
1 会報 峠/世代を愛し、郷上の歴史を繋ぐ

ヤ
′

，

　

ヽ
つ

咆
世
代
を
愛
し
、
郷
土
の
歴
史
を
繋
ぐ

越
後
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｉ
Ｍ
Ａ
倶
楽
部

（え
ち
ご
―，
ょ
う
ま
く
ら
ぶ
）

感
謝
を
い
た
し
て
お
り
ま
す

千
桜
塾
開
催
の
初
期
に
、
ま
ず
私

た
ち
は
河
井
継
之
助
と

「常
在
戦
場

の
精
神
」
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
，
常

在
戦
場
は
駅
前
大
手
通
で

「米
百
俵

の
精
神

一
と
推
ん
で
掲
げ
ら
れ
、
対

外
的
に
も
誇
る
べ
き
ｋ
岡
独
自
の
精

神
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
‐

般
的
に
は
ま
だ
あ
ま
―，
親
し
み
の
あ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
私
た
ち

は
千
桜
塾
で
の
学
び
か
ら
常
在
戦
場

の
趣
意
を

一
先
ず

一常
に
時
代
の
変

化
に
備
え
る
」
と
解
釈
し
て
お
り
ま

す
〓
手
探
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
皆

が
各
々
の
生
活
に
な
ぞ
ら
え
て
そ
れ

を
語
り
合
う
の
も
大
変
に
ｌｒｌ‐
白
い
も

の
で
す
。
あ
る
者
は
何
事
に
も
常
に

当
事
者
意
識
を
持
つ
こ
と
だ
と
し
、

ま
た
あ
る
者
は
、
常
に
家
族
の
傍
ら

に
在
っ
て
愛
し
護
る
こ
と
だ
と
語
り

ま
し
た
。
こ
の
様
に
、
同
郷
の
先
人
の

足
跡
を
身
近
か
ら
順
に
理
解
し
て
行

く
こ
と
で
、
や
が
て
は
郷
■
史
伝
承

の
担
い
手
と
し
て
も
、
史
実
に
よ
り

深
く
分
け
入
つ
て
行
く
人
材
が
現
れ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
．

郷
土
史
を
学
び
、
ま
た
楽
し
む
中

で
、
私
た
ち
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
先
人
た
ち
の
文
脈
を
確
か
に

引
く
こ
と
で
す
。
こ
の
先
の
郷
土
史

教
育
に
、
ま
た
は
歴
史
観
光
に
活
か

す
に
し
て
も
、
根
元
を
知
ら
ず
に
は

有
用
な
も
の
に
は
成
り
得
ま
せ
ん
ｉ

平
成
一
卜
五
年
の
会
津
藩
公
行
列
で

は
、
越
後
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｉ
Ｍ
Ａ
倶
楽
部
も

長
岡
銃
士
隊
に
扮
し
て
参
加
い
た
し

ま
し
た
●
こ
の
時
に
浴
び
た
長
岡
隊

と
河
井
継
之
助
へ
の
熱
烈
な
声
援
は

忘
れ
難
く
、
郷
Ｌ
の
先
人
の
足
跡
が

現
在
の
私
た
ち
に
紫
が
つ
て
い
る
の

だ
と
強
く
体
感
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で

し
た
．
そ
の
直
後
、
長
岡
の
米
百
俵

ま
つ
り
で
は
、
坂
本
龍
馬
率
い
る
順

動
丸
隊
を
精

´
杯
演
じ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
地
元
人
と

し
て

一
長
岡
藩
ｌｆ
を
演
じ
た
い
―
」

と
い
う
の
も
ま
た
参
加
者
の
素
直
な

想
い
で
し
た
．
一
つ
行
列
の
際
に
私

た
ち
が
ご
指
導
い
た
だ
い
た
廣
井
晃

さ
ん
、
星
貴
さ
ん
は
共
に
、
河
井
継

之
助
記
念
館
友
の
会
の
幹
事
を
務
め

ら
れ
て
い
ま
す
　
先
駆
け
る
同
郷
の

皆
様
に
学
ぶ
こ
と
も
ま
た
、
先
人
の

文
脈
を
引
く
こ
と
と
心
得
ま
す
。

河
井
継
之
助
自
身
も
ま
た
、
身
分

に
拘
ら
ず
若
者
と
も
交
る
人
で
あ
っ

た
と
伝
わ
り
ま
す
が
、
外
山
脩
造
に

遺
し
た

，・‥
業
に
あ
る

一世
の
中
は
大

変
に
面
白
く
な
っ
て
き
た
」
の
想
い

を
胸
に
、
変
化
の
時
代
の
中
に
今
後

の
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
．

越
後
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｉ
Ｍ
Ａ
倶
楽
部
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

若
者
の
意
気
を
高
め
ろ
講
●
粘
動
の
他
に
、
歴
史
の
活
就

一千
桜
塾
」
（郷
上
史
議
暉
〓

言
葉
の
活
動

一信
天
翁

一
（句

会
ヽ
■
の
活
動
一案
こ
４

品
Ｌ
Ｔ
体
験
）な
と
．
故
郷
の
文
化

で
世
ｔ
を
禁
く

●

と
う

げ

し

ょ
う

（∝
）

一
長
岡
の
雪
が
こ
ん
な
に
少
な

い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
一　
月
末
、

お
客
様
が
そ
う
驚
か
れ
て
い
ま
し

た
。
今
年
の
長
岡
の
冬
は
例
年
に

く
ら
べ
積
雪
も
少
な
く
、
寒
さ
も

穏
や
か
。
長
岡
人
と
し
て
は
良
い

あ
ん
ば
い
の
優
し
い
冬
で
す
が
、
そ

の
お
客
様
は
雪
を
見
れ
ず
、
少
し

残
念
そ
う
で
し
た
。
継
之
助
で
あ
っ

た
ら
こ
ん
な
陽
気
な
空
模
様
に
浮
か

れ
た
り
し
た
で
し
ょ
う
か

そ
ん
な

こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
、
．
階
展
小

の
掛
け
軸
、
「常
在
戦
場
』
が
日
に

入
り
、
思
い
直
し
ま
し
た
ｃ
や
は
り

継
之
助
は
こ
ん
な
穏
や
か
な
冬
に
対

し
て
も
、
気
を
抜
い
た
り
し
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
こ　
一常
在
戦
場
‐ｔ一
は
武

十
の
守
り
札
で
も
あ
っ
た
と
い
い
ま

す
．
怠
慢
を
許
さ
ず
、
常
に
戦
場
に

在
る
と
い
う
気
持
ち
で
生
活
せ
よ
と

こ
の
四
字
は
教
え
て
く
れ
ま
す

継

之
助
な
ら
き
つ
と
、
こ
の
暖
か
な
冬

の
な
か
で
あ
っ
て
も

『こ
こ
は
越
後

長
岡
．
来
年
の
冬
の
厳
し
さ
を
思
い

し
か
と
備
え
よ
」一
そ
う
言
う
で
し
ょ

う
か
，
ま
た
例
え
そ
ん
な
豪
雪
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
見
て
驚
き
喜
ぶ
お

客
様
を
笑
顔
で
お
迎
え
で
き
た
ら
と

思
い
ま
す
．）　
　
　
　
　
一布
川
一

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
、
河
井
継

之
助
記
念
館
友
の
会
に
入
会
い
た
し

ま
し
た

「越
後
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｉ
Ｍ
Ａ
倶
楽

部
」
は
、
自
ら
活
動
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
故
郷
長
岡
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
、
若
者
を
中
心
と
し
た

市
民
活
動
団
体
で
す
。
越
後
長
岡
に

あ
っ
て
坂
本
龍
馬
を
名
乗
る
こ
と
に

度
々
の
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、

こ
れ
に
は
幕
末
の
坂
本
龍
馬
に
倣
っ
て

一ボ
ー
ダ
ー
を
越
え
た
人
繋
ぎ
を
し
よ

う
」
と
の
趣
旨
が
あ
り
ま
す
ｃ

そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
長
岡

の
優
れ
た
個
性
で
あ
る
郷
土
史
の
学

び
を
呼
び
掛
け
て
い
る
の
が

「千
桜

塾
」
で
す
］
学
び
と
申
し
ま
し
て
も

学
術
的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
に
長

岡
の
先
人
を
毎
回
ワ
ン
テ
ー
マ
に
挙

げ
、
そ
の
生
き
方
を
物
語
的
に
楽
し

み
な
が
ら
共
感
を
得
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
既

に
開
催
は
十
回
を
数
え
、
自
峰

駿
馬
を
テ
ー
マ
に
し
た
回
で
は

七
十
人
を
超
え
る
参
加
が
あ
り

ま
し
た
。
内
容
は
日
頃
先
輩
方

が
聴
講
さ
れ
る
よ
り
も
易
し
い

も
の
で
す
が
、
若
年
層
へ
の
郷

土
史
普
及
に
確
か
な
効
果
が
あ

る
と
見
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
河
井
継
之
助
記
念
館
の
稲

川
明
雄
館
長
を
中
心
と
し
た
講

師
の
皆
様
か
ら
の
、
活
動
主
旨

へ
の
ご
理
解
に
よ
る
も
の
だ
と
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会報 峠/1峠 の越後長岡を歩く・遠方からの客人  2・

