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「
虎
さ
ん
派
の
お
め
さ
ん
に
頼
ん
で
わ

り
ろ
も
…
」
と
前
河
井
継
之
助
記
念
館
館

長
の
稲
川
明
雄
さ
ん
に
言
わ
れ
た
の
は
、

六
年
程
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
記
念
館
友
の

会
幹
事
の
就
任
依
頼
で
あ
っ
た
。

　

冒
頭
の
言
葉
は
、
私
が
長
岡
市
の
職
員

時
代
に
「
米
百
俵
財
団
」
の
立
ち
上
げ
や

米
百
俵
デ
ー
・
米
百
俵
賞
の
制
定
、「
米

百
俵
と
小
林
虎
三
郎
展
」
の
開
催
、
英
語

版
『
米
百
俵
』
の
出
版
な
ど
に
携
わ
っ
て

き
た
か
ら
だ
。
そ
の
過
程
で
難
題
に
直
面

す
る
た
び
に
稲
川
さ
ん
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

求
め
、
直
接
骨
を
折
っ
て
も
ら
う
こ
と
も

し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
一
方
で
、
私
は
密
か
に
（
で
も
な

い
が
）
継
之
助
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
。

『
峠
』
を
通
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
中
心
と

な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
劇
的
な
生
き
方

の
中
に
見
え
る
義
の
心
、
革
新
性
、
突
破

力
、
破
天
荒
さ
、
人
間
く
さ
さ
な
ど
が
織

り
な
す
言
動
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
ど
う

理
解
し
、
ど
う
判
断
し
て
い
い
の
か
、
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
不
思
議
な
魅
力
で
あ

る
。

　

特
に
、
強
い
信
念
を
持
ち
な
が
ら
思
う

に
任
せ
な
い
時
代
の
渦
の
中
で
そ
れ
を
体

現
す
る
道
を
模
索
す
る
姿
に
は
、
そ
の
結

果
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
併
せ
て
考
え
る

と
、
幾
通
り
も
の
推
断
と
評
価
が
頭
の
中

を
巡
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
継
之

助
嫌
い
だ
っ
た
と
い
う
稲
川
さ
ん
は
、
そ

う
し
た
私
の
思
い
を
知
っ
て
い
て
声
を
か

け
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
ん
な
私
な
ど
に
は
手
に
お
え
な
い
継

之
助
で
は
あ
る
が
、
例
の
、
虎
三
郎
の
家

の
火
事
見
舞
い
に
駆
け
つ
け
た
継
之
助
に

対
し
て
せ
め
て
も
の
お
礼
と
称
し
て
虎
三

郎
が
継
之
助
の
や
り
方
を
批
判
し
、
継
之

助
も
「
虎
に
は
困
っ
た
も
の
だ
」
と
苦
笑

し
つ
つ
も
感
心
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
、
共
に
ひ
い
き
の
私
を
満
足
さ
せ
る
お

気
に
入
り
の
話
で
あ
る
。

　

そ
う
言
え
ば
、『
米
百
俵
』
の
英
訳
を

引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
ド
ナ
ル
ド
・

キ
ー
ン
は
、
も
と
も
と
は
友
人
で
あ
る
司

馬
遼
太
郎
の
『
峠
』
を
通
し
て
河
井
継
之

助
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
、
長
岡
市
の

市
制
九
十
周
年
事
業
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

参
加
し
て
小
林
虎
三
郎
に
も
興
味
を
も
っ

た
。
こ
れ
を
聞
き
、
こ
れ
幸
い
に
と
『
米

百
俵
』
の
英
訳
を
お
願
い
し
て
実
現
し
た

と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

　

