火
力
が
も
の
を
い

う
。
そ
れ
を
使
う
指
揮
者
も
凡
庸
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
学
習
を
、
継
之
助
は
開

港
間
も
な
い
横
浜
で
見
聞
し
た
。
最

初
は
開
港
間
も
な
い
安
政
六

（
一
八

五
九
）
年
六
月
に
横
浜
を
見
学
し
て

か
ら
、
ど
う
も
、
と
り
こ
に
な
っ
た

ら
し
い
。
そ
れ
に
同
年
秋
に
長
崎
に

十
日
余
り
滞
在
し
て
い
る
。

t
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い
る
ｃ

た
ぶ
ん
、
戦
況
の
良
し
悪
し
よ
り

も
、
ガ
ト
リ
ン
グ
砲
を
操
作
で
き
た
こ

と
に
深
い
感
動
を
憶
え
た
の
か
も
し
れ

な
い
．

長
岡
落
城
後
、
一
円
の
ガ
ト
リ
ン
グ

砲
の
行
先
は
杏
と
し
て
不
明
で
あ
る
。

退
却
の
際
、
堀
に
投
げ
込
ん
だ
と
も
、

遠
く
八
十
里
越
え
を
し
、
大
沼
に
没
し

た
と
い
う
風
聞
も
あ
る
が
、
い
ま
だ
に

そ
の
形
骸
が
明
ら
か
で
な
い
。

越
後
の
小
藩
が
、
怒
涛
の
如
く
押
し

寄
せ
て
く
る
敵
に
対
し
、
ど
う
し
た
ら

対
等
な
外
交
戦
略
を
立
て
ら
れ
る
か
が

家
老
と
し
て
の
河
井
継
之
助
の
器
で
あ

っ
た
。
丘
（力
に
お
い
て
長
岡
藩
の
劣
勢

「塵
壺
」
を
読
む

西
日
遊
学
で
は
、
種
々
な
人
物
と
出

会
っ
て
い
る
。
伊
勢
の
津
で
出
会
っ
た

こう
か

贅
牙
と
号
し
た
土
居
幾
之
助
に
は
度
肝

を
抜
か
さ
れ
た
ら
し
い
。
汁
藩
士
神
吉

某
の
案
内
で
藩
校
有
造
館
を
訪
間
し
た

の
が
安
政
六
年
六
月
一
十
　
日
。
藩
校

か
ら
土
居
を
訪
ね
た
。
「神
古
の
案
内

に
て
学
校

（有
造
館
）
を
見
、
入
用
之

所
計
り
に
て
、
格
方
ｌｒｌｌ
白
、
夫
よ
り
土

井
を
訪
、
奇
人
也
」
と

『塵
市
』
に
あ

る
．
季
節
は
夏
。
旧
暦
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
裸
体
で
書
を
書
い
て
い
た
ら
し

い
。
そ
こ
に
継
之
助
が
訪
問
し
た
逸
話

が

『河
井
継
之
助
件
』
に
あ
る
．

」

は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
と
す
れ
ば
一

挺
で
百
人
以
上
の
働
き
を
す
る
兵
器
を

備
え
ね
ば
、
対
等
の
交
渉
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
と
、
継
之
助
は
考
え
た
の
だ
。

継
之
助
は
よ
く
王
陽
明
の
詩
を
回
誦

し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
な
か
に
、

物
情
の
向
背
を
洞
し
て

そ
の
機
を
握
り

陰
陽
の
消
光
を
察
し
て

そ
の
運
に
乗
ず

と
い
う
の
が
あ
る
。
戦
機

・
勝
機
は
何

で
判
断
を
す

に
問
う

「
継
之
助
の
訪
へ
る
を
見
て
、
勿

慢
、
座
を
立
ち
、
衣
を
着
け
ん
と
す
。

継
之
助
を
見
て
、
先
生
、
其
の
儀
に
及

び
ま
せ
ぬ
と
い
ふ
言
下
、
贅
牙
は
顧
み

て
、
夫
な
ら
、
己
の
書
た
も
の
を
貰
っ

て
呉
れ
る
積
り
か
と
反
問
せ
り
。
間
、

既
に
奇
な
り
、
答
え
、
量
、
奇
な
ら
ざ

る
を
得
ん
や
、
継
之
助
、
言
に
応
じ

て
、
私
は
ま
だ
人
か
ら
字
な
ん
ぞ
書
て

貰
っ
た
こ
と
は
無
い
が
、
然
し
下
さ
る

な
ら
戴
き
ま
せ
う
か
と
対
ふ
。
斯
て
、

一
礼
終
り
し
後
、
継
之
助
卒
爾
と
し

て
、
私
は
先
生
か
ら
叱
つ
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
参
り
ま
し
た
と
言
ひ
出
し