『峠
』
の
越
後
長
岡
を
歩
く

⑫

司
馬
遼
太
郎
の
『峠
』
に
描
か
れ
て
い
る
「越
後
長
岡
」
の
風
景
を
現
在
に
訪
ね
る
シ

リ
ー
ズ
。
今
回
は
長
岡
市
の
信
濃
川
、
西
軍
上
陸
の
地
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。

●

『峠
』
下
巻

・
新
潮
文
庫
３
３
２
ペ
ー
ジ
よ
り

十
八
日
の
夜
に
な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
守
り
は
手
薄
だ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い

雨
が
や
み
、
月
が
出
て
い
る
。
こ
の

　

ま
す
。

夜
、
宮
軍
は
暗
さ
に
ま
ぎ
れ
て
、
隠
密
行

　

　

当

日
朝

の
天
候
は
、
視
界
を
遮

る

軍
を
開
始
し
、
信
濃
川
西
岸
の
大
島
村
か

　

ほ
ど

の
濃
霧
だ

っ
た
と
伝
え
ら
れ

て

ら
槙
下
村
に
ま
で
至
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
。
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
、

「
こ
こ
か
ら
渡
河
し
、
一
挙
に
長
岡
城
を

　

五
月
十
九
日
午
前

四
時
、
本
大
島
村

攻
め
る
」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（大
島

地
区
）

。
槙

下
村

の
新

政
府

と
、
長
州
の
三
好
軍
太
郎
は
配
下
の
指

　

軍

陣

地

か

ら

、
激

し

い
砲

撃

が

あ

揮
官
た
ち
に
は
じ
め
て
企
図
を
明
ら
か

に
し
た
。

が
、
こ
の
日
、
ま
だ
雨
が
上
が
っ
た
ば
か

り
の
こ
と
で
も
あ
り
、
水
流
が
さ
か
ん
で

と
う
て
い
渡
河
で
き
そ
う
に
な
い
。

朝
日
山
を
攻
略
で
き
ず
苦
戦
し
て

い
た
新
政
府
軍
は
、
信
濃
川
を
波
り

一
気
に
長
岡
城
を
攻
め
る
作
戦
を
あ

み
だ
し
ま
す
　
こ
の
提
案
は
、
奇
兵

隊
の
三
番
隊
小
隊
長
堀
淋
太
郎
に
よ

る
も
の
と
い
わ
れ
、
Ｔ
監
の
一
好
軍

太
郎
も
賛
成
し
、
奇
兵
隊
の
先
行
で

実
施
し
よ
う
と
し
ま
し
た
，

方
の

長
岡
軍
は
、
長
岡
城
の
画
に
た
る
信

濃
川
は
天
然
の
要
害
で
あ
り
、
連
日

の
雨
に
よ
る
増
水
で
川
幅
は
広
く
、

渡
河
は
出
来
る
ま
い
と
予
想
し
、
主

力
を
榎
峠

・
朝
日
由
に
お
い
て
城
の

東西両軍戦死者之墓→

り
、
つ
い
で
三
好
軍
太
郎
の
率
い
る

奇
兵
隊

。
長
府
藩
兵
が
Ｌ
捜
の
舟

で
、
折
か
ら
の
濃
′Ｆ‐，務
に
紛
れ
、
本
人

島
付
か
ら
信
濃
川
を
波
―，
ま
し
た

寺
島

（長
岡
市
中
島
　
）
に
上
陸

し
た
彼
ら
は
、
二
手
に
分
か
れ
て
城

ド
ヘ
と
進
み
ま
し
た
‐
こ
の
攻
撃
に

長
岡
藩
兵
は
不
意
を
突
か
れ
散
乱
し

て
敗
走
、
つ
い
に
長
岡
城
は
落
城
し

て
し
ま
い
ま
す
．

現
在
、
大
通
り
を
外
れ
た
中
島

丁
目
の
裏
通
リ
ヘ
入
る
と

「西
軍
上

陸
の
地
」
と
し
て
、
碑
が
数
個
ひ
つ
そ

り
と
立
っ
て
い
ま
す
。
中
央
に
東
西

両
軍
戦
死
者
之
墓
、
そ
の
横
奥
に
長

岡
藩
士
の
小
さ
な
墓
石
が
二
つ
あ

り
、
右
手
に
明
治
戊
辰
戦
蹟
顕
彰

碑
、
左
手
に
明
治
戊
辰
戦
蹟
、
と

各
々
碑
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

ほ
か
、
山
県
狂
介
が
北
越
戊
辰
戦
争

中
に
詠
ん
だ
有
名
な
和
歌
の
歌
碑

や
、
場
所
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
解
説

版
等
が
立
っ
て
い
ま
す
。

ま
れ
び
と
　
・

之
方
か
ら
の
多
人

北
越
戊
辰
戦
争
を
語
る
Ｌ
で
、
こ

こ
は
落
城
の
発
端
地
と
も
い
え
ま

す
。
長
岡
城
を
巡
る
攻
防
に
よ
り
、

ま
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
き
尽
く
さ
れ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
勝
敗

の
鍵
は
信
濃
川
の
渡
河
だ
っ
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
、

一高
柳
一

※
参
考
文
献

新
潟
＝
報
社
一戊
辰
戦
争
１
４
０
年
中
越
の
記
憶
」

稲
川
明
雄
一決
定
版
河
井
継
之
助
」

で
長
岡
に
赴
任
し
て
い
る
の
で
、
二
月
い
っ

ぱ
い
の
予
定
で
遊
び
に
来
て
い
ま
す
」
寒
さ

の
せ
い
か
少
し
首
を
す
ぼ
め
る
よ
う
な
仕
草

で
「今
日
は
山
本
五
十
六
記
念
館
を
見
学
に

来
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
河
丼
継
之
助
記
念

館
を
勧
め
ら
れ
て
立
ち
寄
り
ま
し
た
」

●
記
念
館
の
印
象
は

「建
物
の
外
観
は
こ
じ
ん
ま
り
し
た
感
じ

で
す
が
中
に
入
る
と
展
示
品
も
多
く
、
初
め

て
の
私
に
も
解
り
や
す
く
て
良
か
っ
た
で

す
。
司
馬
遼
太
郎
の

〓峠
一一
の
原
稿
も
展
示

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
主
人
公
の
河
丼
継
之

助
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず

「峠
』
も
読

ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
展
示
を
見

て
も
っ
と
継
之
助
を
知
り
た
く
な
り
ま
し

た
」

●
長
岡
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
は

「米
ど
こ
ろ
長
岡
は
酒
造
り
が
盛
ん
な
所

と
聞
き
ま
し
た
。
蔵
元
も
多
く
あ
る
そ
う
な

の
で
美
味
し
い
地
酒
を
堪
能
し
て
帰
り
た
い

で
す
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（西
川
）

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ｌ
①

大
の
国
熊
本
か
ら
雪
国
長
岡
ヘ

西軍上陸の地

藤田皆人さん (21歳 )