つ
い
で
に
言
え
ば
、
山
本
有
三
の
戯
曲

『
米
百
俵
』
の
誕
生
に
も
継
之
助
の
導
き

が
あ
る
。
昭
和
十
四
年
に
長
岡
出
身
の
ド

イ
ツ
文
学
者
星
野
慎
一
が
山
本
有
三
を
訪

ね
た
際
に
、
三
国
同
盟
に
反
対
す
る
山
本

五
十
六
を
称
え
る
会
話
か
ら
発
展
し
て
、

継
之
助
、
虎
三
郎
に
話
が
及
ん
だ
と
い
う
。

「
山
本
次
官
が
私
淑
す
る
継
之
助
を
ぜ
ひ

小
説
に
」
と
星
野
慎
一
は
切
願
し
た
が
、

時
局
を
憂
慮
す
る
有
三
は
、「
戦
争
に
踏

み
切
っ
た
と
こ
ろ
が
ど
う
も
引
っ
か
か

る
」
と
し
、
長
岡
に
来
て
虎
三
郎
の
調
査

研
究
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
眺
め
る
と
、
河
井
継
之
助
、

小
林
虎
三
郎
、
さ
ら
に
言
え
ば
近
所
の
幼

な
じ
み
で
二
人
の
没
後
、
そ
の
思
い
を
体

現
し
て
い
っ
た
三
島
億
二
郎
を
加
え
た
三

人
は
、
個
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

長
岡
と
い
う
脳
細
胞
の
中
で
一
つ
の
意
思

を
も
っ
て
生
き
続
け
る
生
命
体
と
し
て
つ

な
が
る
こ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
本
質
が
見

え
て
く
る
気
が
す
る
。

　

継
之
助
、
虎
三
郎
、
億
二
郎
…
、
一
見

違
う
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
先

人
た
ち
を
併
せ
て
自
分
の
心
に
生
か
し
続

け
よ
う
と
す
る
市
民
が
多
く
い
る
長
岡
は
、

ま
さ
に
司
馬
遼
太
郎
の
言
う「
分
の
厚
さ
」

を
も
っ
た
人
た
ち
で
支
え
ら
れ
て
い
る
ま

ち
だ
と
自
惚
れ
る
こ
と
の
で
き
る
幸
せ
を

感
じ
て
い
る
。

継
さ
と
虎
さ
ん
、
そ
し
て
…

　
長
岡
の
ま
ち
を
動
か
す
生
命
体
（
意
思
）
の
連
鎖

�

友
の
会　

河
　
村
　
正
　
美

河
村
正
美

（
か
わ
む
ら
ま
さ
み
）

昭
和
二
十
九
年
長
岡
市
生
ま
れ

昭
和
五
十
二
年
長
岡
市
役
所
入
所

現
在
、
公
立
大
学
法
人
長
岡
造
形
大
学
副
理
事
長
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
市
民
協
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
長
岡
副
代
表
理
事

趣
味
は
路
地
巡
り
、
寺
巡
り
、
美
術
館
巡
り

河井継之助

小林虎三郎
（興国寺蔵）

三島億二郎
（長岡市立中央図書館蔵）
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●
は
じ
め
に

　

今
回
の
講
演
会
の
主
人
公
は
三
島
中
洲

と
外
山
脩
造
で
す
。
そ
し
て
こ
の
二
人
と

ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
社
会
貢

献
、
地
域
貢
献
と
い
う
世
界
で
も
様
々
な

関
係
を
取
り
結
び
、
深
い
仲
を
持
つ
こ
と

と
な
っ
た
の
が
渋
沢
栄
一
で
す
。

●
三
人
の
生
い
立
ち

　

三
島
中
洲
の
生
ま
れ
は
現
在
の
岡
山
県

倉
敷
。
三
島
家
と
い
う
の
は
里り

正せ
い

、
つ
ま

り
庄
屋
の
家
で
す
。
中
洲
は
最
初
は
侍
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
田
方
谷
が
書

い
た
漢
詩
に
感
動
し
て
方
谷
が
主
宰
す
る

牛ぎ
ゅ
う
ろ
く
し
ゃ

麓
舎
に
入
り
、
十
八
歳
の
と
き
に
は

塾
頭
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
方
谷
に
「
侍
に
な
ら
な
い
か
」
と
勧
め