た
る
に
、
贅
牙
は
暫
く
、
其
顔
を
見
詰

め
た
る
後
、
何
だ
、
人
の
言
ふ
こ
と
を

聞
き
そ
う
も
無
い
顔
し
て
い
る
癖
に
と

い
へ
ば
、
継
之
助
も
そ
う
そ
ん
な
に
人

の
言
ふ
こ
と
を
聞
か
ぬ
が
、
然
し
聞
く

や
う
な
こ
と
な
ら
聞
き
ま
せ
う
と
応

じ
、
是
よ
り
談
論
を
移
し
て
辞
し
帰
れ

り
と
い
ふ
」
と
あ
る
。

土
居
と
は
そ
の
後
、
交
遊
が
あ
っ
た

こ
と
が
、
備
中
松
山
か
ら
土
居
に
宛
て

た
書
簡
な
ど
が
あ
る
が
内
容
は
不
明
で

あ
る
。
そ
の
土
居
が
奇
人
で
あ
る
こ
と

に
面
目
躍
如
の
話
で
あ
る
。
贅
牙
は
幼

少
か
ら
多
病
で
、
い
く
度
も
死
に
か
か

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
び
に
養

生
に
努
め
、
儒
学
者
の
家
に
生
ま
れ
た

本
分
を
尽
す
た
め
読
書
を
し
て
乗
り
切

っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「読
ま
ん
と
欲
す
る
書
は
、
い
ま
だ
読

み
尽
さ
ぬ
、
敢
て
長
寿
を
望
む
に
あ
ら

ず
、
敢
て
名
誉
を
求
む
る
で
も
な
い
」

境
地
に
達
し
た
か
ら
、
奇
人
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

伊
勢
の
学
者
で
奥
田
三
角
と
い
う
も

の
が
い
た
が
、
彼
は
三
角
形
の
家
を
造

っ
て
満
溢
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対

し
て
土
居
贅
牙
は
、
七
面
堂
と
三
角
堂

を
建
て
た
と
い
う
。
越
後
が
生
ん
だ
碩

学
市
島
春
城
の
『藝
苑
一
夕
話
』
に
七

面
堂
・
三
角
堂
の
言
い
訳
が
載
っ
て
い

る
。

「
虚
名
の
た
め
に
教
へ
を
請
ふ
も

の
、
詩
文
書
画
な
ど
を
請
ふ
も
の
が
、

日
増
に
多
く
な
っ
て
、
こ
れ
を
拒
む
こ

ヽヽ

と
が
出
来
ぬ
。
か
く
あ
っ
て
は
病
身
の

上
に
老
と
衰
と
が
ま
す
ま
す
加
は
っ
て

来
て
、
到
底
遣
り
切
れ
ぬ
。
こ
こ
に
お

い
て
、
七
面
堂
を
作
る
事
を
思
ひ
立
っ

た
と
い
ふ
て
い
る
。

七
面
堂
は
世
事
を
避
け
ん
た
め
の
城

廓
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
、
七
角
堂
で

あ
る
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ

に
こ
の
堂
の
特
色
と
も
い
ふ
べ
き
は
、

七
面
共
に
壁
を
厚
く
塗
っ
て
戸
牌
も
設

け
ず
、
転
窓
も
作
ら
ず
、
空
気
も
通
ら

ず
、
日
光
も
入
ら
ず
、
堂
中
真
黒
闇
で

あ
る
の
一事
だ
。
こ
の
中
に
座
す
れ
ば
、

日
に
賭
る
と
こ
ろ
な
く
、
耳
に
聴
く
と

こ
ろ
な
く
、
心
に
思
ふ
と
こ
ろ
な
く
、

こ
こ
に
始
め
て
完
く
閑
を
得
る
の
で
あ

る
。
世
事
を
避
け
て
、
一
息
の
命
を
保

つ
道
は
、
只
、
こ
の
堂
に
入
り
て
静
座

す
る
の
外
は
な
い
」
と
土
居
が
説
明
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
継
之
助
も
土
居

を
た
ず
ね
た
際
、
書
を
懇
う
輩
の
一
人

と
み
ら
れ
、
便
所
に
か
け
込
み
な
が
ら

も
継
之
助
に
一書
を
与
え
た
話
は
著
名

だ
が
、
土
居
と
腹
臓
な
く
話
し
合
う
機

会
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
因

み
に
七
面
堂
の
片
わ
ら
に
土
居
幾
之
助

は
三
角
堂
を
た
て
て
い
る
が
、
そ
の
意

を
贅
牙
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。

「
荀
し
く
も
人
生
、
命
を
天
に
享

け
、
呼
吸
の
あ
る
限
り
、
絶
対
に
交
際

を
拒
む
事
は
出
来
ぬ
。
三
角
堂
は
そ
れ

が
た
め
で
、
堂
中
室
を
三
つ
に
画
し
、

各
々
別
種
の
客
を
引
く
や
う
に
し
て
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
一画
を
君
父
、
師
長
、