平成26年 2月 5日

熊
本
県
八
代
市
か
ら
お
越
し
の
藤
田
皆
人

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

●
ど
ち
ら
か
ら

藤
田
さ
ん
の
開
口
一番
は

「寒
い
で
す
ね

え
」
で
し
た
。
こ
の
日
、
長
岡
の
最
高
気
温

は
予
報
で
は
零
度
の
真
冬
日
。
暖
か
い
熊
本

県
か
ら
い
ら
し
た
藤
田
さ
ん
に
は
特
に
寒
く

感
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
雪
国
長

岡
へ
は
ど
う
し
て
？
の
問
い
に

「父
が
仕
事

中島一丁目の通りの一角に入ると、石の柵で囲

われた敷地がある。石碑・墓石のほか、山県狂

介が朝日山の戦い前後に詠んだ歌碑や、この地

の歴史をつづつた解説版等が立つている。

憧 ¬



今
年
は
記
念
館
や
河
井
継
之
助
に

つ
い
て
、
テ
レ
ビ
・
雑
誌
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま
し
た
．

今
回
は
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
た
番
組
の

内
容
を

一
部
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
ｃ

●
発
見
―
八
重
と
新
潟

知
ら
れ
ざ
る
つ
な
が
り

や
は
り
今
年
は
何
と
い
っ
て
も
大

河
ド
ラ
マ
『八
重
の
桜
』
関
連
の
企

画
が
日
白
押
し
，
Ｎ
Ｈ
Ｋ
新
潟
放
送

局
の
番
組

『き
ら
つ
と
新
潟
』
で
も
、

主
人
公
新
島
八
重
が
生
き
抜
い
た
時

代
を
新
潟
で
人
々
は
ど
う
立
ち
向
か

っ
た
の
か
を
軸
に
、
記
念
館
の
ガ
ト

リ
ン
グ
砲
な
ど
が
大
き
く
あ
つ
か
わ

れ
ま
し
た

番
組
は
、
ゲ
ス
ト
の
ハ
イ
キ
ン
グ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
二
人
に
よ
る
ク
イ

ズ
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
記
念
館
職

員
高
柳
に
よ
る

「
一
分
間
に
何
回
ガ

ト
リ
ン
グ
砲
を
回
す
こ
と
が
出
来
る

か
―
」
の
実
験
、
館
長
の
解
説
な
ど

を
紹
介
　
笑
い
を
交
え
つ
つ
、
継
之

助
と
会
津
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
深

く
取
り
Ｌ
げ
て
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
ガ
ト
リ
ン
グ
砲
は
、
一分

間
に
三
十
九
回
ま
わ
せ
る
と
い
う
結

果
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
も

ぜ
ひ
記
念
館
に
お
越
し
の
際
は
、
試

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

●
若
大
将
の
ゆ
う
ゆ
う
散
歩

テ
レ
ビ
朝
日
系
に
て
放
送
中
、
若

大
将
で
お
馴
染
み
、
加
山
雄
三
さ
ん

の
冠
番
組

『ゆ
う
ゆ
う
散
歩
』
。
今

回
は
長
岡
を
舞
台
に
放
送
さ
れ
ま
し

た
。加

山
さ
ん
が
長
岡
駅
を
降
り
、
は

じ
め
に
足
を
運
ん
だ
の
は
我
ら
が
河

井
継
之
助
記
念
館
。
稲
川
館
長
と
館

内
を
ま
わ
り
な
が
ら
、
継
之
助
の

「
常
在
戦
場
」
の
書
に
目
を
止
め

「我
此
処
に
あ
り
。
人
に
尽
く
す
た

め
に
俺
が
居
る
ん
だ
。
そ
う
い
う
意

志
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

し
ょ
う
が
な
い
。
」
と
話
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
継
之
助
の
信

念
そ
の
も
の
。
加
山
さ
ん
の
目
利
き

に
驚
く
一
方
で
、
さ
す
が
継
之
助
の

書
、
伝
わ
る
も
の
だ
と
も
感
心
し
ま

し
た
。

●
八
十
里
越
。会
津
街
道
物
語

～
越
後
と
会
津
と
を
騰
一ぐ
共
助
の
道
～

こ
の
番
組
は
、
三
条
・長
岡
。加
茂

と
三
市
で
開
催
さ
れ
た

「八
十
里
越

物
語
展
」
と
運
動
し
て
放
送
さ
れ
ま

し
た
。
二
〇
一
三
年
流
行
語
大
賞
受

賞
の
林
修
先
生
を
番
組
ナ
ビ
ゲ
ー
タ

ー
に
迎
え
、
継
之
助
を
通
じ
て
越

後
、
会
津
の
交
流
の
深
さ
を
史
実
に

基
づ
い
て
た
ど
る
内
容
で
す
ｔ

林
先
生
は
河
井
継
之
助
フ
ア
ン
と

い
う
こ
と
で
、
撮
影
中
は
ガ
ト
リ
ン

グ
砲
を
ま
わ
し
な
が
ら
、
昔
幼
い
頃

に

（ガ
ト
リ
ン
グ
他
ご
つ
こ
）
を
し
た

話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
３

番
組
で
は
、
八
十
里
峠
を
ぬ
け
南

会
津
只
見
ま
で
の
が
れ
た
長
岡
兵
や

家
族
の
苦
労
、
受
け
入
れ
た
会
津
の

苦
労
を
交
え
、
そ
の
つ
な
が
り
を
解

説
し
て
い
ま
す
。
ま
た
戊
辰
戦
争
以

後
、
長
岡
と
会
津
か
ら
輩
出
さ
れ
た

二
人
の
東
大
総
長
の
絆
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
越
後
と
会
津
の
縁
の
深

さ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
（布
川
）

3 会報 峠′報道番組紹介・パネル紹介

河井継之助記念館が報道されました
2013/06/07『 発見 !八重と新潟 知られぎるつながり』(NHK新潟放送きらっと新潟)

2013/10/14『 覇王伝説「最強の幕末志士は誰だ!?」 』 (NHK BSプ レミアム)

2013/12/16『 若大将のゆうゆう散歩』 (∪×新潟テレビ21、 BS朝日、テレビ朝日)

2014/01/18『 八十里越・会津街道物語～越後と会津とを継ぐ共助の道～』 (∪X新潟テレビ21)

※上記T∨放送のほか新聞・雑誌・書籍等にてこ紹介いただきました

理
轟
爾

番組ナビゲーターの林修さんと

女
十 ,
′し
↓

り
の
戦
い
●
パ
ネ
リレ
紹
介

戊
辰
戦
争
が
長
岡
の
大
部
分
を
焼

き
、
多
く
の
持
い
男
た
ち
が
犠
牲
に

な
っ
た
、
継
之
助
が
只
見
の
地
で
没

し
、
長
岡
藩
が
降
伏
し
た
の
ち
の
長

岡
城
ド
の
消
失
率
は
八
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
だ
つ
た
と
い
う
´
そ
ん
な
惨
状
か

ら
這
い
Ｌ
が
り
、
新
し
い
生
命
を
育

み
、
越
後
長
岡
を
復
興
さ
せ
た
の
は

長
岡
の
女
た
ち
で
あ
っ
た
こ

継
之
助
は
生
前
、
母
貞
に
厳
し
く

・

、

正
し
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
願

っ
た
．
天
命
を
全
う
し
、
次
の

Ｌ
代
を
育
て
継
之
助
の
意
志
を

繋
げ
よ
う
と
す
る
女
た
ち
の
熱

情
が
、
こ
の
パ
ネ
ル
の
ひ
と
き

わ
日
立
つ
赤
い
色
に
込
め
ら
れ

て
い
る
。

女
た
ち
の
そ
う
い
っ
た
精
神
は
、

有
名
な
小
林
虎
三
郎
の
主
張

「食
べ

ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
教
育
が
人
事

だ
」
と
い
う
米
百
俵
の
精
神
と
繋
が

る
の
で
あ
る
こ

長
岡
の
女
た
ち
は
戦
争
を
生
き
抜

き
、
時
代
を
育
み
、
継
之
助
の
死
後

も
そ
の
郷
上
を
思
う
心
は
絶
え
る
こ

と
な
く
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
．

一布
川
一

教
育
を
受
け
、
賢
妻
す
が
に
支

え
ら
れ
た
。
ま
た
継
之
助
亡
き

あ
と
は
、
彼
女
た
ち
が
河
井
家

家
名
再
興
を
は
た
す
。
そ
し
て

い
つ
の
日
か
継
之
助
の
功
績
が

)