ら
れ
、
江
戸
に
行
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
を

条
件
に
認
め
ら
れ
て
松
山
藩
に
仕
官
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
武
士
の
身
分
を
得
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
翌
年
一
八
五
八
年
、
昌
平
坂
学
問

所
に
入
り
、
佐
藤
一
斎
な
ど
か
ら
学
び
を

得
ま
す
が
、
こ
の
学
問
所
に
は
外
山
脩
造

が
寅
太
の
時
代
に
学
び
に
行
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
辺
り
か
ら
実
は
関
係
性
が
出
来

始
め
て
い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

外
山
脩
造
は
栃
尾
郷
小こ

貫つ
な
ぎの
出
身
で
、

こ
の
外
山
家
も
里
正
の
家
で
侍
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

外
山
は
井
上
五
蔵
の
下
で
学
び
、
長
谷

川
泰
と
出
会
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

一
八
五
八
年
に
江
戸
に
出
て
、
清
河
八
郎

に
学
び
、
そ
の
年
の
冬
に
河
井
継
之
助
に

出
会
い
ま
す
。
翌
年
一
八
五
九
年
に
長
岡

藩
の
山
田
愛
之
助
に
学
び
、
そ
し
て
そ
の

後
江
戸
に
出
て
塩し

お

谷の
や

宕と
う

陰い
ん

に
学
ぶ
。

　

こ
こ
ま
で
出
て
き
た
人
た
ち
が
、
師
弟

関
係
で
あ
る
と
か
同
門
で
あ
る
と
か
と
い

う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
学
び
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
構
築
を

さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
だ

と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
渋
沢
栄
一
で
す
が
、
渋
沢
も

元
々
は
武
士
の
身
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

農
業
や
養
蚕
、
藍
玉
の
加
工
販
売
を
手
掛

け
る
な
か
で
ビ
ジ
ネ
ス
感
覚
や
地
域
の

リ
ー
ダ
ー
、
ま
と
め
役
の
経
験
を
積
ん
で

い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
さ
な
か
に
岡
部
藩
の
侍
に
侮
辱
さ

れ
、「
も
う
こ
う
い
う
時
代
は
い
か
ん
ぞ
」

と
、
今
の
体
制
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
官
尊
民
卑
は
良
く
な
い
と
…
…
官
が

上
で
民
が
下
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と

が
、
彼
の
長
い
人
生
の
な
か
で
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

尊
王
攘
夷
、
あ
る
い
は
討
幕
運
動
を
手

掛
け
る
こ
と
に
な
り
、
幕
府
に
ば
れ
、
京

都
に
逃
げ
延
び
る
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
平

岡
円
四
郎
に
、
一
橋
慶
喜
が
優
秀
な
人
間

を
求
め
て
い
る
の
で
仕
官
し
て
は
ど
う
か

と
言
わ
れ
ま
す
。

　

渋
沢
は
幕
府
か
ら
追
わ
れ
て
い
た
訳
で

す
が
、
外
か
ら
で
は
な
く
内
側
か
ら
変
え

て
い
こ
う
と
仕
官
を
し
、
一
橋
慶
喜
家
の

領
内
の
財
政
改
革
で
頭
角
を
現
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
戊
辰
戦
争
、
そ
の
後

　

幕
末
動
乱
の
な
か
で
、
慶
喜
と
近
し
い

松
山
藩
は
岡
山
藩
に
攻
め
ら
れ
そ
う
に
な

り
ま
す
。
交
渉
を
重
ね
、
攻
め
込
ま
れ
る

の
は
回
避
し
ま
し
た
が
、
明
治
に
入
る
と

減
石
さ
れ
、
非
常
に
し
ん
ど
い
こ
と
に
な

開
館
十
六
周
年
記
念
講
演
会�

令
和
四
年
十
二
月
十
一
日
開
催
（
於
・
長
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
）