承
恩
の
人
に
接
す
る
所
と
し
、
一
面
を

親
族
、
骨
肉
、
旧
識
、
僚
友
と
交
は
る

所
と
し
、
他
の
一面
を
文
雅
、
風
流
、
技

芸
の
人
と
接
す
る
所
と
し
た
と
い
ふ
」

安
政
六
年
七
月
七
日
、
継
之
助
は
両

親
宛
に
書
状
を
認
め
て
い
る
。
西
国
遊

学
に
旅
立
っ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
一
か

月
前
。
そ
の
間
、
旅
の
途
中
で
見
聞
し

た
様
々
な
こ
と
を
両
親
に
知
ら
せ
る
書

状
で
あ
っ
た
。

書
状
は
、
京
。
大
坂
に
し
ば
ら
く
滞

留
し
、
備
中
松
山
へ
旅
立
つ
朝
に
し
た

た
め
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
旅
日
記

『塵
壺
』
か
ら
、
大

略
、
書
き
写
し
て
い
る
が
、
多
少
、
表

現
の
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
末
尾
に

「松
山
行
之
季
候
」
と
あ
る
か
ら
、
松

山
の
山
田
方
谷
の
と
こ
ろ
へ
勇
躍
向
う

継
之
助
の
心
持
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
状
に
は
新
し
い
発
見
が
あ

る
。
旅
日
記

『塵
壺
』
に
な
い
記
述
で

あ
る
。
た
と
え
ば
京
都
・
大
坂
の
名
所

旧
蹟
の
見
学
箇
所
や
感
想
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

父
の
代
右
衛
門
は
京
都
詰
を
体
験
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
十
代
藩
主
牧
野
忠

雅
が
京
都
所
司
代
職
に
あ
っ
た
際
、
随

伴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
風
流
人
の

父
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
公
務
の
間

に
社
寺
・
旧
跡
の
見
学
は
欠
さ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
継
之
助
が
自
ら

見
物
し
た
と
こ
ろ
を
書
き
送
っ
て
い

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（稲
川
）
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河
井
継
之
助
記
念
館
友
の
会
理
事
と
し
て
、
友
の
会
を
支
え
て
く
れ
る
猪
本
爾
六
さ

ん
。
美
術
に
造
詣
が
深
く
、
特
に
櫛
・
箸
・
子
供
の
着
物
に
詳
し
い
長
岡
の
美
術
集
団

「風
羅
会
」
の
研
究
家
で
す
。
今
回
は
そ
ん
な
猪
本
さ
ん
か
ら
、
継
之
助
に
魅
か
れ
た

き
っ
か
け
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
何
い
ま
し
た
。

人
生
は
ド
ラ
マ
だ

ア
イ
キ
ト
ラ
イ

店
主
　
猪
本

爾
六
さ
ん
■
１

）

Ｑ
・
河
井
継
之
助
と
の
出
会
い
は
？

子
供
の
頃
か
ら
、
長
岡
市
富
島
町
生

ま
れ
の
父
か
ら
河
井
継
之
助
の
色
々
な

話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
．
父
は
河
井
総

督
と
言
っ
て
い
ま
し
た
，

祖
母
は
八
丁
沖
の
ほ
と
り
の
福
島
生

ま
れ
で
、
人
黒
の
戦
い
の
時
に
西
軍
が

大
砲
を
打
つ
と
、
赤
熊
を
付
け
た
男
が

「
お
み
し
ゃ
ん
達
も
関
の
声
を
上
げ

よ
」
と
舌
う
の
で
、
村
人
は
大
砲
を
打

つ
た
び
に
ワ
ァ
ー
と
……
っ
た
．′
そ
の
内

に
鉄
砲
の
弾
が
飛
ん
で
来
る
の
で
、
蓑

を
着
て
逃
げ
出
し
た
等
と
聞
か
せ
て
く

れ
ま
し
た
。
そ
の
様
な
話
を
聞
い
て
、

住
む
な
ら
長
岡
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
店
を
二
十
四
歳
で
開
業
し