会報 峠/河井継之助はどういう人物' 0

河
井
継
え
助
は
ど
う

い
う
人
物
？

従
僕
の
大
崎
彦
助
は
、
の
ち
に
通

休
と
名
乗
っ
て
い
る
。
栃
尾
組
来
伝

村
出
身
の
彦
助
に
は
、
若
い
頃
か
ら

志
が
あ
っ
た
。
庄
屋
の
子
弟
は
、
行

儀
見
習
い
に
長
岡
城
下
の
武
家
屋
敷

に
奉
公
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
が
、

彦
助
の
よ
う
に
十
三
歳
か
ら
百
石
取

り
の
佐
野
与
惣
左
衛
門
の
屋
敷
に
漢

学
修
行
の
た
め
奉
公
す
る
の
は
め
ず

ら
し
い
。

佐
野
は
学
識
も
あ
っ
た
し
、
郡
奉

行
な
ど
の
郡
方
役
人
も
勤
め
た
の

で
、
彦
助
の
父
が
頼
み
込
ん
で
の
奉

公
だ
っ
た
ら
し
い
。

佐
野
家
の
屋
敷
は
城
下
今
朝
白
町

に
あ
っ
た
。
河
井
継
之
助
の
屋
敷
と

は
、
そ
う
遠
く
な
い
。
や
が
て
、
彦
助

は
佐
野
よ
り
も
河
井
継
之
助
を
敬
慕

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

継
之
助
が
江
戸
遊
学
に
行
く
と
、

勝
手
に
江
戸
の
遊
学
先
ま
で
た
ず
ね

て
い
っ
た
。
驚
い
た
の
は
継
之
助
で
、

彦
助
を
懇
々
と
諭
し
、
三
国
街
道
大

宮
の
宿
ま
で
送
り
、
や
っ
と
の
こ
と

で
帰
郷
し
た
。

継
之
助
と
彦
助
は
身
分
を
越
え
た

友
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
は
武
士

で
あ
り
、
他
方
は
農
民
の
子
で
あ
っ

そ
の
０

継
之
助
の
従
者

。
大
崎
彦
助
の
こ
と

た
が
、
友
情
も
め
ば
え
た
。

た
と
え
ば
山
中
騒
動
の
際
、
継
之

助
は
鎮
静
に
あ
た
っ
て
、
書
を
し
た

た
め
た
が
、
そ
れ
を
書
き
終
る
と
、

彦
助
に

「
こ
れ
で
良
い
か
」
と
た
ず

ね
て
い
る
。
「旦
那
様
、
よ
ろ
し
い
で

す
」
と
答
え
る
と
、
継
之
助
は
満
足

そ
う
に
う
な
ず
い
た
と
い
う
。

そ
ん
な
光
景
を
山
中
村
の
農
民
は

見
聞
し
て
い
た
ｃ
「継
之
助
も
豪
儀

だ
つ
た
が
た
つ
た
一人
随
行
し
て
き
た

従
僕
の
彦
助
の
姿
勢
態
度
も
立
派
だ

っ
た
」
と
後
年
村
人
は
ふ
れ
ま
わ
っ

た
。槍

一
筋
を
担
い
で
、
継
之
助
の
あ

と
を
追
う
彦
助
の
姿
が
偲
ば
れ
る
。

戦
争
中
、
彦
助
は
新
政
府
軍
に
つ

か
ま
り
、
城
下
玉
泉
寺
脇
の
牢
獄
に

つ
な
が
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
長
岡

城
奪
還
戦
の
と
き
、
継
之
助
は
彦
助

を
気
づ
か
っ
て
、
い
っ
と
き
も
早
く
解

放
を
部
下
の
将
士
に
頼
ん
で
い
る
。

牢
獄
が
解
放
さ
れ
て
、
彦
助
が
無

事
だ
と
知
る
と
継
之
助
は
大
層
、
喜

ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
彦
助
が
戦
後
、
直
接
、
在
所

の
来
伝
村
に
は
帰
ら
ず
、
蒲
原
の

村
々
を
放
浪
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ｔ

継
之
助
の
関
係
者
の
処
断
が
噂
さ
れ

て
い
た
か
ら
、
彦
助
は
身
の
危
険
を

感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
に

危
害
が
加
わ
ら
な
い
と
知
る
と
、
来

伝
村
に
舞
い
戻
り
、
名
を
通
体
と
あ

ら
た
め
た
次
第
で
あ
る
。

そ
の
大
崎
通
体
が
河
井
継
之
助
を

回
顧
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
識
は

幕
府
の
昌
平
坂
学
問
所
に
入
れ
る
く

ら
い
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、

継
之
助
の
漢
文
や
詩
歌
の
作
品
を
今

に
伝
え
た
。

な
か
で
も
次
の
歳
言
が
圧
巻
で
あ

る
ｃ義

の
存
す
る
所
、
孤
危
を
胃
す

も
、
必
ず
心
の
宜
し
き
所
を
吐

き
、
百
折
を
経
て
も
回
ら
ず

歴
史
家
の
安
藤
英
男
さ
ん
も
、
そ

の
著

『河
井
継
之
助
の
生
涯
』
の
な

か
で

「継
之
助
の
政
治
を
と
る
に
当

た
っ
て
の
、
牢
固
た
る
信
条
で
あ
っ

た
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
改
革
で

も
政
治
で
も
、
継
之
助
に
は
必
ず
義

を
大
切
に
し
、
孤
立
し
て
も
真
剣
に

主
張
を
繰
り
返
せ
ば
、
必
ず
、
意
見

に
同
調
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
も
の

だ
と
大
崎
彦
助
に
説
明
し
た
の
だ
ろ

う
。「河

井
継
之
助
博
』
で
は
山
中
騒

動
の
前
後
に
、
信
濃
川
を
下
る
際
、

舟
の
中
で
彦
助
に
語
り
あ
っ
た
際
に

古
詩
を
吟
じ
、
そ
の
夜
、
河
井
邸
に

泊
ま
っ
た
あ
と
に
手
渡
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
山
中
騒
動

は
お
よ
そ
難
事
な
事
件
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
解
決
に
あ
た
っ
て
ほ
っ
と
し
た

思
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
山
中
騒
動
だ
が
、
長
岡
藩
領

刈
羽
組
山
中
村
で
発
生
し
た
農
民
騒

動
を
い
う
Э

河
井
継
之
助
が
外
様
吟
味
役
と
し

て
、
郡
奉
行
に
就
任
す
る
数
か
月
前

に
、
山
中
村
に
出
張
し
、
庄
屋
と
農

民
の
角
遂
を
解
決
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
慶
応
元
年

（
一
人
六
五
）
十
一

月
、
宗
門
改
帳
の
黒
印
を
め
ぐ
っ
て

再
び
、
庄
屋
徳
兵
衛
と
農
民
側
が
対

決
し
た
の
だ
。
庄
屋
石
塚
徳
兵
衛
は

学
識
も
あ
り
、
同
調
し
た
農
民
も
お

り
、
改
帳
に
確
認
印
を
押
す
こ
と
は

仕
方
が
な
い
と
判
断
し
た
農
民
も
い

た
。い

わ
ば
同
盟
を
破
っ
た
農
民
た
ち

を
責
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
耐
え

ら
れ
な
か
っ
た
農
民
三
名
が
、
山
中

村
の
山
中
で
自
殺
を
は
か
り
、
結
局

一名
が
死
亡
し
た
。

こ
の
事
態
を
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
と
判

断
し
た
藩
の
盗
賊
方
の
四
名
の
役
人

が
出
張
し
、
主
謀
者
四
名
を
捕
縛
し

て
城
下
に
引
き
立
て
よ
う
と
し
た
が

村
民
が
取
り
囲
ん
で
阻
止
し
よ
う
と

し

し
た
の
で
あ
る
。

盗
賊
方
の
一
人
が
脱
出
に
成
功
し

て
藩
庁
へ
注
進
し
た
。
早
速
足
軽
小

頭
の
田
部
武
八
が
率
い
る
足
軽
二
十

名
が
現
場
に
急
行
し
た
。
現
場
は
盗

賊
方
三
名
は
抜
刀
し
、
農
民
四
名
を

人
質
に
と
っ
た
形
で
、
鍬
や
鎌
を
持

っ
て
取
り
囲
ん
だ
農
民
た
ち
と
に
ら

み
あ
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
田
部
の
判
断
で
、
双
方

が
囲
み
を
解
き
引
き
揚
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
処
置
に
対
し
て
、
ま
ず
、
郡

