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雪
国
長
岡
に
生
ま
れ
た
先
人
を
み
つ
め
て

女
優
主

ッ
セ
イ
ス
ト

星

野

　

知

子

一
（

け
の
気
配
を
感
じ
る
感
性
は
雪
国
の

人
な
ら
で
は
ｃ
今
は
、
「自
分
の
根
っ

こ
は
こ
こ
だ
！
」
と
い
う
感
謝
を
持
っ

て
生
き
て
い
ま
す
‐

「な
つ
ち
ゃ
ん
の
写
真
館
一
で
デ
ビ

ュ
ー
す
る
と
、
記
者
の
方
に

「ご
出
身

は

『
‐‐‐十
』
の
長
岡
で
す
よ
ね
？
」
と
訊

か
れ
る
の
で
す
が

『峠
』
を
読
ん
で
な

く
て
恥
ず
か
し
い
思
い
で
し
た
‘
高
校

の
資
料
館
に
は
河
井
継
之
助
の
大
き

な
肖
像
画
が
あ
り
、
常
々

「質
実
剛

健
」
「常
在
戦
場
一
の
精
神
が
唱
え
ら

れ
て
い
た
の
に
…
〓
長
岡
は
戊
辰
戦
争

で
歴
史
的
建
造
物
が
残
っ
て
い
な
い

分
、
歴
史
を
学
び
、
伝
え
遺
そ
う
と
す

る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
　
雪
の
中
で

こ
そ
、
考
え
る
こ
と
が
多
く
あ
る
、
そ

ん
な
気
が
し
ま
す
。

長
岡
に
い
た
頃
、
杉
本
餃
■
の
こ
と

は
河
井
継
之
助
よ
り
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
、
二
十
歳
前
に

一武
ｌｆ
の
娘
一
を

読
み
ま
し
た
が
難
解
で
．
そ
の
後
一
ト

年
経
っ
て
読
ん
だ
と
き
は
最
初
の
雪
の

描
写
で
心
掴
ま
れ
ま
し
た
‐
雪
国
へ
の

郷
愁
、
日
本
人
の
美
徳
と
誇
り
、
＝
（国

の
文
化
風
習
と
の
融
合
．
そ
し
て
、
気

品
あ
る
美
し
い
文
章
に
感
銘
し
ま
し

た
，
そ
れ
か
ら
は
全
国
に

『武
士
の

娘
一
を
知
っ
て
欲
し
い
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
関
係

竹
に
猛
ア
ピ
ー
ル
‥
念
願
叶
っ
て
昨
年

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
ド
ラ
マ
と
し
て
テ

レ
ビ
放
送
さ
れ
ま
し
た
．
放
送
直
後
に

ア
マ
ゾ
ン
で

一武
士
の
娘
』
の
文
庫
本

が
在
庫
切
れ
に
な
っ
た
そ
う
で
す
ｔ
お

陰
様
で
視
聴
率
も
良
く
好
評
を
得
て

再
放
送
も
さ
れ
ま
し
た
．

私
も

『武
十
の
娘
』
の
解
説
本
に
と

写
真
や
図
版
を
た
く
さ
ん
載
せ
た

一今
を
生
き
る
武
上
の
娘
～
銭
子
へ
の

フ
ァ
ン
レ
タ
ー
』
を
出
版
し
ま
し
た
ぃ

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
新
潟
県
で
特
に

売
れ
て
い
ま
す

さ
て
、

．武
ｌｒ
の
娘
一
を
調
べ
る
う

ち
に
興
味
が
湧
い
て
き
た
の
が
河
井

継
之
助
で
す
　
鼓
子
の
父
で
長
岡
藩

筆
頭
家
老
の
稲
垣
平
助
は
、
継
之
助

と
対
立
し
て
失
脚
し
て
い
ま
す
ゥ
想
像

す
る
に
、
戊
辰
戦
争
で
の
平
助
と
継
之

助
の
確
執
は
さ
ぞ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
だ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
、
密
か
に

「武

士
の
娘
」
の
ド
ラ
マ
化
を
目
指
し
て
い

ま
す

．
も
し
実
現
す
れ
ば
河
井
継
之

助
は
重
要
な
登
場
人
物
に
な
り
ま

す

銭
子
だ
け
で
な
く
魅
力
あ
ふ
れ
る

一長
同
藩
ｌｆ
た
ち
」
を
ぜ
ひ
紹
介
し
た

い
で
す
ね
．

一今
回
の
文
章
は
―
‐
月
十
九
日
の
講
演

会
の
内
容
を
、
広
報
委
員
の
渡
辺
千
雅
さ

ん
が
ま
と
め
ま
し
た
二

星

野
知

子

（ほ
し
の
と
も
こ
）
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル

女
優

十

一ッ
セ
イ
ス
ト
。
１
９
８
ｏ
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ

ビ
小
説

「な

っ
ち
ゃ
ん
の
写
真
館
」
で
主
演
デ
ビ

ュ
ー
の

後
、
映
画

・
ド
ラ
マ
に
多
数
出
演
。
女
優
業
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
キ
ャ
ス
タ
ー
や
音
楽
番
組
の
司
会
を

務
め
る
な
ど
、
多
才
ぶ
り
を
発
揮
。
著
書
に
中
越
地
震
の
復

興
を
願
っ
て
詩
を
綴
っ
た

「ふ
る
里
へ
』

（小
学
館
）

（印
税

の

一部
は
復
興
の
た
め
使
わ
れ
る
）
な
ど
多
数
。

晩
秋
十

一
月
末
の
あ
る
日
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説

「ご
ち

そ
う
さ
ん
」
で
共
演
さ
れ
た
束
出

昌
大
さ
ん

・
杏
さ
ん
ご
夫
妻
が
来

館
さ
れ
ま
し
た
．
か
ね
て
よ
り
新

聞

・
メ
デ
ィ
ア
に
て
、
お
一
人
が

「歴
史
が
お
好
き
」
と
い
う
話
を

う
か
が
っ
て
お
り
、
歴
女
で
も
あ

る
杏
さ
ん
は
、
好
き
な
歴
史
上
の

人
物
と
し
て
河
井
継
之
助
を
取
り

上
げ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
．
読
占

好
き
な
東
出
さ
ん
も
、
自
身
が
選

ぶ
「司
馬
遼
太
郎
作
品
ベ
ス
ト
３
」

で
は

『峠
』
が
ベ
ス
ト
ワ
ン
だ
と

推
薦
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

職
員

一
同

「
い
つ
か
は
河
井
継

之
助
記
念
館
に
お
出
で
い
た
だ
け

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
期
待
し
て

い
た
中
、
突
然
ご
来
館
い
た
だ
き

ま
し
た
＾
来
館
中
の
お
客
様
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
私
達
職
員
も
驚

き
と
興
奮
で
沸
き
市
ち
ま
し
た

途
中
か
ら
森
民
夫
市
長
も
駆
け
つ

け
て
下
さ
り
、
稲
川
明
雄
館
長
の

解
説
を
受
け
な
が
ら
、
熱
心
に
館

内
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
‥
　

時

間
ほ
ど
の
短
い
時
間
で
し
た
が
、

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し

ょ
う
か
〓　
　
　
　
　
　
一職
――
●
同
一

東
京
か
ら
関
越
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け

る
と

面
の
雪
景
色

卓
中
か
ら

「わ

あ
、
綺
麗
―
」
と
い
う
歓
声
が
上
が
る

と
自
慢
し
た
く
な
り
ま
す
‐
子
ど
も

の
頃
は
、
家
の

階
は
雪
囲
い
の
板
張

り
で
一
日
中
真
っ
暗
　
′‐‐．‐
ほ
げ
を
し
な

い
と
学
校
に
行
け
ず
、
「十「
の
無
い
所

で
暮
ら
し
た
い
」
と
故
郷
に
背
を
向
け

て
い
た
気
が
し
ま
す
　
高
校
卒
業
後
上

京
し
、
■
の
ブ
ー
ツ
を
履
い
て
ス
ク
ラ

ン
ブ
ル
交
差
点
を
歩
い
た
と
き

「都
会

人
に
な
っ
た
１
」
と
思
っ
た
も
の
で

す
―
」
こ
ろ
が
、
齢
を
重
ね
て
い
く
と

故
郷
の
良
さ
が
ど
ん
ど
ん
見
え
て
き

ま
す
　
四
季
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
食

材
が
豊
か
で
、
い
か
に
雪
の
恩
恵
を
受

け
て
い
る
こ
と
か

雪
を
見
る
と
は
っ

と
し
ま
す
、
十「
の
匂
い
、
降
雪
や
雪
融

，】″「口ＪＷノ．）と、っ

４
■

げ

し

ょ
う

・ω
）

Z

Ｊ
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会報 峠/1峠 |の越後長岡を歩く ・21

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
番
外
編
と
し
て
新
潟
市
西
蒲
区
峰
岡
エ
リ
ア
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。