た
頃
、
古
道
具
店
に
は
、
戊
辰
関
係
の

資
料
が
色
々
と
有
っ
た
も
の
で
す
。

Ｑ
・資
料
を
集
め
る
き
っ
か
け
は
？

牧
野
忠
精
の
雨
龍
、
継
之
助
、
病

翁
、
雪
城
等
の
書
画
類
が
売
り
に
出
て

い
ま
し
た
。
一
度
帯
刀
竹
塘
の
書
も
見

ま
し
た
が
あ
の
頃
は
安
か
っ
た
で
す
。

安
い
と
言
っ
て
も
、
こ
ち
ら
も
金
も
無

く
持
っ
て
い
る
人
か
ら
見
せ
て
貰
っ
て

宮路騒動に詠んだ河井継之助の書をバックに

お
り
ま
し
た
。
そ
の
人
達
も
、
年
を
取

っ
た
し
公
共
に
寄
付
し
て
う
や
む
や
に

な
る
よ
り
も
、
あ
な
た
な
ら
ば
大
事
に

し
て
く
れ
る
と
い
う
訳
で
頂
い
た
物
が

こ
れ
ら
の
品
物
で
す
。

遠
縁
に
高
橋
竹
介
が
お
り
ま
し
て
、

甥
の
高
橋
虎
さ
ん
よ
り
継
之
助
の
使
用

し
た
遠
眼
鏡
と
絶
筆
の
漢
詩
を
頂
き
ま

し
た
ｃ

Ｑ
・
資
料
を
通
し
て
の
思
い
出
は
？

中
沢
の
専
行
寺
の
本
堂
で
、
傷
付
い

て
寝
て
い
た
長
岡
藩
士
を
西
軍
が
切
り

殺
し
た
跡
が
あ
る
と
言
う
の
で
、
畳
を

入
れ
替
え
る
時
に
探
し
に
行
き
ま
し

た
。
畳
の
へ
り
か
ら
流
れ
た
血
の
跡
が

床
板
に
、
畳
の
形
通
り
黒
く
し
み
が
付

い
て
い
ま
し
た
。
先
年
床
を
張
り
替
え

る
時
、
そ
の
部
分
だ
け
は
残
し
て
欲
し

い
と
お
願
い
に
行
き
下
か
ら
補
強
し
て

無
事
残
り
ま
し
た
．

住
職
の
■
、
本
村
円
解
さ
ん
は
そ
れ

を
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ｃ
明
治
十
年

西
南
戦
争
に
行
き
、
十

年
近
衛
兵
の

反
乱
、
竹
橋
事
件
で
首
謀
者
の
一
人
に

な
っ
て
い
ま
す
ｃ
県
内
か
ら
は
他
に

一

人
い
ま
し
て
、
そ
の
内
の
一
人
で
見
附

出
身
、
高
橋
竹
四
郎
の
遺
族
を
私
が
見

つ
け
ま
し
た
ｃ

首
謀
者
五
十
五
名
は
、
東
京
の
越
中

島
で
銃
殺
さ
れ
間
に
非
っ
た
の
で
す

が
、
百
年
後
に
沢
地
久
枝
さ
ん
が

「火

は
わ
が
胸
中
に
在
り
」
を
出
版
さ
れ
、

そ
れ
以
来
四
十
年
近
く
付
き
合
い
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
．

Ｑ
・他
に
エ
ビ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
か
？

三
二
条
市
吉
野
屋
の
土
蔵
の
床
下
に
、

西
軍
が
置
い
て
行
っ
た
大
砲
が
一門
あ
っ

た
の
で
す
が
、
会
津
が

持
っ
て
行
き
鶴
ヶ
城
に

有
り
ま
す
。
科
博
の
館

長

の
小
柴
五
郎
さ
ん

が
、
返
し
て
く
れ
と
言

っ
た
の
で
す
が
、
返
し
て

く
れ
な
い
と
口
惜
し
が

っ
て
お
り
ま
し
た
。
長

生
橋
の
上
流
に
一
門
埋

ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
い
ぶ

上
流
に
行
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
。

ま
た
、
歴
史
読
本
の

企
画
で
作
家
の
早
乙
女

貢
さ
ん
と
八
十
里
越
え

を
し
た
事
が
有
り
ま
す
。
物
書
き
は
足

弱
で
、
三
十
分
も
す
る
と
足
は
マ
メ
だ

ら
け
。
枝
を
拾
っ
て
付
き
な
が
ら
ま
る

で
落
人
の
様
で
し
た
。

Ｑ
・
資
料
の
発
見
は
？

朝
日
山
で
戦
死
し
た
松
下
村
塾
の
俊

才
、
時
山
直
八
の
書
を
東
京
で
見
つ
け

ま
し
た
。

明
治
の
頃
は
有
名
だ
っ
た
の
で
す

が
、
フ
オ
シ
ョ
ン
一
缶
位
の
値
段
で
し

た
。
作
家
の
安
藤
英
男
さ
ん
も
、
時
々

私
の
家
に
来
ま
し
た
。
根
岸
練
次
郎
の

近
所
に
住
ん
で
お
り
、
根
岸
千
代
子
さ

ん
の
兄
満
さ
ん
と
友
達
で
し
た
。
明
治

に
な
っ
て
、
小
千
谷
の
慈
眼
寺
で
根
岸

練
次
郎
と
岩
村
精

一郎
が
出
席
し
て
法

要
が
有
っ
た
時
、
喧
嘩
別
れ
を
し
た
そ

う
で
す
。
練
次
郎
の
気
持
ち
は
わ
か
る

気
が
し
ま
す
が
、
明
治
政
府
の
顕
官
と

な
っ
た
西
軍
の
指
導
者
達
は
、
岩
村

一

人
を
悪
者
に
し
て
責
任
を
回
避
し
た
の

で
は
な
い
か
、
山
縣
有
朋
や
木
戸
孝
允

は
岩
村
を
罵
っ
て

「き
ょ
ろ
ま

（軽
率

で
無
思
慮
と
言
う
長
州
の
方
言
）
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
山
縣