奉
行
河
井
継
之
助
が
田
部
武
八
を
裁

断
す
る
。

藩
庁
に
お
い
て
、
田
部
は

「顛
末

を
報
告
し
、
越
権

（盗
賊
方
を
差
し

置
い
て
）
の
取
計
ら
い
を
し
た
こ
と

を
詫
び
、
ど
の
よ
う
な
処
分
で
も
受

け
る
」
と
言
上
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
、
継
之
助
は

「
万

一
群
民
等
に

し
て
城
下
に
押
し
寄
す
る
こ
と
に
な

れ
ば

一
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
が

死
を
賭
し
て
臨
機
の
処
置
を
し
、
犠

牲
者
を
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ

と
に
以
て
そ
の
道
に
の
っ
と
っ
た
も

の
で
あ
る
」
と
誉
め
た
。

田
部
ら
の
関
係
者
は
、
ほ
っ
と
す

る
と
と
も
に
、
河
井
継
之
助
の
当
を

得
た
判
決
に
感
激
を
し
て
い
る
。
勿

論
、
山
中
村
の
騒
動
も
継
之
助
の
裁

断
で
事
な
き
を
得
た
。
　

　

（稲
川
）

t´



⑤ 会報 峠/「塵壺」を読む

健
脚
の
継
之
助
で
す
ら

「通
る
か

来
り
、
ハ
リ
あ
い
二
思
し
ナ
リ
」
と
思

う
ほ
ど
の
距
離
を
は
る
ば
る
松
山
ま

で
や
っ
て
き
た
。
藩
政
改
革
の
基
本

を
学
ぶ
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、

山
田
方
谷
に
会
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
彼
は
松
山
を
出
立
し
、
道
す
が

ら
新
し
く
開
墾
さ
れ
た
土
地
が
あ
る

こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
高
梁
川

沿
い
三
里
ほ
ど
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、

方
谷
の
西
方
村
長
瀬
宅

（現
高
梁
市

中
井
町
）
は
あ
り
、
昼
頃
到
着
し

た
。
方
谷
は
こ
の
場
所
へ
引
っ
越
し

を
し
た
ば
か
り
で
、
家
屋
は
ま
だ
工

事
中
で
、
手
狭
で
は
あ
っ
た
が
、
継

之
助
は
面
白
い
と
こ
ろ
だ
と
感
想
を

述
べ
て
い
る
。

長
瀬
宅
を
尋
ね
て
ほ
ど
な
く
、
方

谷
と
会
い
色
々
噺
を
し
た
よ
う
だ
。

塵
壺
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
塩
谷

宕
陰
の
紹
介
状
を
た
ず
さ
え
て
入
門

を
お
願
い
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
弟

子
入
り
の
決
め
手
と
も
言
わ
れ
て
い

る
。
継
之
助
は
自
ら
の
胸
中
を
開
い

て
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
方
谷
は
よ
く
話

を
聞
い
て
く
れ
た
。
と
は
い
え
方
谷

は

「与
得
御
答
可
仕
」
と
答
え
た
と

い
う
か
ら
、
弟
子
入
り
許
可
の
返
事

は
後
ほ
ど
と
返
さ
れ
た
。
一
方
で
継

之
助
は
そ
れ
を

「既
二
受
る
之
口
上

ナ
リ
」
、
つ
ま
り
既
に
入
門
を
許
可
さ

れ
た
言
い
ぶ
り
と
綴
る
あ
た
り
に
彼

の
興
奮
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
今
夜

は
泊
ま
っ
て
い
き
な
さ
い
、
と
で
も
い

わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
随
分
親
切
に

言
わ
れ
て
そ
の
夜
は
長
瀬
宅
に
宿
泊

し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

日
記
の
日
付
の
上
に
□
の
マ
ー
ク
が

あ
り
、
そ
の
日
は
方
谷
宅
に
宿
泊
し

た
し
る
し
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
夜
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
方

谷
と
話
し
こ
ん
だ
よ
う
だ
が
、
全
て
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
に
、
佐
久

間
象
山
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る

か
、
と
い
う
話
題
が
あ
っ
た
。
継
之
助

が
江
戸
に
い
た
こ
ろ
佐
久
間
象
山
に

通
っ
て
い
た
こ
と
と
、
か
つ
て
佐
藤

一

斎
門
下
で
、
方
谷
が
象
山
と
激
論
を

交
わ
す
よ
う
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
出
た
話
題
で
あ
ろ
う
。
象
山
は

「
温

（お
だ
や
か
さ
）
、
良

（素
直

さ
）
、
恭

（う
や
う
や
し
さ
）
、
謙

（つ

つ
ま
し
さ
）
、
譲

（へ
り
く
だ
る
）
」
の

何
れ
も
な
い
人
物
と
方
谷
に
評
さ
れ

て
い
る
。
ち
な
み
に
塵
壺
に
つ
づ
ら
れ

た

「温
良
恭
倹
譲
」

（倹
は
正
し
く
は

謙
）
と
は
、
論
語
の
学
而
に
あ
る
言
葉

で
、
人
に
意
見
を
求
め
ら
れ
る
孔
子
の

よ
き
人
柄
を
さ
し
て
い
る
。
続
け
て
封

建
の
世
で
人
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
人
物
は
つ
ま
ら
な
い
、
と
も
方

谷
は
称
し
て
お
り
、
象
山
の

「自
分

が
、
自
分
が
」
と
い
う
気
質
に
対
し
て

苦
言
を
呈
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
深

読
み
を
す
れ
ば
、
方
谷
は
継
之
助
に

も
象
山
と
同
じ

「自
分
が
、
自
分
が
」

と
い
う
気
質
を
見
抜
い
て
釘
を
刺
し

た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

さ
て
継
之
助
が
ぜ
ひ
学
び
た
い
と

し
た
、
山
田
方
谷
の
藩
政
改
革
の
内

容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
今
回
は
そ
の
中
の
一
つ
、
藩
札
刷

新
政
策
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た

い

実
は
こ
の
話
題
は
、
継
之
助
が
備

中
松
山
に
入
る
前
、
「松
山
札
ハ
随

一」
と
い
う
く
だ
り
の
記
述
と
一致
す

る
。
彼
は
休
憩
の
た
め
茶
屋
に
入

り
、
そ
こ
で
藩
札
の
話
を
耳
に
す

る
。
乱
発
と
偽
札
に
よ
っ
て
信
用
を

失
っ
て
い
た
藩
発
行
の
五
匁
札
を
、

あ
る
時
何
日
ま
で
と
お
ふ
れ
を
だ
し

て
引
替
し
、
こ
れ
を
皆
が
見
て
い
る

日
の
前
で
全
て
焼
き
払
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
ゆ
え
以
後
新

し
く
な
っ
た
五
匁
札
の
信
用
は
こ
の

地
域
随
一
な
の
だ
、
と
い
う
内
容
で

あ
る
。

江
戸
時
代
の
お
金
は
、
幕
府
の
発

行
す
る
貨
幣
以
外
に
も
、
各
藩
が
独

自
に
発
行
す
る
藩
札
と
い
う
紙
幣
が

流
通
し
て
い
た
。
本
来
藩
札
は
兌
換

紙
幣
で
、
藩
は
交
換
を
要
求
さ
れ
れ

ば
同
額
の
正
貨
金
・
銀
な
ど
と
交
換

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
実

際
に
は
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
諸
藩
は
交

換
準
備
金
で
あ
る
正
貨
を
も
使
っ
て

し
ま
い
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
札
は
不
換

紙
幣
と
化
し
て
い
た
。
備
中
松
山
藩

の
場
合
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
準
備

金
の
な
い
ま
ま
の
増
刷
に
よ
る
イ
ン

フ
レ
、
そ
の
う
え
偽
札
ま
で
出
回
っ

て
、
藩
の
発
行
す
る
五
匁
札
は
藩
民

の
信
用
を
ま
る
で
失
っ
て
い
た
。

こ
の
藩
札
改
革
に
お
い
て
方
谷

は
、
流
通
し
て
い
る
五
匁
札
を
、
三

年
の
期
間
内
で
買
い
取
り
す
る
お
触

れ
を
だ
し
た
。
両
替
期
限
の
三
年
が

経
過
し
た
九
月
、
高
梁
川
河
川
敷
に

て
一大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行

わ
れ
た
。
三
年
間
買
い
取
り
続
け
て

き
た
五
匁
札
を
一斉
に
焼
き
払
う
と

い
う
も
の
で
、
宣
伝
効
果
も
あ
っ
て

当
日
の
河
川
敷
に
は
大
群
衆
が
ご
っ

た
が
え
し
て
い
た
。
河
原
に
は
う
ず

た
か
く
積
ま
れ
た
五
匁
札
の
山
が
い

く
つ
も
置
か
れ
、
方
谷
が
現
れ
る
と

五
匁
札
の
山
に
次
々
と
火
が
放
た
れ

た
．
朝
八
時
か
ら
夕
暮
れ
四
時
ま
で

か
か
り
、
よ
う
や
く
終
了
し
た
と
い

う
。
そ
の
後
、
鉄
の
事
業
成
功
に
よ

り
巨
額
の
両
替
準
備
金
を
得
る
と
、

方
谷
は
満
を
持
し
て
「永
銭
」
と
い

う
新
し
い
藩
札
を
発
行
し
た
。
こ
の

永
銭
は
発
行
さ
れ
る
や
絶
大
な
信
用

を
民
衆
か
ら
得
、
松
山
藩
を
越
え
他

藩
に
ま
で
流
通
し
た
。

初
め
て
尊
敬
に
値
す
る
と
感
じ
る

師
と
出
会
っ
た
継
之
助
。
経
済
の
流

れ
を
知
り
、
藩
財
政
を
立
て
直
す
方

策
を
学
び
た
い
、
と
意
欲
的
な
三
十

三
歳
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
（高
柳
）

※
参
考
文
献

『山
田
方
谷
物
語
』
山
田
方
谷
生
誕

二
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

「塵
壺
」
を
読
む
⑬

_ヽ

継之助 写真募集 :