●

「峠
」
上
巻

・
新
潮
文
庫
５
０
０
ペ
ー
ジ
よ
り

越
後
長
岡
侯
　
七
万
四
千
石
　
　
　
　
　
ら
分
家
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

信
濃
小
諸
侯
　

一
万
五
千
石
　

　

　

　

　

以
後

廃

藩

に
至

る
ま

で
十

一
代

に
わ

越
後
三
根
山
侯

　

一
万

一
干
石
　

　

　

　

た

っ
て
牧

野

氏

が

こ

の
地

を

治

め
ま

丹
後
田
辺
侯
　
三
万
五
千
石
　
　
　
　
　
し
た
。
歴
代

当

主

は
本

家

の
長

岡
藩

常
陸
笠
間
侯
　
八
万
石
　
　
　
　
　
　
　
牧

野
家

を
支

え

な
が
ら
も

立
藩

の
意

た
だ
ひ
ろ

み
な
家
紋
は
三
つ
葉
柏
（三
ツ
柏
）
で
あ

　

思
が
あ
り
、
十

一
代
忠
泰

の
代

に
な

っ

り
、旗
じ
る
し
は
八
シ
ゴ
で
あ
る
。
　

　

　

　

て
内

高

五
千

石

を

加

え

て

一
万

一
千

石
の
大
名
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
三

小
泉
純

一
郎

死
首
相
の
所
信
表
明

演
説
で
再
度
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

「米
百
俵
」
の
話
‐
そ
の
故
事
に

登
場
す
る
三
根
山
が
今
回
の
舞
台
で

す
。
明
治
三
年

（
ｒ
八
ｔ
Ｏ
）
、
三
根

山
藩
は
、
北
越
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
て

極
度
に
困
窮
し
て
い
た
長
岡
藩
に
対

し
て
、
見
舞
い
米
と
し
て
米
百
俵
を

贈
り
ま
し
た
。
こ
の
故
事
を
山
本
有

〓
が
戯
曲

「米
百
俵
」
と
し
て
世
に

お
く
り
出
し
た
こ
と
で
、
「米
百
俵
」

と
言
う
こ
と
ば
が
．
般
に
知
れ
渡
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
ぃ

そ
も
そ
も
長
岡
藩
に
は
、
四
つ
の

支
藩
が
あ
―，
、
そ
の
　
つ
が
越
後

一
根

山
藩

⌒
一
万
一
千
石
）
で
す
　
〓
．恨
山

藩
は
、
初
代
長
岡
藩
Ｌヽ
・
牧
野
忠
成

が
四
男
定
成
に
六
千
石
を
与
え
て
、

市
原
郡
三
根
山
に
対
し
、
牧
野
家
か

年

■
八
Ｌ
Ｏ
）
丹
後
国
の
峰
山
藩
と

同
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
峰
岡
藩
と
改

称
し
、
同
四
年
七
月
十
四
日
廃
藩
置

県
に
よ
り
峰
岡
県
と
な
り
ま
す
ｃ

か
つ
て
の
三
根
山
藩
陣
屋
は
、
現

在
公
同
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
、
敷
地
内
に
は
、
三
根
山
藩
■
の

碑
を
は
じ
め
、
米
百
俵
の
碑
、
ガ
管
、

　

年

館
藩
校
の
大
教
授
と
な

っ
た
新
保
正
　
　
至

与
の
碑
な
ど
が
あ
り
ま
す
っ
な
お
人

徳
館
と
は
、
卜

一
代
忠
泰
が
開
校
し

名
付
け
た
藩
校
の
校
名
で
す
。
藩
校

は
後
に
人
徳
館
小
学
校
、
廃
校
後
は

入
徳
館
野
外
研
修
場
と
名
前
を
変
え

て
、
現
在
に
至

っ
て
い
ま
す

．
施
設

内
に
は
、
米
百
俵
を
積
ん
だ
三
根
山

九

の
再
現
棋
押
か
置
か
れ
て
い
ま

す
陣
屋
か
ら
ほ
ど
近
い
一
山
寺
は
、
三

恨
山
藩
主
の
吉
提
所
で
す
　
長
岡
藩

牧
野
家
と
同
じ

「
三
ツ
柚
」
が
掲
げ

ら
れ
た
寺
院
で
す
‥

代
藩
Ｌ
忠
清

が
養
父
・
定
成
を
供
養
す
る
た
め
本

■
を
再
建
、
寺
］ゲ
を

＾
山
キ
と
改
称

し
、
一
根
山
藩
牧
野
家
の
水
代
の
書

捉
所
と
し
ま
し
た
。
境
内
に
は
歴
代

藩
上
の
菓
が
あ
り
ま
す
¨

新
潟
市
西
蒲
区
峰
岡
は
、
実
は
長

岡
と
つ
な
が
り
の
深
い
場
所
で
あ
り
、

ま
た
小
林
虎
三
郎
と
も
縁
の
深
い
場

所
で
も
あ
っ
た
の
で
す
‐‥，
　

一高
柳
）

米
参
考
文
献
「角
川
日
本
地
名
辞
典
」角
川
書
店

●―山寺

●ゴルフ場

●三根山藩址の碑

●―|百俵の碑

●旧入徳館校舎跡

至新潟

三根山神社

『峠
』
の
越
後
長
岡
を
歩
く

⑩
番
外
編
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3 会報 峠/来館者10万人達成 。遠方からの客人

来
館
者
１０
万
人
達
成
菫

甲腱甕麟疇

‐
.:  

■―

]0万人目の祝福を受ける絵理さんと悠仁くん (写真中央)

平
成
二
十
八
年
一月
十
八
日
、
記
念

館
に
子
供
連
れ
の
女
性
が
訪
れ
た
。開

館
以
来
、
実
に
十
万
人
＝
と
な
る
来
館

者
だ
。

こ
の
日
、
お
曇
前
に
来
館
さ
れ
た
の

は
市
内
在
住
の
鈴
木
絵
理
さ
ん
、
そ
し

て
絵
理
さ
ん
の
腕
に
だ
か
れ
た
息
子

さ
ん
の
悠
仁

⌒ゆ
う
と
）
君

当
日
は
森

民
夫
市
長
や
友
の
会
の
下
田
邦
夫
会

長
、
マ
ス
コ
ミ
も
駆
け
付
け
る
な
ど
、賑

や
か
な
セ
レ
モ
ニ
ー
と
な
っ
た
．

記
念
館
で
は
千
人
単
位
で
訪
れ
た

方
に
記
念
品
を
贈
呈
し
、
記
念
撮
影
を

行
っ
て
い
る
．十
万
人
と
い
う
節
目
を

迎
え
た
こ
と
も
あ
り
、
今
ま
で
の
記
念

品
を
贈
呈
し
た
方
々
、
そ
し
て
来
館
者

地
で
あ
る
岡
山
県
か
ら
来

ら
れ
る
方
も
少
な
く
な

い
，九
万
人
日
、
九
万
三
千

人
目
に
来
館
さ
れ
た
方
々

が
そ
う
で
あ
る
し
、
芳
名

帳
を
見
て
も
岡
山
か
ら
の

来
館
者
が
い
る
．継
之
助

と
何
ら
か
の
因
縁
の
あ
る

地
か
ら
来
館
す
る
方
は
と

て
も
多
い
．

次
に
開
館
以
来
の
米
館

者
数
の
推
移
を
辿
り
た
い

レ
」田
いヽ
つ

来
館
者
は
平
成
十
九
年

が
最
も
多
く
、
そ
れ
以
降

は
下
降
気
味
に
あ
る
．し

数
の
推
移
を
辿
り
た
い
と
思
う

記
念
館
に
は
様
々
な
人
が
訪

れ
る
．過
去
に
は
タ
イ
か
ら
観
光

で
米
た
と
い
う
女
性
が
七
万
ｆ

千
人
日
の
来
館
者
と
な
っ
て
い

る
し
、
つ
い
先
日
も
台
湾
か
ら
来

た
と
い
う
Ｌ日
年

一人
が
や
つ
て

き
た

米
館
せ
ず
と
も
継
之
助

に
阻
（味
が
あ
る
と
い
う
手
紙
が

中
日
本
上
か
ら
届
く
な
ど
、
継

之
助
の
魅
力
的
な
人
と
な
り
は

国
内
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
（

ま
た
、
継
之
助
が
師
事
し
た

山
田
方
谷
の
出
身

12,000
(人数)