講師の松本和明さん（京都産業大学教授）

外
山
脩
造
と
三
島
中
洲
お
よ
び
渋
沢
栄
一 

−

河
井
継
之
助
人
脈
と
そ
の
系
譜

−

講
演
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
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り
ま
す
。

　

中
洲
は
こ
の
な
か
で
明
治
政
府
に
出
仕

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
漢
学
儒
学
仲

間
で
も
あ
っ
た
、
初
代
大
審
院
と
な
る
玉た

ま

乃の

世よ

履ふ
み

に
勧
め
ら
れ
司
法
省（
現
法
務
省
）

に
出
仕
し
ま
す
。

　

外
山
は
新
町
口
で
河
井
が
撃
た
れ
る
と

こ
ろ
に
直
面
し
ま
す
。
河
井
は
撃
た
れ
た

後
、「
人
が
聞
い
て
も
傷
は
軽
い
と
言
っ

て
お
け
よ
」、
あ
る
い
は
「
刀
を
よ
こ
せ
、

首
だ
け
は
敵
に
渡
さ
ん
で
な
」
と
述
べ
た

と
外
山
が
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　

外
山
や
、
あ
る
い
は
大
崎
彦
助
だ
と
か

を
会
津
若
松
か
ら
仙
台
に
や
り
、
船
で
外

国
に
渡
そ
う
と
い
う
計
画
が
種
々
あ
り
ま

し
た
が
、
結
局
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
に

つ
い
て
『
河
井
継
之
助
傳
』
の
作
者
で
あ

る
今
泉
は
「
不
幸
生
残
の
藩
士
中
、
能
く

継
之
助
の
遺
志
を
継
承
す
る
者
な
く
、
為

に
外
國
行
の
こ
と
、
遂
に
之
を
果
す
を
得

ざ
り
し
は
、
眞
に
千
秋
の
恨
事
」
と
厳
し

い
評
価
を
し
て
い
ま
す
。
非
常
に
こ
れ
は
、

一
つ
の
案
件
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
話

し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

渋
沢
は
大
政
奉
還
の
前
後
は
パ
リ
万
博

の
使
節
団
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
赴

い
て
い
ま
し
た
の
で
、
巻
き

込
ま
れ
ず
に
済
ん
で
い
ま
す
。

　

様
々
な
知
見
を
重
ね
て
い

く
な
か
で
、
日
本
が
近
代
化

を
し
て
い
く
、
日
本
の
た
め

に
は
ビ
ジ
ネ
ス
が
重
要
と
い

う
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
商
人
が
社
会
的

地
位
を
上
げ
、
尊
敬
さ
れ
る

よ
う
な
存
在
に
な
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を

深
く
学
び
帰
国
し
ま
す
。

　

そ
し
て
帰
っ
て
早
々
に
静

岡
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
主
君

の
慶
喜
と
会
い
、
こ
れ
か
ら
は
社
会
の
た

め
に
尽
く
せ
と
い
う
言
葉
を
も
ら
い
ま
す
。

●
渋
沢
の
活
躍

　

渋
沢
は
静
岡
の
地
で
商
法
会
所
を
立
ち

上
げ
ま
す
。
そ
の
後
、
井
上
馨
あ
る
い
は

大
隈
重
信
に
勧
め
ら
れ
民
部
省
（
そ
の
後

大
蔵
省
）
に
入
り
、
日
本
経
済
や
産
業
の

基
盤
づ
く
り
に
い
そ
し
む�

―
―
『
立
会

略
則
』
で
あ
る
と
か
、
銀
行
制
度
、
国
立

銀
行
条
例
で
す
よ
ね
。
あ
と
は
近
代
の
複

式
簿
記
の
導
入
に
は
長
岡
藩
出
身
の
若
者

が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
大
蔵
省
を
後
に
し
、
第
一
国
立

銀
行
を
設
立
し
ま
す
。
そ
し
て
全
国
に
銀

行
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
が
澎ほ

う

湃は
い

と
出
て

く
る
な
か
で
、
直
接
的
に
関
係
し
た
り
、

間
接
的
に
協
力
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
こ

こ
長
岡
の
第
六
十
九
国
立
銀
行
に
は
非
常

に
力
を
込
め
ま
し
た
。

●
外
山
と
渋
沢
の
関
係

　