塵壺にかかれた
福禅寺対潮楼
(広島県福山市輌町)

対潮楼から弁天島 .仙 酔島を望む

紙面に掲載する、河丼継之助に関する写

真を募集しています。 (掲載は不定期)

読者の皆さんが足を運んだ「塵壼 |こ登場

する場所の現在の写真」「成辰戦争史

跡」などのスナップ写真を、お名前、撮影

場所、ひとことをそえて、事務局までお送

り下さい。遠方からの投稿も大歓迎 !
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第
七
同
交
流
研
修
旅
行
報
告

九
月
八
日
小
雨
が
降
る
中
、
今
回

は
河
井
継
之
助
を
語
る
上
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
小
千
谷
と
長
岡
の
成

辰
戦
争
の
史
跡
巡
り
に
三
十
一名
の
皆

様
に
ご
参
加
頂
き
ま
し
た
。

最
初
に
向
か
っ
た
の
は
長
岡
藩
本

陣
が
置
か
れ
た
光
福
寺
、
次
に
激
戦

地
の
朝
日
山
へ
。
こ
こ
で
は
山
頂
に
は

行
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
浦
柄
神
社
境

内
の
墓
碑
に
参
拝
し
ま
し
た
。
そ
の
後

河
井
継
之
助
が
昼
食
を
取
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
老
舗
割
烹

「束
忠
」
に
て
、

女
将
さ
ん
か
ら
舗
の
歴
史
を
う
か
が

い
、
お
待
ち
か
ね
の
蒼
龍
弁
当
に
舌
づ

つ
み
を
打
ち
、
継
之
助
が
使
用
し
た
部

屋
も
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

昼
食
後
は
小
千
谷
会
談
に
臨
ん
だ

古
刹
、
慈
眼
寺
に
て
ご
住
職
よ
り
当

時
の
お
話
を
う
か
が
い
。
小
千
谷

を
あ
と
に
し
戊
辰
戦
争
伝
承
館

へ
。
館
内
で
は
人
丁
沖
を
三
階
か

ら
見
渡
し
な
が
ら
解
説
に
耳
を

傾
け
ま
し
た
。
そ
し
て
バ
ス
は
最

後
の
見
学
地
、
悠
久
山
へ
と
向
か

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
点
在
す
る
碑

の
説
明
を
受
け
、
ま
た
戊
辰
戦

争
の
戦
死
者
や
西
南
戦
争
で
殉

死
し
た
旧
藩
士
を
祀
っ
て
い
る
蒼

紫
神
社
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

参
加
者
の
方
か
ら

「地
元
を

巡
る
の
も
い
い
ね
、
も
っ
と
じ
っ

く
り
見
た
い
ね
」
の
声
を
頂
き
、

③
策
忠

″蒼
龍
弁
当
″
の
議
腹
感
―

今
年
の
春
、
還
暦
を
迎
え
て
退
職
。
ま
ず

旅
に
出
た
い
と
思
っ
た
。
長
年
見
て
き
た
東

京

（江
戸
）
を
離
れ
て
、
私
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
越
後
へ
。
九
月
に
入
り
、
よ
う
や
く
実
現

し
た
三
泊
四
日
の
退
職
記
念
旅
行
。
そ
の
最

終
日
が
、
河
井
記
念
館
友
の
会
の
研
修
旅
行

だ
っ
た
。
小
千
谷
は
河
井
継
之
助
が
苦
悩
し

た
地
。
そ
の
無
念
の
思
い
を
偲
び
た
い
と
東

忠
へ
…
河
丼
ゆ
か
り
の
蒼
龍
弁
当
。
し
か

し
、
あ
あ
な
ん
と
食
後
の
満
腹
感
―
偲
ぶ
想

い
を
う
っ
か
り
忘
ね
、
東
京
へ
帰
っ
て
来
て

し
ま
っ
た
。
無
念
な
リ
ー

ー
吉
崎
こ
ず
え

（東
京
都
）

〇

‐峠

再
々
読
と
な
っ
た
史
跡
め
ぐ
り

司
馬
遼
太
郎
の

『峠
』
を
二
十
年
ほ
ど
前

に
読
み
ま
し
た
。
自
分
の
故
郷
が
描
か
れ
て

い
る
小
説
―
―
程
度
の
感
覚
で
し
た
が
、
幕

末
史
に
傾
倒
す
る
な
か
で
、
会
津
藩
と
と
も

に
長
岡
藩
、
わ
け
て
も
河
井
継
之
助
の
存
在

の
特
異
性
に
感
動
し
、
改
め
て
貪
る
よ
う
に

皆
様
に
は
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
し

て
頂
け
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
日
程

を
無
事
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
は

皆
様
方
の
ご
協
力
の
お
陰
で
す
。
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
（伊
佐
）

読
み
直
し
ま
し
た
。
今
回
の
成
辰
戦
争
史
跡

め
ぐ
り
で
史
実
の
主
な
現
場
を
訪
ね
、
激
烈

な
歴
史
の
様
子
を
漂
う
空
気
の
な
か
で
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
尽
力
い
た
だ

い
た
す
べ
て
の
方
々
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
「峠
』
ま
た
読
み
直
し
ま
す
。

―
元
丼
　
茂

（栃
木
県
）

●
成
辰
戦
争
史
跡
め
ぐ
り
に
参
加
し
て

当
日
は
生
憎
の
天
候
で
し
た
が
、
久
し
ぶ

り
に
長
岡
・小
千
谷
の
成
辰
戦
争
史
跡
を
巡

れ
て
よ
か
っ
た
で
し
た
。
稲
川
先
生
の
名
解

説
も
間
け
て
、
バ
ス
の
車
内
で
も
楽
し
く
す

こ
せ
ま
し
た
。
今
回
、
一番
の
楽
し
み
は
初

め
て
訪
間
す
る
北
越
戊
辰
戦
争
伝
承
館
で
し

た
。
確
か
に
三
階
に
上
が
る
と
、
八
丁
沖
が

よ
く
見
渡
せ
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
東
忠

で
の
食
事
や
慈
眼
寺
の
会
見
の
間
で
の
住
職

の
話
等
、
現
地
に
来
な
い
と
味
わ
え
な
い
楽

し
み
も
あ
り
、
面
白
か
っ
た
で
す
。

―
北
嶋
文
男

（東
京
都
）

老舗割烹「東忠」前にて

激戦地の朝日山

河
井
継
之
助
没
後
百
四
十
六
年
祭
法
要

十
月
六
日
、
河
井
継
之
助
の
百
四
　

員
が
墓
前
に
移
動
し
線
香
を
手
向
け

十
六
年
祭
法
要
が
長
岡
市
に
あ
る
栄

　

ま
し
た
。
ま
た
法
要
後
に
恒
例
と
な

凍
寺
に
て
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
も
河

　

り
ま
し
た
食
事
会
、
「市
民
の
集
い
」

井
家
八
代
目
に
あ
た
る
河
井
弘
安
さ
　

も
会
場
を
青
善
に
移
し
て
お
こ
な
わ

ん
を
は
じ
め
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
方
　
　
れ
、
和
や
か
な
集
い
と
な
り
ま
し
た
。

に
参
列
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
堂
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（西
川
）