か
し
平
成
二
十
五
年
、
「八
重
の
桜
」ブ

ー
ム
を
機
に
再
び
盛
り
返
し
、
ま
た
、

団
体
客
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
．そ
の

後
団
体
客
の
人
数
に
大
き
く
変
動
は

な
く
、　
一般
客
は
年
を
追
う
ご
と
に
再

び
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
っ
て
い
る
．

今
後
、
企
画
展
の
開
催
や
展
小
替

え
、
積
極
的
な
継
之
助
の
川
知
な
ど
、

平
務
局
と
し
て
も
様
々
な
取
り
組
み

を
行
い
来
館
者
数
ア
ッ
プ
に
取
り
組
ん

で
い
こ
う
と
い
う
心
づ
も
り
で
あ
る
こ

記
念
す
べ
き
来
館
者
卜
万
人
達
成

は
、明
る
い
気
持
ち
に
な
る
と
と
も
に
、

今
後
の
課
題
に
も
気
付
か
せ
て
く
れ

た
（，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一河
出
）

ま
れ
ひ
と
　
・

之
方
か
ら
の
多
人

来館者人数推移
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神
奈
川
県
小
田
原
市
か
ら
お
越
し
の
秋
間

佐
治
子
さ
ん
、
一月
下
旬
大
雪
直
後
に
寒
い

中
ご
来
館
さ
れ
ま
し
た
。
旅
行
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
決
め
る
事
が
大
好
き
で
、
旅
は
ス
マ

ホ
で
調
べ
る
よ
り
観
光
案
内
所
の
方
と
仲
良

く
し
て

「聞
く
事
」
が
一番
楽
し
い
そ
う
で

す
。

●
ご
来
館
の
き
っ
か
け
は

観
光
と
歴
史
が
好
き
で
、
た
ま
た
ま
友
達

に
宿
泊
券
が
当
た
り
二
人
で
「雪
見
の
露
天

風
呂
」
を
楽
し
み
に
湯
沢
に
来
ま
し
た
。
来

る
前
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
ら
、

「継
之
助
」
が

「長
岡
」
の
人
だ
と
知
り
ま

し
た
。
昔
、
司
馬
遼
太
郎
の
本
は
読
ん
で
い

ま
し
た
が
、
「峠
」
の
事
は
詳
し
く
は
思
い

出
せ
ず
、
館
内
を
見
て
と
て
も
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。

●
継
之
助
の
印
象
は

自
分
を
買
き
、
改
革
に
着
手
し
武
士
ら
し

く
最
後
ま
で
生
き
た
方
だ
と
思
い
ま
す
。
帰

っ
た
ら

「峠
」
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

幕
末
は
好
き
で
坂
本
龍
馬
や
大
河
ド
ラ
マ

「花
燃
ゆ
」
を
観
て
い
ま
し
た
。
中
村
勘
三

郎
さ
ん
の

「駆
け
抜
け
た
蒼
龍
」
も
観
た
事

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
長
岡
郷
土
史
料
館

と
山
本
五
十
六
記
念
館
も
足
を
運
び
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「笑
っ
て
い
る
事
」
は
良
い
こ
と
よ
、

「笑
顔
が

一
番
」
終
始
に
こ
や
か
に
話
さ

れ
、
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
楽
し
い
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
（黒
田
）

秋間佐治子さん

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
○

雪
深
い
長
岡
へ
、
よ
う
こ
そ

平成28年 1月 28日

昨年 9月 からJR只見線 (只見駅―小出

間)では、沿線の代表的な観光資源をデザ

インしたラッピング車両が運行されてい

ます。赤色の車両には一筆書きで、河丼継

乏助やブナ、雪祭り:花火などが描かれて

います。また小出「こい (恋 )で」と会津「あ

い(愛 )づ」を結ぶ列車にちなんで、縁結び

列車として親しんでほしいという願いを

込めてデザインされたそうです。
(平成 29年 9月 まで運行 予定 )