外
山
は
小
林
雄
七
郎
に
勧
め
ら
れ
、
大

蔵
省
に
出
仕
し
ま
す
。
複
式
簿
記
の
解
読

普
及
や
国
立
銀
行
の
検
査
・
調
査
で
す
。

第
一
国
立
銀
行
の
検
査
に
入
る
な
か
で
、

渋
沢
と
認
識
を
得
、
よ
り
交
流
が
深
ま
っ

て
き
ま
す
。
外
山
は
渋
沢
か
ら
「
民
間
に 『立会略則』（国立国会図書館デジタルコレクション）

小林雄七郎
（興国寺蔵）

小林雄七郎
弘化2年（1845）12月23日、小林又兵衛の七男、虎三
郎の末弟として長岡城下に生まれる。
文久年間（1861〜1863）、江戸遊学。横浜で英語を学ぶ。
明治3年（1870）5月、慶應義塾に入り、福沢諭吉の指
導を受ける。
明治4年（1871）5月、高知県の海南校で英語を教える。
明治5年（1872）5月、東京へ戻り、大蔵省の紙幣寮に
勤める。
明治6年（1873）、『銀行簿記精法』（共訳）を刊行。
明治9〜22年（1876〜1889）、『百科全書法律沿革事体』、
『日耳曼国史』、『ナポレオン第一世伝』の翻訳や『経済
学講義』、政治小説『自由鏡』、国会議員となる所信を示
した『薩長土肥』を刊行する。
明治23年（1890）7月、第1回衆議院議員選挙に出て当選
明治24年（1891）4月、腎臓炎に尿毒症を併発し47歳
で病没。福島甲子三

（宝田二十五年史より）

福島甲子三
安政5年（1858）12月27日、鬼頭少山の第3
子として長岡城下に生まれる。
明治6年（1873）、長岡会社病院の薬局生と
して勤務。
明治15年（1882）、福島家の婿養子となる。
明治16年（1883）、千葉県職員に採用され衛
生課で勤務。間歇(かんけつ)病の調査研究
に打ち込む。
明治31年（1898）9月、東京ガス株式会社の
支配人となる。
大正4年（1915）、宝田石油の専務取締役に
推される。
大正8年（1919）、長岡孔子祭典会を組織し、
さらに斯文会(しぶんかい)長岡支部を結成する。
昭和15年（1940）、83歳で病没。
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向
か
っ
て
ほ
し
い
」
と
勧
誘
を
受
け
、

一
八
七
九
年
に
大
阪
の
第
三
十
二
国
立
銀

行
に
総
監
役
と
し
て
向
か
い
ま
す
。

●
外
山
の
活
躍

　

外
山
は
大
阪
麦
酒
、
そ
し
て
阪
神
電
鉄

の
初
代
社
長
と
様
々
幅
広
に
活
躍
を
し
ま

す
。
あ
と
は
大
阪
銀
行
集
会
所
や
手
形
交

換
所
で
す
よ
ね
。
手
形
交
換
所
を
重
視
し

全
国
に
置
い
て
い
く
と
い
う
の
も
、
ひ
と

つ
の
成
果
と
い
う
こ
と
は
言
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
『
外
山
翁
傳
』
に
よ
る
と
、
外
山
は
自

分
が
あ
れ
も
こ
れ
も
で
は
な
く
、
信
任
す

る
人
物
を
配
置
し
て
こ
れ
に
任
せ
き
り
で

干
渉
し
な
い
。
一
方
で
、
決
し
て
私
人
の

営
業
と
思
う
な
か
れ
、
国
家
事
業
の
心
得

で
や
れ
と
。
世
の
た
め
人
の
た
め
を
基
軸

と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
。

適
材
適
所
の
人
材
を
発
掘
し
、
あ
る
い
は

人
材
を
育
て
て
そ
の
人
間
に
任
せ
る
と
い

う
の
が
非
常
に
巧
み
で
し
た
。

　