。
木
戸
は
果
た

し
て
の
の
し
る
だ
け
の
資
格
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
馴
も
舌
に
及
ば
ず
。

（イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
写
真
　
松
山
）

猪
本
爾
六
（い
の
も
と
じ
ろ
く
）プ
ロ
フ
ィ
！
ル

１
９
４
０
年
燕
市

（吉
田
町
）
に
生
ま
れ
る
。主
に
横
浜
・東

京
上
京
都
を
西
行
。合
気
道
養
神
館
に
内
弟
子
に
入
り
、
三

段
。神
道
夢
想
流
杖
道
三
段
。長
岡
杖
道
会
会
長
、
県
杖
道
部

副
会
長
。京
都
祇
園

「萬
常
」
越
後
会
会
長
。ア
イ
キ
ド
ラ
イ

店
主
。継
之
助
の
子
孫
・根
岸
千
代
子
さ
ん
（米
国
在
住
）
と

は
三
十
年
来
の
交
流
。座
右
の
銘
『審
思
篤
之
行
」

し

山田方谷に会いに行く 品川宿より両親への手紙
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河
丼
継
之
助
没
後
百
四
十
四
年
祭
法
要

会
員
の
声

「会
員
の
声
」
大
募
集
―

り
来
た
り
右
往
左
往
す
る
河
丼
さ
ん
に
親

し
み
を
感
じ
ま
す
。
旅
の
途
上
の
旧
所
名

跡
、
神
社
仏
閣
、
物
産
、
流
通
な
ど
に
興
味

を
持
ち
よ
く
勉
強
さ
れ
て
い
る
の
に
驚
き

ま
す
。
武
士
で
あ
り
な
が
ら
、
特
に
経
済
に

関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
経
済
感

覚
、
セ
ン
ス
の
良
さ
を
感
じ
ま
す
。
河
丼
さ

ん
に
関
す
る
著
書
の
著
者
に
銀
行
出
身
者

を
見
受
け
ら
れ
る
の
は
何
か
共
感
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
よ
う
か
。
と
に
か
く
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に
興
味
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ

ね
の
核
心
を
掴
む
洞
察
力
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
現
在
で
も
決
し
て
古
さ
を
感
じ
ま

せ
ん
。
私
自
身
は
不
勉
強
で
す
が
、
仲
間
の

皆
さ
ん
の
話
を
聞
く
の
を
楽
し
み
に
参
加

し
て
お
り
ま
す
。
気
軽
に
何
で
も
間
け
る
お

お
ら
か
な
会
で
す
の
で
楽
し
み
に
出
掛
け

て
お
り
ま
す
。
　
―
松
川
　
勇

（長
岡
市
）

「会
員
の
欝
』
大
募
集
―

原
稿
は
三
百
字
以
内

（題
名
、
氏
名
は
字
数

外
）
、
事
務
局
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
投

稿
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
卜
月
九
日
、
秋
晴
れ

の
中
、
河
井
継
之
助
没
後
百
四
卜
四
年

祭
法
要
が
、
当
会
の
主
催
で
書
提
寺
の

栄
凍
寺
で
営
ま
れ
た
。

祭
壇
に
は
寺
院
が
所
有
す
る
継
之
助

の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
、
長
岡
藩
卜
七

代
藩
主

・
牧
野
忠
昌
氏
が
祭
主
を
務
め

ら
れ

「西
軍
の
不
当
な
要
求
に
も
屈
せ

ず
、
ま
た
藩
政
改
革
も
成
果
を
上
げ
始

め
た
中
で
の
戦
死
は
無
念
だ
っ
た
だ
ろ

う
」
と
祭
文
を
読
み
上
げ
ら
れ
た
っ

間
も
な
く
住
職
の
読
経
が
始
ま
り
県

●
法
要
に
参
加
し
て

河
井
さ
ん
の
命
日
で
あ
る
慶
応
四
年
八

月
十
六
日
は
西
暦
に
換
算
す
る
と
十
月
一日

に
当
た
り
ま
す
。
空
の
高
さ
や
青
さ
、
空
気

の
爽
や
か
さ
、
風
の
冷
た
さ
。
「そ
の
日
」

は
ど
ん
な
だ
っ
た
だ
ろ
う
？
　
河
丼
さ
ん

が
最
後
に
見
た
空
は
ど
ん
な
色
を
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
？
　
何
を
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
？