１
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そ
の
⑩

八
町
沖
渡
渉
戦
と
口
上
書

慶
応
四
年
七
月
二
十
四
日

（新
暦

で
は
九
月
十
日
）
夜
半
か
ら
翌
二
十

五
日
に
か
け
て
、
長
岡
藩
兵
六
百
九

十
余
名
が
長
岡
城
東
北
に
あ
つ
た
八

町
沖
を
強
行
に
渡
河
し
て
、
長
岡
城

下
に
奇
襲
を
か
け
た
。
そ
れ
は
故
城

奪
還
の
乾
坤
一榔
の
作
戦
だ
っ
た
。

夜
襲
に
あ
た
つ
て
、
藩
兵
一
同
に

読
み
聞
か
せ
た
回
上
書
が
あ
る
。

の
故
、
御
．
同
共
に
身
を
捨
て
、
数
代

の
御
高
恩
に
報
じ
、
牧
野
家
の
御
成

名
を
、
万
世
に
輝
し
、
銘
々
の
武
名

も
後
世
に
残
す
様
、
精
力
を
極
め

て
―
こ
本
公
い
た
し
ま
せ
う
〓

な
ぜ
分
け
日
の
軍
と
云
へ
ば
、
奥

州
の
敵
も
、
今
に
捗
々
敷
こ
と
な

く
、
東
が
人
勝
す
れ
ば
、
越
後
に
敵

が
肝
ら
れ
ず
、
越
後
が
大
勝
す
れ

ば
、
奥
羽
に
敵
は
居
ら
れ
ず
、
然
れ

ば
、
敵
も
ど
こ
ま
で
引
て
済
む
と
い

ふ
訳
に
も
参
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
、

天
下
の
形
勢
が
変
じ
、
元
々
、
諸
人

名
が
義
理
で
す
る
仕
事
で
も
な
い

し
、
軍
ず
き
が
し
た
仕

も
な
く
、
只
、
暴
成
に

」
の
ひ
と
い
く
さ

此
一
軍
は
、
第

一
、
御
家
の
興
廃
も

此
の
勝
ち
負
け
に
あ
り
、
人
ド
分
け

日
も
、
此
の
勝
負
に
あ
り
て
、
御
家

が
な
け
れ
ば
、
銘
々
の
身
も
な
き
も

事お
ひ

去

・

か
さ
れ
て
、
い
や
で
も
難
義

で
も
、
一
寸
ず
り
に
延
し
た

は
、
愚
か
の
心
底
か
ら
、
義

も
忘
れ
て
、
左
様
の
事
す
る

け
れ
ど
も
、
心
に
誰
で
も
悪

る
い
と
い
ふ
こ
と
知
ら
ぬ
者

無
く
、
高
田
や
与
板
が
快
い

と
い
ふ
事
も
な
く
、
気
楽
で

も
あ
る
ま
い
、
少
し
模
様
が

変
ず
れ
ば
、
天
下
の
諸
侯
が

変
心
す
る
か
ら
、
そ
り
十
散

も
大
変
て
、
天
下
を
取
ろ
う や で

と
し
て
し
た
仕
事
は
空
敷
な
１，
、
そ

う
な
る
と
、
天
下
中
に
悪
ま
れ
、
共

同
も
見
離
し
、
終
に
は
国
も
亡
る
様

に
至
る
か
ら
、
容
易
の
事
で
は
引
か

れ
ぬ
筈
で
、
敵
も
夫
を
知
っ
て
居
る

か
ら
、
此
の
大
乱
を
作
せ
し
、
薩
摩

の
西
郷
吉
之
助
が
越
後
へ
来
て
、
大

下
分
け
日
の
軍
さ
す
る
と
云
す
事
を

聞
ま
し
た
が
、
何
に
し
て
も
、
そ
り

ゃ
分
け
日
だ
か
ら
、
此
の
Ｔ
は
大
切

で
、
私
共
、
間
違
て
も
、
御
城
ド
に
人

て
死
ね
ば
、
義
名
も
残
り
、
武
士
の

道
に
も
叶
う
て
、
遺
り
置

‐――‐
も
な

く
、
思
の
侭
に
か
て
ば
、
人
ド
の
勢
を

変
す
る
程
の
大
功
が
Ｌ
つ
か
ら
精

杯
、
出
し
て
や
―，
ま
せ
う
　
（中
略
）

此
上
は
一
刻
も
早
く
、
長
岡
を
取

返
し
、
両
殿
様
を
、
早
速
御
迎
へ
中

上
、
御
一
同
忠
死
の
程
、
両
殿
様
へ
申

上
、
戦
死
の
人
々
を
厚
く
弔
い
、
日

出
度
御
入
城
の
上
は
、
両
三
年
も
御

政
事
を
御
立
被
遊
れ
ば
、
元
の
繁
昌

に
す
る
こ
と
は
性
に
出
来
る
か
ら
、

御

一
同
共
、
必
死
を
極
め
て
勝
ま
せ

う
ｃ死

ぬ
気
に
な
っ
て
致
せ
ば
、
生
る

こ
と
も
出
来
、
疑
も
な
く
大
功
を
立

て
ら
れ
ま
す
が
、
若
死
に
た
く
な

い
、
危
い
日
に
逢
ひ
た
く
な
い
と
云

ふ
心
が
あ
ら
う
な
ら
、
夫
こ
そ
生
る

こ
と
も
出
来
ず
、
空
敷
汚
名
を
後
世

ま
で
残
し
、
残
念
に
存
じ
ま
す
か

し

ら
、
身
を
捨
て
て
こ
そ
、
浮
む
瀬
も

あ
れ
と
中
し
ま
す
れ
ば
、
能
々
、
覚

悟
を
極
め
て
大
功
を
立
て
ま
せ
う
‐

昨
夜
よ
り
風
も
強
く
、
此

戦

を
大
切
に
思
ひ
、
皆
様
と
御

心
に

な
っ
て
、
此
度
は
是
非
と
も
人
勝
を

致
し
度
い
と
、
心
に
浮
み
し
丈
け
を

１ｌ
Ｌ
に
て
、
申
上
様
と
書
き
ま
し
た

が
、

り‐‐‐，
‐
ぬ
事
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
篤

と
御
考
被
下
ま
し
や
う
．

（ＩＨ
か
な
づ
か
い
を
使
用
）

こ
の
国
語
文
の
回
上
書
は
、
進
軍

手
配
書
と
と
も
に
、
各
隊
に
配
ら

れ
、
藩
兵
の
重
だ
っ
た
も
の
が
読
み
、

配
下
の
者
共
に
聞
か
せ
た
と
い
う
ｃ

継
之
助
は
寡
兵
で
城
下
に
飛
び
込
む

か
ら
に
は
、
日
頃
か
ら
の
改
革
の
実

行
の
よ
う
に
、
各
々
が
役
割
り
を
果

す
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
ｃ

面
白
い
こ
と
に
、
長
岡
城
の
奪
還

が
北
越
戊
辰
戦
争
最
大
の
変
り
日
だ

と
捉
え
て
い
て
、
継
之
助
の
戦
略
眼

が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
〓
そ
の

為
に
は
、
こ
の
戦
い
を
最
重
要
な
も

の
と
河
井
継
之
助
は
位
置
づ
け
、
藩

兵
　
同
に
、
武
士
の
覚
悟
を
説
い
た

も
の
で
あ
っ
た
こ

身
を
捨
て
て
こ
そ
浮
か
ぶ
瀬
も
あ

る
と
い
う
こ
と
わ
ざ
の
通
り
、
捨
身

の
戦
い
に
打

っ
て
で
た
の
が
八
町
沖

の
渡
河
戦
だ
っ
た

、　
　

　

（稲
川
）

梯子橋のレリーフ

河
井
継
え
助
は
ど
う

い
う
人
物
？

八丁沖古戦場の碑

ミ■■′,=～

銹
）陥
丼
４
二
等
≡
″
安



「塵
壺
」
を
読
む
⑫

水
山
と
て
面
白
き
山
あ
り
、
こ
の
山
の

左
右
よ
り
港
へ
入
る
、
実
に
庭
の
ご
と

く
、
こ
の
楼
は
絶
景
な
―，
」
と
つ
づ

る

実
は
現
在
の
対
潮
楼
の
建
物
か
ら

も
、
当
時
と
同
じ
風
景
を
目
の
あ
た

―，
に
出
来
る
ｉ
嗜
敷
の
一角
は
全
て
開

け
枚
た
れ
、
波
穏
や
か
な
‐―ｌｒｉ
戸
の
海
に

仙
酔
島
や
弁
天
島
が
ほ
っ
か
り
と
浮

か
ぶ
姿
‥
柱
を
額
縁
に
見
れ
て
て
風
景

を
見
る
と
、
ま
る
で
治
画
を
み
る
よ
う

な
景
色
が
広
が
っ
て
い
る

さ
ら
に
継
之
助
は
、
祇
国
の
社
へ
登

っ
て
港
の
風
景
を
眼
ド
に
見
た
と
い

う
　
こ
れ
は
栴
祇
□
宮
の
別
称
と
と
も

に

一祇
園
さ
ん
」
の
通
称
が
あ
る
沼
名

前
神
社
の
こ
と
で
あ
ろ
う
．
Ｈ
記
に
あ

る
と
お
り
、
眼
下
の
港
を
見
下
ろ
せ
る

高
台
に
位
置
し
、
海
上
安
全
を
願
う

地
元
の
神
社
で
あ
る
．

話
は
そ
れ
る
が
、
幕
末
の
輌
の
浦
で

起
こ
っ
た
事
件
に

「
い
ろ
は
丸
沈
没
事

件
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
坂
本
龍
馬
が

海
援
隊
を
結
成
し
て
か
ら
程
な
く
し

て
発
生
し
た
‘
慶
応
三
年

（
一
人
六

七
）
四
月
二
十
二
日
晩
、
軸
の
浦
沖
に

て
、
伊
予
大
洲
藩
籍
で
海
援
隊
が
運

用
す
る
蒸
気
船

「
い
ろ
は
九
」
が
、
紀

州
藩
船

「明
光
丸
」
と
衝
突
し
た
　

）ヽ

の
明
光
丸
が
は
る
か
に
大
型
で
あ
っ
た

た
め
、
い
ろ
は
丸
は
大
き
く
損
傷
、
沈

没
し
て
し
ま
っ
た
。
今
も
船
は
宇
治
島

沖
の
海
底
に
沈
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
龍
馬
は
万
国
公
法
を
基
に
紀
州

藩
側
の
過
失
を
厳
し
く
追
及
、
ま
ず

は
輌
の
浦
で
紀
州
藩
側
と
徹
底
対
決

し
た
。
こ
の
時
、
海
援
隊
と
紀
州
藩
の

交
渉
の
場
と
な
っ
た
の
が
、
先
ほ
ど
登

場
し
た
福
禅
寺
の
対
潮
楼
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
長
崎
に
舞
台
を
移
し
て

論
戦
が
行
わ
れ
た
。
後
藤
象
二
郎
ら

土
佐
藩
も
支
援
し
た
結
果
、
薩
摩
藩

士
・
五
代
友
厚
の
調
停
に
よ
っ
て
、
最

終
的
に
紀
州
藩
側
が
賠
償
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
海
援
隊
の
メ
ン