そ
の
辺
り
は
渋
沢
も
同
様
だ
っ
た
の
で
、

非
常
に
重
な
る
と
こ
ろ
と
い
う
ふ
う
に
見

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
『
外
山
翁
傳
』
に
は
渋
沢
に
よ
る
回
顧

が
あ
り
ま
し
て
、「
ご
く
親
切
で
質
実
剛

直
、
非
と
思
う
た
こ
と
は
例
え
偉
い
人
で

あ
ろ
う
と
も
先
輩
で
あ
ろ
う
と
も
遠
慮
な

く
そ
の
説
を
述
べ
る
。
且
つ
物
事
を
緻
密

に
考
え
る
人
」。
一
方
、
別
の
と
こ
ろ
で

は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
徹
頭
徹
尾
ま

じ
め
な
一
本
調
子
の
人
で
、
大
蔵
省
に
い

る
と
き
に
慫

し
ょ
う

慂よ
う

し
て
実
業
界
に
入
っ
て

も
ら
っ
た
。
色
々
大
阪
の
発
達
に
功
勲
の

あ
っ
た
人
だ
」。

　

た
だ
外
山
は
晩
年
、
病
気
を
し
ま
す
の

で
そ
の
活
躍
が
十
分
果
実
を
見
ぬ
ま
ま
残

念
な
こ
と
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は

惜
し
い
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
中
洲
と
渋
沢

　
　
―
― 
論
語
と
算
盤

　

渋
沢
の
古
希
の
お
祝
い
に
、
福
島
甲か

子し

三ぞ
う

が
発
起
人
と
な
り
書
画
帳
を
お
贈
り
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
な
か
の
一
枚
の
絵
に
、『
論
語
』『
算

盤
』『
刀
』『
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
と
白
手
袋
』

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
論
語
、
算
盤
、
刀
、

こ
れ
は
い
わ
ば
武
士
道
と
ま
で
は
い
か
な

い
ま
で
も
、
そ
う
い
っ
た
精
神
性
の
象
徴
、

そ
し
て
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
と
白
手
袋
と
い
う

の
は
や
は
り
西
洋
の
新
し
い
文
明
と
い
う

こ
と
を
表
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
非

常
に
よ
く
出
来
た
絵
だ
と
思
い
ま
す
。

　

左
側
に
、
小
山
正
太
郎
（
※
）
に
よ
る
讃

明治36年頃の二松学舎 校舎
（二松学舎大学所蔵）

小山正太郎 画
（渋沢史料館所蔵）

※長岡藩医・小山良運の長男
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が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
論
語
を
礎
と
し

て
商
事
を
営
み
、
算
盤
を
執
て
士
道
を
説

く
、
非
常
の
人
、
非
常
の
事
、
非
常
の
功
」。

　