ご
住
職
の
読
経
が
静
か
に
流
れ
る
中
、

穆
眈

賊
闊

冷

ゆ
騨

↓
¨
下

ぜ

颯
袢

疎
囀

し
継
之
助
を
偲
ん
で
い
ま
し
た
。
焼
香
　
　
十
六
年
祭
法
要
に
参
加
し
墓
参
り
さ
せ
て
も

後
、
弘
安
さ
ん
が
「百
四
十
六
年
を
経
　
　
うヽ
い
ま
し
た
。
継
之
助
子
孫
の
直
系
八
代
目

た
今
で
も
長
岡
の
方
々
に
こ
の
よ
う
な
　
　
弘
安
氏
、
本
家
寛
治
氏
、
長
男
恭
一氏
も
参

法
要
を
催
し
て
い
た
だ
け
る
の
は
大

劉
」
「
一
晴
砺

製

へ

製

凱
に
／

変
有
難
い
で
す
」
と
感
謝
の
言
葉
を
述
　

ま
た
、
友
の
会
の
方
と
も
親
交
を
深
め
る
こ

べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
参
列
者
全
　
　
と
が
出
来
、
大
変
楽
し
く
意
義
深
か
っ
た
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
記
念
館
の
催
し
に
参
加
す

る
と
と
も
に
継
之
助
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が

ら
継
之
助
の
思
い
を
感
じ
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。　
　
　
　
―
金
子
隆
夫

（東
京
都
）

●
友
の
会
に
入
会
し
て

平
成
二
十
一年
四
月
二
十
五
日
高
校
時
代

の
師
、
山
本
清
先
生
に
よ
る

「峠
の
碑
建

立
」
に
つ
い
て
講
演
を
聴
講
し
て
よ
り

「友

の
会
」
に
入
会
、
翌
二
十
二
年
只
見
町
の

「墓
前
祭
」
に
参
加
す
る
。
更
に
二
十
三
年

会
津
若
松
市
本
光
寺
に
て
の
法
要
に
参
列
、

幸
運
に
も
鶴
ヶ
城
内
の
見
学
や

「保
科
正
之

展
」
も
催
さ
れ
て
い
た
。
「両
国
橋
は
架
け

る
が
天
守
閣
は
再
建
し
な
い
。
」
的
確
な
会

津
藩
政
改
革
は
、
継
之
助
の
長
岡
藩
政
改
革

に
共
通
項
を
感
じ
て
今
年
栄
凛
寺
に
百
四

十
六
年
祭
法
要
に
参
列
す
る
。
次
年
は
八
丁

沖
ウ
ォ
ー
ク
を
目
指
す
。

―
新
保
順
之

（長
岡
市
）

栄)京寺墓前

し

1蝙 繭
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7 会報 峠/イ ベント報告・某月某日

第
二
回
　
八
丁
沖
ウ
オ
ー
ク

十
月
十
二
日
、
第
ｆ
回
八
丁
沖
ウ

オ
ー
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
．
今
年

度
は
前
日
か
ら
の
雨
で
や
む
な
く
ウ

オ
ー
ク
は
中
止
と
な
り
、
バ
ス
で
の

ゆ
か
り
の
地
め
ぐ
り
に
変
更
に
な
り

ま
し
た
。
出
陣
式
の
あ
と
、
参
加
者

約
五
十
名
が
二
台
の
バ
ス
に
分
乗
し

出
発
で
す
。
地
元
新
組
地
区
の
御
協

力
に
よ
り
解
説
を
交
え
つ
つ
、
例
年

の
渡
河
で
は
訪
れ
る
こ
と
の
無
い

「割
元
庄
屋
清
水
家
」
「貞
心
尼
と

間
魔
堂
」
に
も
足
を
迎
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
て

最
後
は
富
島
占
戦
場
パ
ー
ク
に

て
、
全
員
で
雨
雲
を
蹴
散
ら
す
よ
う

に
勝
円
を
あ
げ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
新
組
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ

ー
に
会
場
を
移
し
稲

川
館
長
と

″北
越
戊

辰
戦
争
伝
承
館
″
安

藤
館
長
に
よ
る
講
演

会
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
聴
講
者
は
、

八
丁
沖
で
の
奪
還
戦
の
凄
ま
じ
さ
を

富島古戦場パークにて

梯子橋から八丁沖を望む

渡河記念の手ぬぐい

０
ブ
ー
ツ
…
よ

今
回
の
記
念
品
に
絵
入
り
手
拭
い
を
い

た
だ
い
た
。
そ
の
兵
士
の
足
元
は
、
足
袋
と

草
軽
だ
。
武
者
姿
の
星
さ
ん
達
も
同
様
の
い

で
た
ち
で
あ
る
。
北
越
成
辰
戦
争
は
、
雨
が

多
か
っ
た
し
、
は
し
ご
橋
周
辺
の
葦
原
は
当

時
に
近
い
と
い
う
。
八
丁
沖
渡
河
に
草
戦
履

き
と
は
哀
れ
―
戦
場
故
に
、
着
替
え
も
な

く
、
ぬ
れ
た
衣
服
の
ま
ま
跛
渉
す
る
兵
士

達
。
ふ
と
継
之
助
愛
用
の
ブ
ー
ツ
に
目
が
と

ま
る
。
丈
夫
な
履
物
だ
と
行
軍
も
助
か
っ
た

だ
ろ
う
な
あ
。
そ
う
い
え
ば
、
土
方
、
龍
馬

も
ブ
ー
ツ
姿
で
し
た
ね
。

―
大
久
保
紀
美
恵

（長
岡
市
）

●
八
丁
沖
の
歴
史
の
一端
に
触
れ
て

田
所
理
事
扮
す
る
河
丼
総
督
の
掛
声
の

も
と
、
参
加
者
全
員
の
エ
イ
エ
イ
オ
ー
の
勝

日
を
合
図
に
、
八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
が
ス
タ
ー

ト
し
た
。
あ
い
に
く
の
雨
の
た
め
バ
ス
で
の

コ
ー
ス
め
ぐ
り
と
な
っ
た
が
、
各
地
で
勝
園

を
上
げ
た
り
、
地
元
の
方
か
ら
貴
重
な
話
を

聞
か
せ
て
頂
い
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
北

越
成
辰
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
八

丁
沖
の
歴
史
に
い
つ
し
か
魅
了
さ
れ
て
い

た
。
長
岡
人
と
し
て
も
っ
と
早
く
、
も
っ
と

若
い
頃
に
、
こ
う
い
う
機
会
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
な
ら
…
と
、
思
う
。

―
松
原
越
男

（長
岡
市
）

感
じ
る
と
と
も
に
お
二
人
の
話
に
引

き
込
ま
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

続
い
て
、
参
加
者
ひ
と
―，
ひ
と
り
の

お
名
前
が
呼
ば
れ
、
友
の
会
幹
事
の

田
所
さ
ん
よ
り
渡
河
記
念
の
手
ぬ
ぐ

い
が
手
渡
さ
れ
た
の
で
し
た
。
こ
う

し
て
雨
の
渡
河
作
戦
は
盛
況
の
う
ち

に
開
会
と
な
り
ま
し
た
．
　

（柴
田
）

記
念
館
日
詑
　
　
月
　
　
日

今
年
も
恒
例
の
「越
後
長
岡
ひ

な
も
の
が
た
り
」
が
催
さ
れ
、
反

町
尚
子
様
所
蔵
の
「与
板
藩
主
び

な
」
が
飾
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
、
「お
雛

様
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
女
性

の
お
客
様
が
お
い
で
に
な
り
、
お

話
を
う
か
が
う
と
、
ご
自
身
で
も

ひ
な
人
形
を
作
ら
れ
て
い
る
と
の

こ
と
。
そ
の
日
は
知
り
合
い
の
お

店
に
作
品
を
見
せ
に
行
か
れ
る
た

め
持
参
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
職

員
に
も
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
糸
巻
き
の
土
台
に
広
げ
た
傘

が
立
て
ら
れ
そ
の
先
に
は
、
そ
れ

は
そ
れ
は
と
て
も
愛
ら
し
い
「
つ
る

し
雛
」
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い

ま
し
た
。
お
内
裏
様
と
お
雛
様
、

他
に
も
ね
ず
み
や
唐
辛
子
、
草

履
・鈴
な
ど
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
丁
寧

に
手
縫
い
で
作
ら
れ
て
お
り
、
作

り
手
の
優
し
い
お
心
が
伝
わ
っ
て

く
る
も
の
で
し
た
。
小
さ
な
お
ひ

な
様
に
大
き
な
愛
を
感
じ
る
ひ
と

と
き
に
感
謝
で
す
。
　
　
（柴
円
）

●記念館オリジナリ|
(5枚組、パッケージ付3

レポストカード販売中

平成26年度総会・講演会0懇親会のご案内
日時 :4月 26日 (土)午後2時から

会場:会館青善
=盟

鷹澱圏鰯購震ヨ菫ヨ|

・第1部 :総 会 午後2時～2時 30分
第2部 1講演会 (定員先着200名 )午後2時 45分～4時 15分

演題 :『 峠』と横浜について/´講師1増田恒男氏
・第3部 1懇親会 午後4時 30分～6時

●河丼継之助旅日記『塵壼』
毎週土曜日 午後1時 ～3時 _

たくしろう         (1ん
●今泉鐸次郎著

P河
丼継之助博」を読む会

第24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。

亀

つるし雛

‐|_‐・
―■  _____ ..