バ
ー
に
は
長
岡
藩
の
自
峰
駿
馬
が
所

属
し
て
い
る
。

現
在
、
輌
の
船
着
場
の
正
面
に
は
、

江
戸
時
代
末
期
築
の
妻
を
見
せ
て
建

つ

一階
建
の
上
蔵
が
あ
り
、
い
ろ
は
丸

展
小
館
と
し
て
、
い
ろ
は
丸
と
坂
本
龍

馬
に
関
す
る
展
示
施
設
と
な
っ
て
い

る
．
ま
た
、
輌
港
～
仙
酔
鳥
を
結
ぶ
市

常
波
船
に
て
当
船
を
再
現
し
た

「平

成
い
ろ
は
丸
」
が
運
行
さ
れ
て
い
る
［

四
国
に
渡
る
人
と
交
易
で
に
ぎ
わ
う

に
島

・
丸
亀

・
多
度
津
〓
景
勝
で
あ

１，
、
歴
史
と
の
接
点
も
多
い
柄
の
浦
′

瀬
川
内
海
の
豊
か
な
港
町
の
姿
を
目

の
当
た
り
に
し
た
継
之
助
は
、
長
岡
の

未
来
の
姿
を
こ
の
地
に
見
た
の
か
も
し

れ
な
い
．　
　
　
　
　
　
　
　
一高
柳
一

■
参
‘
文
献

一角
川
日
本
地
名
辞
典

‐
角
川
占
店

四
国
で
は
金
比
羅
宮
だ
け
で
な
く
、

少
し
遠
い
が
善
通
寺
に
も
サ
ち
寄
っ
て

い
る
こ
善
通
寺
は
、
真
三
［宗
の
開
社
・

空
海
の
先
祖
に
よ
る
創
建

（空
海
は
現

在
の
香
川
県
善
通
十
市
の
出
身
）
と

さ
れ
、
和
歌
山
県
の
高
野
山
、
京
都
府

の
東
寺
と
共
に
弘
法
人
師

一
人
霊
場

に
数
え
ら
れ
る
．
た
だ
庄
■
に
つ
づ
ら

れ
た
感
想
に
よ
る
と
、
名
前
の
評
判
ほ

ど
期
待
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。

継
之
助
は
四
国
を
離
れ
る
べ
く
、

多
度
津
の
船
宿
で
林
飯
を
す
ま
せ
る

と
、
す
ぐ
さ
ま
船
に
人
る
よ
う
指
図

さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
船
が
出
港
し
た

の
は
夜
だ
っ
た
よ
う
だ
て
来
船
し
て
待

っ
て
い
る
間
、
乗
合
い
の
博
打
の
音
が

う
る
さ
か
っ
た
、
と
あ
る

途
中
、
潮

と
向
か
い
風
の
た
め

「さ
な
ぎ
と
云
う

島
」
に
船
を
停
泊
し
た
と
つ
づ
ら
れ
て

い
る
こ
こ
れ
は
佐
柳
島
の
こ
と
で
、
近

年
、
猫
の
島
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い

る
．
継
之
助
の
い
う
と
お
り
、
ど
こ
に

い
て
も
四
方
が
島
の
な
か
に
あ
る
場

所
で
「夜
は
好
く
風
景
は
愛
す
べ
し
」

と
あ
る
か
ら
海
上
か
ら
な
が
め
た
星

空
が
美
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
〓
二
十

一
日
、
明
け
方
に
な
っ
て
よ
う
や
く
船

が
出
て
佐
柳
島
を
離
れ
た
．

継
之
助
は
、
午
後
四
時
ご
ろ
輌
の

浦
に
到
着
し
、
上
陸
し
て
方
々
を
散
策

し
た
，
柄
の
浦
は
Ｊ
Ｒ
福
山
駅
か
ら
南

へ
十
四
キ
ロ
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
す
る
こ
古
く
か
ら
潮
待

ち
の
港
と
し
て
栄
え
、
万
葉
集
に
も
詠

ま
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
北
前
船
の

寄
港
地
と
し
て
国
内
外
と
の
交
易
で

栄
え
、
歴
史
に
名
高
い
旧
跡
や
遺
構

も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
．
最
近
で
は
、

宮
崎
駿
監
脩
が

一一崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
」

の
構
想
を
練
っ
た
地
と
し
て
一
躍
有
名

に
な
り
、
映
画
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
等
、

映
像
作
品
の
ロ
ケ
地
と
な
る
な
ど
注

目
を
集
め
て
い
る
ｃ

ま
た
こ
の
場
所
は
江
戸
時
代
、
海

外
か
ら
の
朝
鮮
通
信
使
の
寄
港
地
ヒ

し
て
度
々
使
用
さ
れ
た
こ
そ
の
際
、
沿

岸
部
に
あ
る
福
禅
寺
が
迎
賓
館
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
三
几
禄
年
間

二
六

九
〇
年
頃
）
、
現
在
の
本
堂
と
隣
接
す

る
客
殿

「対
潮
楼
」
が
建
て
ら
れ
、
日

本
の
漢
学
者
や
書
家
ら
と
の
交
流
の

場
と
な
っ
た

Ｉ
徳
元
年

⌒
七^
一
一
）

第
八
日
通
信
使
が
訪
れ
た
と
き
、
従

事
官
の
李
邦
彦
は
、
宿
泊
し
た
福
禅

寺
か
ら
見
た
輌
の
浦
の
景
色
を

「日
東

第

形
勝
」

（朝
鮮
よ
り
東
の
――ｌｆ
界
で

番
風
光
明
媚
な
場
所
の
意
）
と
称
し

た
‐．‐
こ
の
文
を
額
に
し
た
も
の
が
福
神

寺
対
潮
楼
内
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ぃ

塵
壷
で
は
こ
の
景
色
を

「前
に
泉

5 会報 峠/「塵壺」を読む

福禅寺対潮楼

対潮楼から弁天島、仙酔島を望む

「

., ], 

-!

■ ●_

遍■L ヽ



会報 峠/長岡藩士殉節慰霊祭 6

長
岡
藩
士
殉
節
慰
霊
祭

今
年
も
会
津
若
松
市
の
本
光
寺
に

お
い
て
長
岡
藩
士
殉
節
慰
霊
祭
が
営

ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
戊
辰
戦
争
時
、

会
津
に
援
軍
と
し
て
駈
け
つ
け
、
敗
れ

て
斬
首
さ
れ
た
山
本
帯
刀
率
い
る
長

岡
藩
士
の
慰
霊
の
た
め
に
毎
年
九
月

九
日
、
会
津
の
方
々
に
よ
っ
て
執
り
行

わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
慰
霊
祭
で
は

顕
彰
会
の
福
島
慎
二
副
会
長
の
挨
拶

に
続
き
、
小
沼
慶
八
会
長
よ
り
、
継
之

助
の
終
焉
の
様
子
が
語
ら
れ
、
そ
の
精

神
を
引
き
継
い
で
い
き
た
い
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
‐
そ
の
後
、
ほ
ど
近
い
長
岡