〈フ
の
私
に
は
、
あ
れ
こ
れ
と
想
像
す

る
こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん
が
、
戊
辰
の
当
時

に
思
い
を
馳
せ
る
厳
か
な
時
間
を
、
栄
涼
寺

の
本
堂
と
河
丼
さ
ん
の
お
墓
の
前
で
、
静
か

に
過
こ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―
岡
村
律
子

（中
魚
沼
郡
津
南
町
）

内
・
外
か
ら
の
参
列
者
が
次
々
に
焼
呑

し
た
。
そ
の
後
河
井
家
遺
族
を
代
表
し

八
代
目
当
主
・
河
井
弘
安
氏
が

「百
四

十
年
以
上
経
っ
た
現
在
も
、
継
之
助
が

皆
様
に
慕
わ
れ
て
光
栄
に
思
い
ま
す
」

と
話
さ
れ
た
。
法
要
後
、
継
之
助
の
菓

前
に
偉
業
を
偲
び
参
列
者
全
員
で
手
を

合
わ
せ
た
。
　
　
　
　
　
　
（伊
佐
一

●
法
要
に
参
列
し
て

去
る
十
月
九
日
、
こ
の
時
期
に
し
て
は

少
々
暑
気
を
感
じ
る
陽
気
で
し
た
が
、
栄
凛

寺
で
執
り
行
な
わ
れ
た
百
四
十
四
年
祭
法

要
に
参
列
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
歴
代

長
岡
藩
主
や
幕
末
維
新
を
生
き
た
藩
士
た

ち
の
墓
所
を
訪
ね
、
合
掌
い
た
し
ま
し
た
。

今
、
我
々
が
手
に
し
て
い
る
平
和
は
、
河
丼

総
督
や
山
本
元
師
の
願
い
が
結
実
し
た
と

の
見
方
も
で
き
ま
す
。
私
た
ち
は
今
後
も
平

和
を
守
る
努
力
を
し
、
国
際
社
会
に
そ
の
尊

さ
を
発
信
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。

―
野
村
昌
弘

（栃
木
県
佐
野
市
）

●
知
行
含
一

社
業
に
お
い
て
自
分
を
変
え
る
た
め
名

古
屋
で
来
年
４０
周
年
を
迎
え
る
経
営
者
の

研
修
塾
に
入
塾
し
ま
し
た
。
塾
の
柱
と
な
る

精
神
に

「知
行
合
一」
が
あ
り
、
教
本
と
し

て
司
馬
遼
太
郎
の

「峠
」
を
塾
生
全
員
が
読

み
ま
す
。
二
年
生
の
夏
に
毎
年
同
期
塾
３
～

４
塾

（＝
ク
ラ
ス
）
総
勢
約
２
０
０
名
の
塾

生
が
慈
眼
寺
、
開
戦
決
意
の
前
島
神
社
へ
参

り
ま
す
。
こ
れ
を

「長
岡
研
修
」
と
称
し
て

お
り
、
前
島
の
地
で
各
塾
の
代
表
が
並
々
な

ら
ぬ
決
意
を
述
べ
ま
す
。
そ
の
前
段
階
で

「峠
研
修
」
と
称
す
る
研
修
が
あ
り
、
何
事

に
も
ブ
レ
ず
に
自
身
の
考
え
を
貫
き
通
す

河
丼
継
之
助
の
精
神
を
学
び
ま
す
。
自
塾

の
研
修
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ま
ず
墓
前
に
挨

拶
し
に
行
こ
う
と
昨
年
夏
長
岡
を
訪
れ
ま

し
た
。
よ
り
深
く
知
る
た
め
の
入
会
で
す
。

―
河
含
保
人

（愛
知
県
名
古
屋
市
）

●
河
丼
継
之
助
と
山
本
五
十
六

私
は
幼
少
の
頃
、
お
ぼ
ろ
げ
に
祖
母
が
河

丼
さ
ま
の
こ
と
、
米
百
俵
の
こ
と
を
話
し
て

く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
当
時
明
治

生
ま
れ
の
男
の
年
輩
の
人
達
は
何
時
も
宮

軍
と
言
わ
ず
薩
長
の
ヤ
ツ
ラ
と
呼
び
捨
て

に
し
て
い
ま
し
た
。
長
岡
藩
は
賊
軍
で
は
な

い
ぞ
！
と
く
や
し
そ
う
に
語
っ
て
い
ま
し

た
。
後
年
山
本
帯
刀
家
が
恩
赦
で
復
興
し
た

た
め
後
継
に
高
野
五
十
六
海
軍
少
佐
が
継

ぎ
ま
し
た
。
高
野
五
十
六
は
こ
の
名
門
山
本

家
を
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
長
岡
藩
の
運
命
を

自
覚
し
て
生
涯
を
送
っ
た
こ
と
で
す
。

―
三
條
和
男

（東
京
都
武
蔵
村
山
市
）

●
塵
壺
を
読
む
会
に
参
加
中

河
丼
さ
ん
の
旅
の
あ
と
を
お
っ
て
歩
き
始

め
て
、
塵
壺
全
体
の
３
分
の
２
位
の
と
こ
に

来
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（途
中
か

ら
の
参
加
で
す
）
巷
間
伝
わ
っ
て
い
る
剛
毅

の
河
丼
さ
ん
で
な
く
、
富
士
山
登
る
か
、
止

め
る
か
、
雲
行
き
を
気
に
し
て
道
を
行
っ
た

7 会報 峠/会員の声・他

●記念館オリジナルポストカード販売中 !