…野諄.
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開
館
７
周
年
講
演
会

「会
津
藩
の
精
神
性
と
八
重
の
桜
」
報
告

十
二
月
二
十
七
日

（金
）
、
開
館
　

に
「徳
川
の
た
め
に
忠
義
を
尽
せ
、

七
周
年
講
演
会
が
長
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
　

徳
川
家
に
逆
ら
う
藩
主
は
私
の
子
孫

テ
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。
会
場
は
五
　

で
は
な
い
」
が
あ
つ
た
た
め
松
平
春

百
人
以
上
も
の
来
場
者
で
満
席
と
な
　
嶽
二
橋
慶
喜
の
要
請
を
断
れ
な
か

っ
た
。
講
師
は
会
津
藩
研
究
の
第
一　
　
っ
た
こ
と
、
加
え
て
会
津
藩
の
軍
事

人
者
、
野
口
信
一
氏
で
あ
る
。
今
回
　
力
を
あ
て
に
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
紹

は

「会
津
藩
の
精
神
性
と
八
重
の
　

介
さ
れ
た
。

桜
」
と
題
し
、
大
河
ド
ラ
マ
「八
重
の
　
　
　
ま
た
従
来
の
映
画
・
ド
ラ
マ
の
幕

桜
」
の
主
人
公
新
島
八
重
の
生
涯
に
　

末
の
時
代
は
、
勝
者
で
あ
る
薩
摩
。

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
意
識
を
裏
付
け
　
長
州
・勤
王
の
志
士
等
が
主
人
公
で

る
会
津
藩
の
歴
史
を
披
露
し
て
い
た
　

あ
り
、
会
津
藩
は
敗
者
、
賊
軍
、
朝

だ
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敵
と
い
っ
た
視
点
で
か
か
れ
る
こ
と

ま
ず
会
津
が
な
ぜ
戊
辰
戦
争
を
す
　
が
多
か
っ
た
。
そ
の
点
今
回
は
負
け

る
に
至
っ
た
の
か
、
原
因
の
一
つ
、
京

　
た
方
か
ら
の
歴
史
が
こ
れ
ほ
ど
長
く

都
守
護
職
就
任
の
話
題
か
ら
講
演
は
　

か
か
れ
た
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
会

始
ま
っ
た
。
松
平
容
保
が
京
都
守
護

職
を
引
き
受
け
た
背
景
に
は
、
初
代

会
津
藩
主
保
科
正
之
の
定
め
た
十
五

条
の
「家
訓
」
が
あ
る
。
そ
の
一条
目

津
藩
の
正
義
、
誠
実
さ

が
表
現
さ
れ
、
実
は
朝

敵
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
う
、
と
話
さ
れ
た
‥

さ
ら
に
会
津
藩
の
悲

景
　
劇

の
原
因
と
し
て
、
会

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

自
　
津
の
精
神
性
・教
育
を

備
　
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
吉

稲
　
田
松
陰
も
訪
れ
る
ほ
ど

醜
　
全
国
に
有
名
だ
つ
た
会

津
藩
校
Ｈ
新
館
、
そ
の

精
神
は
学
――――
だ
け
で
な

く
文
武
画
道
で
あ
り
、

「
武
力
で
も
っ
て
徳
川

を
守
る
」
と
い
う
考
え

援応を館〈忌び学みし親てつ助之てし通を換一父
二
月や

　
。

流

す

交

で

の

会

員

る

会

す

.11111‐ |‐1   . .  ‐―‐
:~・

●会員数
′
正会員 :553名  協賛会員 145名 (3/3]現在)

●特 典 -1・友の会会≡F~峠」配付

0会員との交流 =催事案内 参加 0研修旅行への案内 参加

●入会手続き

0申込書に会費を添えて、事務局へ持参。
C申込書を事務局へ送り(郵送、FA× )、 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 31日 まで
●正会員/(ア )小 中学生:5百円 (イ )高校生以上 :2千円
・3協賛会員 一口5千円(法 人の他、個人でも可)

●口座について
。加入者名/
河井継之助記念館友の会

か
ら
武
道
に
は
力
を
入
れ
て
い
た
こ

と
、
武
術
の
必
修
科
＝
は
刀

・
槍

・

弓

・
馬
術
で
、
山
本
家
の
砲
術
は
選

択
科
目
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ

た
し
ま
た
侍
の
子
ど
も
は
六
歳
で
必

ず
町
内
の
子
ど
も
グ
ル
ー
プ

「什
」

に
入
り
、
毎
日
午
後
か
る
当
番
の
家

に
て
お
話
と
遊
び
を
し
た
と
い
う
．

九
歳
の
年
長
者
を
中
心
に
自
分
た
ち

で
決
め
た
決
ま
り

一什
の
掟
」
を
唱

え
、
最
期
に

一
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら

ぬ
も
の
で
す
」
と
締
め
く
く
る
。
こ

の
よ
う
な
日
新
館
に
人
る
前
か
ら
、

遊
び
の
う
ち
に
人
の
道
―
年
長
者
ヘ

の
礼
儀
、
同
年
者
と
友
情
な
ど
を
育

む
教
育
が
あ
っ
た
と
話
さ
れ
た
。
現

在
で
は
現
代
版
什
の
掟

『あ
い
づ
つ

こ
宣
言
』
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ

て
い
る
そ
う
だ
。
野
口
氏
曰
く
ド
ラ

マ
の
第
一
話
タ
イ
ト
ル
「な
ら
ぬ
こ
と

は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
、
会
津

藩
の
精
神
性
を
示
す
一言
葉
と
し
て
こ

れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
物
は
な
い
と
い

う
〕
こ
の
よ
う
な
会
津
藩
の
精
神
が

熟
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
聴
き
人
る

会
場
で
あ
っ
た
．

最
後
に
年
始
の
総
集
編
も
楽
し
み

に
と
、
し
め
く
く
っ
た
野
口
氏
〓
氏

の
語
り
尽
く
せ
な
い
話
題
と
会
津
愛

に
あ
ふ
れ
た
語
り
国
に
魅
了
さ
れ
、

後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
講
演
は
終

了
し
た
‐　
　
　
　
　
　
　
　
（高
柳
）

編
集
後
記

●
今
年
度
を
振
り
返
る
と
、
色
々

な
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中

で
も
記
憶
に
新
し
い
ソ
チ
冬
季
オ

リ
ン
ピ
ツ
ク
ー
各
国
の
ア
ス
リ
ー
ト

が
困
難
と
重
圧
に
耐
え
挑
戦
す
る

姿
は
勝
者
も
敗
者
も
感
動
と
勇
気

を
私
達
に
与
え
て
く
れ
ま
し
た
．

彼
ら
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
そ
れ
を

支
え
る
人
々
の
熱
き
思
い
に
頭
が

下
が
り
ま
す
．

挑
戦
と
言
え
ば
、
継
之
助
の
生

き
様
も
あ
る
意
味
時
代
に
挑
み
続

け
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
…
そ
ん
な
こ
ん
な
に
思
い

巡
ら
せ
な
が
ら
、
不
勉
強
な
向
分

を
反
省
し
。
私
達
も
よ
り
良
い
会

報
を
目
指
し
努
力
し
な
け
れ
ば
と

改
め
て
思
い
ま
し
た
．

＝
増
し
に
暖
か
く
な
っ
て
い
く

日
差
し
に
草
木
も
日
覚
め
始
め
、

本
は
も
う
す
ぐ
そ
こ
に
．
皆
様

一

年
間
ご
愛
読
頂
き
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
次
年
度
も
応
援
の
社
ｔ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
〕
（伊
佐
一

口座番号/
郵便局
長岡信用金庫太店営業部
北越銀行太盾
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