藩
ｌｒ
殉
節
の
碑
ま
で
足
を
運
び
花
を

た
む
け
ま
し
た
‐

当
日
は
生
憎
の
荒
天
．
雨
の
降
り
し

き
る
中
、
本
■
の
参
道
で
は
勇
壮
な
剣

舞
も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
カ

強
い
吟
詠
と
相
ま
っ
て
、
参
列
者
の
胸

に
訴
え
か
け
る
も
の
で
し
た
．
先
人
へ

の
思
い
に
馳
せ
、
歴
史
を
学
び
伝
え
る

こ
と
の
人
切
さ
を
痛
感
す
る
ひ
と
と

き
と
な
―，
ま
し
た
　
　
　
　
（金
澤
一

河
井
継
之
助
没
後
百
四
十
八
年
祭
法
要

十
月
四
日
、
河
井
継
之
助
の
百
四

卜
八
年
祭
法
要
が
吉
提
寺
の
栄
凍
寺

に
て
、
秋
晴
れ
の
な
か
今
年
も
当
会

の
主
催
で
営
ま
れ
ま
し
た

祭
壇
に
は
寺
院
が
所
有
す
る
継
之

助
の
肖
像
画
が

掲
げ
ら
れ
、
こ

の
日
は
牧
野
家

十
七
代
当
主
、

牧
野
忠
昌
様
と

ご
家
族
、
継
之

助
の
河
井
家
の

七
代
目
当
主
、

河
井
正
安
様

一―１４‥
年
八
月
に
九
十
二
歳
で
逝
去
）
の

人
人
恵
美
様
、
最
後
の
地
で
あ
る
只

見
町
の
関
係
者
ら
、
県
内
外
か
ら
約

五
十
名
が
参
列
、
読
経
が
あ
げ
ら
れ

る
な
か
静
か
に
焼
香
を
さ
れ
ま
し
た

友
の
会
の
下
田
会
長
は
、
一才
韓
を

持
っ
て
改
革
し
、
豊
か
で
）た
し
い
地

方
創
生
の
国
家
を
作
り
Ｌ
げ
よ
う
と

し
た
が
、
北
越
戊
辰
戦
争
を
戦
い
、

只
見
の
塩
沢
で
無
念
の
最
期
を
遂
げ

た
。
長
岡
藩
十
の
英
霊
、
同
時
に
犠

牲
と
な
っ
た
非
戦
闘
員
の
ご
冥
福
を

祈
る

」
と
祭
文
を
読
み
上
げ
ら
れ
ま

し
たそ

の
後
、
遺
族
を
代
表
し
て
河
井

忠
美
様
が

「近
年
は
こ
う
し
て
多
く

長岡藩士殉節之碑

戊辰戦争で戦死した山本帯刀隊長以下四十四名を

弔うもの。長岡城落城後、彼らは八十里峠を越えて

会津に入り奮戦するが、早朝の濃霧の中、飯寺河原

で新政府軍に包囲され戦死した。明治になり村民が

供養の碑を建てて霊を弔い、昭和に入ってから会津

史談会が新たに建てたのが現在の殉節碑である。

慰霊の剣舞

t'...■ ‐
.

記
念
館
日
謎
　
　
月

　

日

小
雨
の
降
る
冬
の
あ
る
日
、
男
性

お
二
人
が
記
念
館
に
い
ら
つ
し
や
い

ま
し
た
。
そ
の
お
一
人
が
、
受
付
に
て

「こ
ん
な
名
前
な
ん
で
す
。」
と
免
許

証
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ

こ
に
は

「継
之
助
」
の
文
字
が
。
山

来
を
お
聞
き
す
る
と
、
ご
両
親
が
河

井
継
之
助
を
尊
敬
し
て
い
て
、
「継
之

助
」
と
名
付
け
た
そ
う
で
す
。
そ
ん

な
事
情
も
あ
り
、
自
分
の
名
前
の
由

来
と
な
っ
た
人
物
の
記
念
館
に
一
度

訪
れ
て
み
た
か
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。

館
内
も
熱
心
に
見
て
お
ら
れ
、
最

後
に

「司
馬
さ
ん
の
『峠
』
は
こ
れ
か

ら
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
の
こ
と
。
こ
の
あ
と
新
潟
市
へ
行

か
れ
る
そ
う
で
、
新
幹
線
の
時
間
が

迫
っ
て
お
り

「も
っ
と
ゆ
っ
く
り
見

た
か
っ
た
」
と
名
残
惜
し
そ
う
に
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ぜ
ひ
再
度
ご
来

館
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
（高
柳
）

継之助の墓前で

ザ

一　

ｉ

警菫‐弩苺

●
■

一
一一一

'rl傘
繊攣聟硼腟~

t1lt儘

う澤

の
方
に
慕
わ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
祭

事
を
行

っ
て
い
た
だ
き
感
謝
し
て
い

ま
す

一と
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

参
列
者
全
員
で
菓
前
に
移
動
し
手
を

合
わ
せ
、
継
之
助
を
偲
び
ま
し
た
．

ま
た
法
要
後

「市
民
の
集
い
」
の
為
、

会
場
を
移
動
し
和
や
か
に
行
わ
れ

た
．同

日
、
来
館

い
た
だ
い
た
方
に
は

お
も
て
な
し
と
し
て
、
記
念
館
で
は

ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
茶
会

が
催
さ
れ
ま
し
た
¨
お
手
前
を
頂
い

た
方
々
は
、
館
内
か
ら
面
影
の
庭
を

眺
め
つ
つ
、
こ
の
季
節
に
亡
く
な
っ
た

継
之
助
の
姿
に
想
い
を
馳
せ
て
い
ま

し
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（島
岡
）

お焼香の様子

t,,.

・電・
^ら ,'マ
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第
五
回
八
Ｆ
沖
ウ
オ
ー
ク

十
月
十
日
第
五
回
八
丁
沖
ウ
オ
ー

ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
．
当
日
は
明
け

方
激
し
い
雷
雨
と
な
り
実
施
が
危
ぶ

ま
れ
ま
し
た
が
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
に

お
集
ま
り
頂
く
時
間
に
は
青
空
も
覗

き
、
絶
好
の
日
和
と
な
り
ま
し
た
。
雨

上
が
り
の
八
丁
沖
で
は
、
ま
る
で
歓
迎

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
道
端
の
草
木
も

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
た
の
が
印
象
的

で
し
た
ｃ

今
年
度
は
前
年
ま
で
の
コ
ー
ス
と

は
一部
変
更
さ
れ
、
新
た
に
チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト
を
設
け
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で

も
お
楽
し
み
頂
く
ウ
ォ
ー
ク
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
今
回
は
十
七
代
当
主

牧
野
忠
昌
様
も
初
め
て
皆
さ
ん
と
コ

ー
ス
を
歩
か
れ
、
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る

ご
様
子
で
し
た
。
そ
し
て
、
渡
河
後
に

頂
い
た

「は
ざ
か
け
米
」
の
お
に
ぎ
り

は
、
ふ
ん
わ
り
と
握
ら
れ
、
疲
れ
た
か

ら
だ
に
浸
み
渡
る
美
味
し
さ
で
し
た
。

ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
（柴
田
）

八
丁
沖
ウ
オ
ー
ク
に
参
加
し
て
―
会
員
の
声

時
を
偲
ん
で
感
無
量
だ
っ
た
。
間
け
ば
今
回

で
五
回
目
と
い
う
こ
の
企
画
。
準
備
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
当
日
も
本
陣
営
に
付
き
添
っ
て

い
た
だ
い
た
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
、
あ
り
が
と

う
こ
ざ
い
ま
し
た
。

―
藤
　
尚

（生
国
は
岡
山
一塁
ｏ同
梁
市
）

八丁沖スタンプラリーシート

〇
八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
に
参
加
し
て

朝
の
雨
も
上
が
り
日
が
射
し
て
、
最
高
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
日
和
。
参
加
者
は
過
去
最
高