(5枚組、パッケージ付300円 )郵送も承ります。.

・ニ

法要後墓前に参る

祭文を読まれる牧野忠昌氏

●ヽi“
‐‐■●` .

■■

●司馬逮太郎著『峠』を読む会
毎月第3月曜日 午後6時30分～8時

●河丼継之助旅日記『塵壺』を読み解く会 :冒罰圃調|

毎週土曜日 午後1時～3時

●今泉鐸次郎著『河丼継之助博』を読む会
第 2・ 4月曜日 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。

記念館日誌 某月某日

記念館には、市内外の小 中学生が校外字習で見

学に来ます。ガトリング砲に興味津々で動かしてい

る子、ガイドさんの説明を熱心に聞いている子

等 …様々ですが、郷土の先人の教えを学ぼうと懸

命にメモを取っている姿は微笑ましいものです。

ある日、自由見学の時間に熱心に銅像を見ていた

少年。おもむろに自分の眼鏡を継之助像にかけて

「意外と似合うじゃん」と一言。一瞬みんなが顔を

見合せた後、御茶目な行動に大爆笑でした。継之助

の伊達姿が、子供には身近に映つたのかもしれませ

んね。                 (雙 田)

一　
轟整

膨
磁喘
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河
井
継
之
助
記
念
館

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
ガ
イ
ド
の
会
・活
動
報
告

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
ガ
イ
ド
の
会
会
長

戸
松
　
茂
樹

客
様
の
希
望
す
る
時
間
内
に
ガ
イ
ド
が

終
わ
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
越

後
長
岡
ひ
な
も
の
が
た
り
の
期
間
中
は

ガ
イ
ド
の
会
よ
り
お
菓
子
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
て
い
ま
す
。
一
生
懸
命
ガ
イ
ド
を

す
る
と
必
ず
お
客
様
に
伝
わ
り
ま
す
．

お
客
様
と
会
話
の
キ
ャ
ツ
チ
ボ
ー
ル
を

し
な
が
ら
ガ
イ
ド
を
す
る
の
は
楽
し
い

も
の
で
す
。
「分
か
り
や
す
く
て
、
と

っ
て
も
楽
し
か
っ
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
」
と
言
わ
れ
た
と
き
は

ガ
イ
ド
冥
利
に
尽
き
ま
す
。

毎
月
第
三
月
曜
日
に
ガ
イ
ド
の
会
の

定
例
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
来
月
の
ガ

イ
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
決
定
。
メ
ン
バ

ー
に
よ
る
ガ
イ
ド
の
実
践
。
お
互
い
の

ガ
イ
ド
の
や
り
方
、
考
え
方
を
知
る
よ

い
機
会
で
す
．
自
分
の
ガ
イ
ド
に
も
役

立
ち
ま
す
。
館
長
に
よ
る
河
井
継
之
助

や
長
岡
藩
の
お
話
は
と
て
も
楽
し
い
内

容
で
す
．
楽
し
み
な
が
ら
知
識
が
増
え

て
い
き
ま
す
．

年
に

度
、
河
井
継
之
助
に
関
す
る

史
跡
を
め
ぐ
る
日
帰
り
研
修
会
も
行
っ

て
い
ま
す
．
現
地
を
訪
ね
る
こ
と
で
初

め
て
理
解
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
．

河
井
継
之
助
を
も
っ
と
深
く
知
る
大
切

な
研
修
で
す
こ

ガ
イ
ド
の
会
は
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し

て
い
ま
す
‥

緒
に
河
井
継
之
助
の
魅

力
を
ガ
イ
ド
し
ま
せ
ん
か
。
河
井
継
之

助
に
阻
（味
の
あ
る
方
、
ガ
イ
ド
を
し
て

み
た
い
方
は
ぜ
ひ
河
井
継
之
助
記
念
館

に
ご
一報
く
だ
さ
い
じ

編
集
後
記

●
雪
国
の
風
物
詩
と
も
言
え
る
冬
化

粧
も
、
本

番
の
到
来
と
共
に
見
納
め

を
迎
え
つ
つ
あ
る
中
、
皆
様
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
‐
桜
舞
う
本
は