の
百
四
十
名
と
発
表
さ
れ
、
小
学
生
を
含
め

た
、
家
族
で
の
参
加
者
も
多
く
見
ら
れ
て
、

河
丼
継
之
助
も
ブ
ー
ム
に
成
っ
て
来
た
か
と

も
思
わ
せ
る
様
子
で
し
た
。
今
年
は
昨
年
の

ヨ
ー
ス
と
違
い
、
北
越
戦
争
の
両
軍
の
宿
舎

と
な
っ
た
西
照
寺
や
、
八
丁
潟
に
入
る
出
発

点
な
ど
見
所
を
多
く
し
た
コ
ー
ス
で
、
ま
た

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
基
点
毎
に
ス
タ
ン
プ
場

を
配
し
た
新
し
い
試
み
を
加
え
、
参
加
者
の

好
評
を
博
し
て
い
た
。
今
は
見
渡
す
限
り
の

平
ら
な
田
園
風
景
、
江
戸
時
代
、
葦
で
囲
ま

ね
た
広
大
な
沼
が
あ
っ
た
と
は
感
じ
ら
れ
な

い
場
所
。
こ
こ
で
六
百
余
名
の
長
岡
藩
士

が
、
夜
陰
に
乗
じ
て
六
時
間
か
け
て
渡
河

し
、
長
岡
城
奪
還
作
戦
を
成
功
さ
せ
た
。

我
々
が
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
だ
ら
だ
ら
歩

い
て
三
時
間
弱
で
八
丁
沖
古
戦
場
パ
ー
ク
に

到
着
。
た
だ
今
回
、
地
元
新
組
の
人
達
の
史

跡
を
守
っ
て
行
こ
う
と
い
う
姿
勢
の
強
さ
が

至
る
所
で
感
じ
ら
れ
、
感
謝
と
同
時
に
尊
敬

し
ま
し
た
。　
　
普

橋
邦
夫

（長
岡
市
）

０
赤
蜻
蛉
は
御
霊
で
し
ょ
う
か
？
考
え
す
ぎ
？

平
成
二
十
七
年
十
月
十
日
爽
や
か
な
晴

天
、
『赤
蜻
蛉
の
歓
迎
』
を
受
け
て
八
丁
沖
ウ

ォ
ー
ク
に
初
参
加
で
す
。
東
山
か
ら
新
政
府

軍
が
見
張
暗
中
、
沼
地
を
延
う
よ
う
必
死
に

進
む
姿
、
長
岡
城
奪
還
の
志
を
ひ
と
つ
に
己

と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
し
よ
う
。
と
考
え
な

か
ら
当
時
も
配
ら
れ
た
餅
を
沼
地
で
は
食
べ

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
、
私
は

「パ
ク
リ
」
そ

の
美
味
し
さ
に
癒
さ
れ
、
穏
や
か
な
ひ
と
時

を
あ
り
が
た
く
も
思
い
ま
し
た
。
今
日
の
新

間
に
は

「過
去
の
戦
争
」
現
代
の
戦
い
や
争
い

の
記
事
が
絶
え
ず
残
念
で
す
。
「常
在
戦
場
」

の
心
構
え
と
自
然
災
害
の
備
え
さ
え
あ
ね
ば

良
い
「平
和
」
を
願
う
御
霊
で
し
よ
う
か
。

石
坂
昌
恵

（長
岡
市
）

●
秋
晴
れ
の
「第
五
回
八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
」

司
馬
遼
太
郎
の

一峠
」
を
読
ん
で
い
る
自

分
が
い
る
。
下
巻
の
「八
丁
沖
」
と
い
う
章
で

グ
ッ
と
来
た
。
こ
の
場
所
は
長
岡
城
の
東
を

守
る
自
然
の
要
塞
で
誰
も
通
れ
な
い
四
キ
ロ

に
及
ぶ
大
沼
沢
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
約
六

百
九
十
名
の
藩
士
が
城
奪
回
の
た
め
な
ん

と
、
こ
の
沼
を
歩
い
た
の
だ
。
全
巻
読
み
終
え

て
な
ぜ
か
し
ら
目
頭
が
熱
く
な
っ
た
。
か
つ
て

継
之
助
さ
ん
が
三
度
も
訪
れ
た
備
中
松
山
藩

の
山
田
方
谷
の
里
で
生
ま
れ
た
小
生
は
、
今

長
岡
に
い
る
奇
縁
に
身
震
い
し
た
。
翌
日
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「八
丁
沖
」
を
調
べ
て
い
た

ら
、
第
五
回
八
丁
沖
ウ
ォ
ー
ク
の
文
字
が
飛

び
込
ん
で
き
た
。
こ
れ
は
参
加
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
ず
――
と
思
い
、
す
ぐ
申
し
込
み
を

し
た
。

さ
て
、
当
日
は
未
明
に
雷
と
雨
音
。
こ
れ

は
、
や
は
り
す
ん
な
り
と
は
い
か
な
い
ぞ
と

危
惧
し
た
の
だ
が
、
出
か
け
る
こ
ろ
に
は
小

雨
に
な
り
会
場
に
着
く
と
青
空
が
広
が
っ
て

会
員
の
声
一Ｔ
曲

「会
員
翁
芦
」
大
募
集
―

そ
し
て
河
丼
継
之
助
」
に
至
っ
た
の
で
し
よ

う
。
会
場
を
埋
め
尽
く
し
た
約
六
百
人
の
市

民
ら
の
心
に
も
親
し
み
を
持
っ
て
響
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
ぶ
こ
と
知
る
こ

と
は
喜
び
の
魂
を
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。
ひ
よ
ん

な
事
か
ら
私
の
高
祖
母
が
文
政
十
年

（
一八

三
七
）
生
ま
れ
だ
と
判
明
。
継
之
助
と
同
年

で
あ
る
こ
と
に
愉
快
千
万
で
す
。
自
分
だ
け

の
密
や
か
な
小
さ
な
歴
史
の
切
れ
端
。
そ
ん

な
切
れ
端
に
出
会
う
喜
び
も
ま
た
郷
土
史
の

楽
し
い
散
歩
道
な
の
で
す
。
折
々
の
散
歩
道

か
ら
見
え
て
く
る
先
人
達
に
想
い
を
馳
せ
る

と
星
野
知
子
さ
ん
の
熱
い
想
い
が
重
な
り
ま

す
。
何
と
し
て
も
郷
土
長
岡
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河

ド
ラ
マ
に
と
―
星
野
知
子
さ
ん
へ
長
岡
か
ら

感
謝
と
エ
ー
ル
を
送
り
ま
す
。

―
和
田
良
栄

（長
岡
市
）

出陣式の様子

●
心
に
響
く
星
野
知
子
さ
ん
の
熱
い
郷
土
愛

昭
和
四
十
四
年
当
時
の
東
京
、
出
身
は
長

岡
だ
と
言
う
と

「伊
豆
長
岡
？
」
と
聞
か
れ

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
そ
ん
な
東
京
の
ど
真

ん
中
で
無
名
に
近
い
河
丼
継
之
助
と
長
岡
を

短
ら
し
め
た
一冊
、
司
馬
遼
太
郎
著

一一峠
一
に

出
会
っ
た
の
で
す
。
激
震
が
全
身
を
突
き
抜

け
た
の
で
す
。
こ
の
衝
撃
の
出
会
い
が

″郷

土
長
岡
〃
へ
の
想
い
に
至
り
今
日
、
私
が
河

丼
継
之
助
記
念
館
で
継
之
助
の
勉
強
会
と
の

こ
縁
を
頂
い
て
い
る
原
点
な
の
で
す
。
昨
年

十
二
月
、
河
丼
継
之
助
記
念
館
・開
館
九
周

年
記
念
講
演
会
は
地
元
長
岡
市
出
身
の
女
優

星
野
知
子
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
ま
し

た
。
「長
岡
を
知
り
た
い
、
学
ば
ね
ば
…
」

と
。
並
々
な
ら
ぬ
郷
土
長
岡
へ
の
熱
い
想
い

が
記
念
講
演
会

「武
士
の
娘
・杉
本
鉱
子
、

|●記念館オリジナル
| ポストカード販売中 !

(5枚組・パツケージ付300円 )郵送も承ります。

たくじろう

●今泉鐸次郎著
でん

『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

1 第卜3月曜日 午前10時～]]時 30分

警

●

一一書
一●

―
　

・
　

．
　

苺

　

‥

●

瞥

■
―
鶴
鶴
ｒ

い
た
。
エ
イ
エ
イ
オ
ー
の
掛
け
声
と
と
も
に

約
百
三
十
人
の
武
者
が
北
越
戊
辰
戦
争
伝
承

館
を
背
に
し
、
城
奪
還
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ

た
。
晴
れ
渡
っ
た
秋
の
一日
。
稲
刈
り
を
終
え

た
ば
か
り
の
ゆ
か
り
の
地
を
ゆ
っ
く
り
歩
く

こ
と
が
で
き
た
。
今
は
沼
地
は
な
い
が
、
当

曲́

●書講座実施中 !

お気軽にお間含せください。
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十
二
月
十
九
日
、
開
館
記
念
講
演