心
躍
る
季
節
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時

に
米
竹
有
の
人
震
災
か
ら
‐――．
く
も

年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す

被

害
に
あ
わ
れ
た
皆
様
に
は
謹
ん
で
お

見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す

体

．番
、

と
…――１１
う
と
や
は
り
幕
末
を
疾
風
の
如

く
駆
け
抜
け
た
、
か
の
斉
絶
術
を
紡

彿
と
さ
せ
ま
す
が
、
春
の
思
吹
Ｌ
暖

か
な
太
陽
の
日
差
し
が
人
々
に
希
望

と
生
き
る
力
を
与
え
る
様
に
、
か
つ
て

激
動
の
時
代
に
翻
井
さ
れ
な
が
ら
も
＾

途
に
己
の
意
志
を
貫
き
長
岡
の
民
を

導
い
た
河
井
継
之
助
の
生
き
様
が
、

少
し
で
も
こ
の
混
迷
の
時
代
を
生
き

抜
く
為
の
道
標
と
な
れ
ば
と
順
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
．
本
年
度
も
ど
う

か
当
館
と
友
の
会
を
■
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
．́　
　
　
　
　
　
札
Ⅲ

河
井
継
之
助
記
念
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
の
会

（以
下
ガ
イ
ド
の
会
）
の

メ
ン
バ
ー
は
九
名

（う
ち
女
性

一
名
）

で
す
。
主
な
活
動
は
――
曜

・
日
曜

・
祝

日
及
び
長
岡
ま
つ
り
に
河
井
継
之
助
記

念
館
に
来
館
さ
れ
、
案
内
を
希
望
さ
れ

た
お
客
様
に
ガ
イ
ド
を
し
ま
す
）́
午
前

と
午
後
メ
ン
バ
ー
は
交
代
し
ま
す
。
毎

月
各
メ
ン
バ
ー
は
一
～

＾
回
ガ
イ
ド
を

し
ま
す
。

ガ
イ
ド
の
会
の
特
徴
は
ガ
イ
ド
マ
ニ

ュ
ア
ル
が
な
い
こ
と
で
す
　
各
自
が
勉

強
し
た
こ
と
を
も
と
に
ガ
イ
ド
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
五
年
前
ガ
イ
ド
の
会
が

〓

蒻
鷺
１

，

で
き
た
と
き
か
ら
の
特
徴
で
す
。
メ
ン

バ
ー
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
自
由
に
ガ
イ
ド
を
し
て
い
ま

す
。
展
示
物
の
ガ
イ
ド
の
ほ
か
に
、
河

井
継
之
助
物
語
を
語
る
よ
う
に
ガ
イ
ド

を
す
る
人
。
藩
政
改
革
を
重
点
的
に
ガ

イ
ド
す
る
人
。
戊
辰
戦
争
を
中
心
に
ガ

イ
ド
す
る
人
。
継
之
助
の
生
き
方
を
ガ

イ
ド
す
る
人
。
毎
回
自
分
で
テ
ー
マ
を

変
え
て
ガ
イ
ド
す
る
人
。
な
ど
様
々
で

す
。メ

ン
バ
ー
が
一
番
心
が
け
て
い
る
こ

と
は

「
お
も
て
な
し
の
心
」
を
持
っ
て

ガ
イ
ド
を
す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
お

ガイ ドをする戸松茂樹さん

ガイ ドの会の定例会風景

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 :519名 /´協賛会員 :62名 (2/]5現在)

●特 典/①友の会会報「峠」配付
2会■との■.11[||■ 事案内 参川」 .4F■ 釘「 行への案内 ■1[|

●入会手続き

■,申込書に会費を添えて、事務局へ持参.

‐3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つます)

●年会費 米会計年度は3月 3]日まで
lI会員

`(ア
1'|ヽ  中.7生

ib百 1]|(イ 1局 |:■ l-1112「 円
2協賛会曇 -115T引 (・■人の他、1日

|、

「
t■ l

●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 郵使局        00560-9--96432

長岡信用金庫間贄コ更店 普]032829

北越銀行本店     普1764663

大光銀行不店     普3011256

第四銀行長岡営業膏「  普1560562

来郵便局の弓
=‐

g手
I夫 l工無料の払込用紙をヽ事務弓|こ あ|■ ,すので二千1」 ●:く ださい_

●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/

(平成 23年 11月 1日～平成 24年 2月 15日現在 )

東京都八王子市 いリアルフォーチュン 東京都渋谷区

新潟市中央区  渡 違  信 夫 新潟県長岡市

東京都小平市

埼玉県さいたま市  以上10名 (アイウエオ順 敬称略)

新入会員

石塚 淑子

入澤 紀子

多‖1  稔
千葉 俊祐

こ 紹 介

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

岩手県盛岡市

原山 紀夫

山田  清

山近 義幸

吉野 泰雄
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