会
が
開
催
さ
れ
た
．講
師
に
呈
野
知

子
さ
ん
を
お
迎
え
し
た
今
回
の
講
演

は

『武
十
の
娘
・杉
本
銭
■
、
そ
し
て

河
井
継
之
助
～
長
岡
先
人
へ
の
想
い

～
』
と
題
し
、
日生
野
さ
ん
が
「う
わ
あ
、

た
く
さ
ん
の
方
が
…
…
」
と
驚
嘆
す
る

程
の
聴
講
者
が
訪
れ
、
そ
の
数
六
〇
〇

以
上
と
な
り
、満
員
御
礼
と
な
っ
た
こ

は
何
だ
ろ
う
か
、星
野
さ
ん
は
自
身
の

母
校
で
あ
る
長
岡
高
校
の

「質
実
剛

健
』、
そ
し
て
長
岡
藩
の
精
神
で
あ
る

「常
在
戦
場
』
と
い
う
言
葉
に
そ
れ
を

見
出
し
て
い
る
。
「こ
う
い
う
言
葉
と

精
神
で
成
り
立
っ
て
い
る
町
な
の
だ

と
感
じ
て
い
ま
し
た
」

そ
し
て
話
は
銭
子
に
移
る
。銭
子
の

著
書
、
『武
十
の
娘
』
の
冒
頭
は
越
後
の

雪
景
色
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
ｒ
一

ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
住
し
て
い
た
銭
子

が
、
も
う
帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と

思
い
、
長
岡
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が

ら
書
い
て
い
る
，　
年
の
う
ち
、
四
～
五

ヶ
月
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
長
岡
だ

［生

野
さ
ん
は
、自
身
が
四
十
歳
を
過
ぎ
て

改
め
て
こ
れ
を
読
み
直
し

た
と
き
、
銭
ｒ
が
越
後
の
雪

景
色
を
美
し
い
と
思
っ
た

気
持
ち
が
分
か
つ
た
と
い

う
し武
十
の
娘
は
、
銭
子
が

五
十
歳
を
過
ぎ
た
後
に
書

か
れ
て
い
る
デ

メ
リ
カ
人

に
日
本
人
の
心
情
を
伝
え

た
い
、
そ
の
時
に
銭
子
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る

の
が
長
岡
な
の
だ
っ

銭
■
の
父
は
稲
垣
平
助

と
い
う

戊
辰
で

一腰
抜
け

平
助
一
レ
一呼
ば
れ
、
稲
拓
家

は
肩
身
が
狭
い
思
い
を
し

て
い
た
．餃
了
は
、著
書
の
中

で
父
の
こ
と
に
な
る
と
感
情
的
に
な

っ
て
お
り
、
平
助
は
鉱
子
の
相
談
役
で

あ
り
、
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る

番
心
許
せ
る
相
手
で
、
良
い
父
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
、平
助
は
稲
川
家
の

家
Ｌ
が
金
を
出
し
あ
い
、稲
如
家
の
家

を
建
て
よ
う
と
す
る
が
、
駄
日
に
な
っ

て
し
ま
い
、
失
意
の
う
ち
に
亡
く
な
っ

て
い
る
〓

戊
辰
の
前
後
、
継
之
助
は
台
頭
す
る

が
、
反
対
に
失
脚
し
て
い
く
の
が
平
助

だ

´
人
は
相
当
確
執
が
あ
っ
た
の
で

は
、と
星
野
さ
ん
は
推
測
し
て
い
る
，

稲
垣
家
は
牧
野
家
に
伴
い
、長
岡
に

来
て
い
る
．長
岡
城
下
に
住
む
平
助
に

対
し
、
継
之
助
は
堀
の
外
に
住
み
、
自

分
の
力
で
頭
角
を
現
し
て
い
る
．銭
子

に
入
り
込
む
か
ら
こ
そ
、
星
野
さ
ん
の

中
で
は
継
之
助
は
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
悪
役
な
の
だ
そ
う
だ
Ｅ

終
盤
は
星
野
さ
ん
自
身
も
出
演
す

る
番
組
、
『鉱
子
と
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
』
に

つ
い
て
語
っ
た
．視
聴
率
も
良
く
、
「こ

ん
な
人
が
日
本
に
い
る
な
ん
て
知
ら

な
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
．

長
岡
の
核
に
な
る
も
の
は
こ
れ
だ
、
と

い
う
も
の
が
お
見
せ
で
き
た
と
い
う
⊂

最
後
に
「と
て
も
誇
れ
る
も
の
が
長

岡
に
は
沢
山
あ
る
．色
々
な
人
間
臭
い

も
の
を
、
ぐ
っ
と
出
し
て
い
た
だ
け
た

ら
嬉
し
い
で
す
」
と
締
め
く
く
り
、
講

演
は
終
了
と
な
っ
た
　
　
　
（河
出
）

編
集
後
記

●
幕
末
の
英
傑
と
し
て
近
年
全
国
的

に
も
広
く
認
知
、
評
価
さ
れ
て
い
る

河
井
継
之
助
´
あ
り
が
た
い
こ
と
に

今
年
度
の
来
館
者
数
も
昨
年
度
を
す

で
に
上
回
り
多
く
の
著
名
人
に
も
お

越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
ｃ
年
の
暮
れ

が
近
づ
い
た
あ
る
日
、
当
館
に

通
の

エ
ア
メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
。
送
り
■

は
中
国
福
建
省
の
二
十

歳^
の
方
，
陽

明
学
に
関
す
る
書
籍
か
ら
継
之
助
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
理
解
す
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
、
継
之
助
に
関
す

る
資
料
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と

で
し
た
．
丁
重
な
文
面
か
ら
は
日
本

の
歴
史
、
文
化
に
大
き
な
興
味
を
持

た
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
い
知
れ

ま
し
た
．
越
後
の
国
か
ら
世
界
を
見

据
え
て
い
た
河
井
継
之
助
．
百
五
十

年
の
時
を
経
先
現
　
れ

在
、
外
国
の
方
か
　
を

ら
関
心
を
持
た
れ

を

鐵
　
ヤ

て
い
る
こ
と
協晰
一・・一．．

め
て
知
り
、
嬉
し

く
感
じ
た
の
で
し

た
ぃ
　
　
（金
澤
）

編
集
人
　
一枯
川
明
雄
　
高
柳
吟
音
　
河
出
知
美

共
王
三
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黒
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清
江
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序
盤
は
長
岡
の
気
候
に
つ
い
て
、
初

雪
が
降
っ
た
そ
う
で
す
ね
、
と
感
慨
深

げ
に
話
さ
れ
た

新
幹
線
で
長
岡
に
来

る
途
中
、
関
越
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
そ

こ
に
は
雪
山
が
あ
っ
た

そ
れ
を
見
た

車
内
の
子
供
が
き
れ
い
と
言
っ
た
の

が
聞
こ
え
、
「そ
う
だ
ろ
う
、
き
れ
い
だ

ろ
う
」と
長
岡
人
と
し
て
誇
ら
し
く
な

っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
中
盤
、
い
よ
い
よ
銭
子
や
そ

の
父

。
平
助
、
そ
し
て
継
之
助
の
話
に

入
る
．

長
岡
の
風
土
で
培
わ
れ
た
も
の
で

世
に
出
た
人
、
と
い
う
の
が
［生
野
さ
ん

の
継
之
助
評
で
あ
る

長
岡
の
風
Ｌ
と 請演される星野知子さん

■■
会員二I=`言 ≡1交 換を通して継之助について学ひ親しみ、記念館を応援する会です.

●会員数 二会員 :520名 ′
協賛会員 :48名 (2/29現在)

●特 典′′こ入会時に徽章贈呈 ②友の会会報「峠」配布
遇交 =モ ニfi'F_l■ 司 参力日 `4)|イ ベント案内 参力日

●入会手続き (入会金干円が必要となります)

0自込書に入会金と会費を添えて、事務局へ持参。

②辱込書を事務局へ送り(郵送、FA× )、 入会金と会費は銀行振込

または郵便振込で納入。(手数料は本人負担となります)

●会 費 ※会計年度は3月 31日 まで

入会金 千円 (新規入会時のみ)

年会貢 1正会員・ (ア )小中学生 :5百円 (イ )高校生以上 12千円

2協賛会員/―□5千円 (法人の他、個人でも可)

口座番号/
郵便局          00560-9-96432
長岡信用金庫本店言美

=:書
1032329

北越銀行本店     普1764663

大光銀行本店     普30]1256

第四銀行長岡営業部  普]560562

●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/

●口座について

・加入者名/
=三井1さZ助記念館友の会

‐́三便言ら手合 |ま 手数料無料の
Lモ 弓■■'事務局にあります
Eて こ

'_=く
ださい。

(平成 27年 9月 ]日 ～平成 28生 2月 29日現在 )

福島県南会津部 新 居  智 臣 1東京都狛江市

'五

賀県栗茉市  本 間  道 雄 新潟県長岡市

埼玉県チ||コ市  佐 々 木  康 千葉県流山市

蹄 課 長岡市  磯 谷
: 

哲 夫 新潟財 洞 市

神奈川県相模原市  以上14名 、敬称賂)

坂内

櫻丼

小林

小川

前新

久泰

一人

伸広

益男

和巳

新 入 会 員

石光 俊介

本間 鉄也

藤   尚

石丼 大卿

藤田 智美

こ紹介

_・■ |■君F

_.■

友の会について