小
山
の
絵
を
見
た
中
洲
は
感
銘
を
受
け
、

渋
沢
に
詩
文
を
寄
せ
、
ま
た
様
々
交
流
が

深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

中
洲
は
「
義
利
合
一
」
を
提
唱
し
ま
す
。

正
義
の
義
・
仁
義
の
義
と

利
益
・
利
潤
の
利
で
す
か

ら
、
あ
る
意
味
で
言
う
と
、

「
論
語
と
算
盤
」、
あ
る
い

は
道
徳
や
経
済
合
一
と
い

う
よ
う
な
渋
沢
の
ス
タ
ン

ス
と
非
常
に
重
な
る
と
こ

ろ
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

や
り
取
り
を
進
め
て
い

く
中
で
渋
沢
も
年
齢
を
重

ね
、
実
業
界
か
ら
基
本
的

に
は
リ
タ
イ
ア
し
ま
す
。

そ
れ
ま
で
渋
沢
が
あ
ち
こ

ち
で
話
し
て
き
た
理
念
や

ス
タ
ン
ス
を
ひ
と
つ
ま
と

め
よ
う
と
、
一
書
が
刊
行

さ
れ
ま
す
。
そ
の
タ
イ
ト

ル
が
『
論
語
と
算
盤
』
で

し
た
。

　
「
論
語
と
算
盤
」
は
そ
の
後
渋
沢
を
象

徴
す
る
言
葉
と
な
り
ま
し
た
し
、
現
在
も

様
々
な
場
面
で
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
渋
沢
を

象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
で
使
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
辺
り
が
一
応
の
発
端
だ
っ
た

と
見
る
べ
き
で
す
。

　

そ
し
て
中
洲
は
東
京
で
二
松
学
舎
を
立

ち
上
げ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
私
塾
と
い
う
展

開
で
し
た
が
、
そ
れ
で
は
運
営
基
盤
が
う

ま
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
運
営
基
盤
、

経
営
基
盤
と
な
る
よ
う
な
組
織
と
し
て
二

松
義
会
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
そ
の
会
長
に

就
任
し
た
の
が
渋
沢
で
す
。

　

翌
年
に
中
洲
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
渋
沢
は
告
別
の
辞
を
奉
呈
し
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
翌
年
、
こ
の
二
松
学
舎
は
二
松

義
会
を
ベ
ー
ス
と
し
て
法
人
格
を
得
る
こ

と
に
な
り
、
渋
沢
は
舎
長
と
い
う
今
で
い

う
学
校
法
人
の
理
事
長
と
い
う
ふ
う
な
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
就
任
を
し
ま
す
。
そ
の
後

一
九
二
〇
年
以
降
と
い
う
の
は
日
本
の
景

気
が
激
し
く
落
ち
込
む
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な

か
な
か
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
本
当

に
最
晩
年
の
渋
沢
が
、
こ
の
二
松
学
舎
の

運
営
を
支
え
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

●
最
後
に

　

本
日
お
話
し
し
ま
し
た
と
お
り
、
ま
だ

ま
だ
課
題
山
積
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は

私
の
課
題
と
共
に
、
河
井
継
之
助
研
究
あ

る
い
は
河
井
継
之
助
の
足
跡
、
人
物
像
、

事
績
と
い
う
の
を
見
て
い
く
上
で
も
、
ま

だ
ま
だ
や
る
べ
き
こ
と
は
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。

　

私
は
長
岡
の
仕
事
は
何
を
置
い
て
も
第

一
に
や
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り

ま
す
。
そ
こ
も
含
み
ま
し
て
、
ぜ
ひ
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
本
日

は
読
み
終
わ
り
と
い
た
し
ま
す
。

　

ご
清
聴
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
ま
と
め
・
河
出
）

※�

講
演
内
で
主
に
三
島
中
洲
・
外
山
脩
造
・

渋
沢
栄
一
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
部
分

を
ま
と
め
ま
し
た
。

　�

ま
た
、
小
林
雄
七
郎
、
福
島
甲
子
三
の

年
表
は『
ふ
る
さ
と
長
岡
の
人
び
と
』（
長

岡
市
発
行
）
を
参
考
に
し
ま
し
た
。

当日は 251 名の聴講者が来場されました。松本先生のユーモアをまじえたお話に笑い声があがる
場面もあり、講演会はなごやかに進行しました。

会場外では人物紹介や人物相関図などのパネルが設置され、
皆さまじっくりと読まれていました。
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「
塵
壺
」を
読
む 

㉛
連載連載連載

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
㉘

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
㉘

館
長
が
行
く

　
「
館
長
、
阿
弥
陀
寺
案
内
し
ま
す
よ
」。
早

い
頃
か
ら
友
の
会
の
川
上
幹
事
か
ら
声
を
か

け
て
頂
い
た
が
、
漸
く
そ
の
日
が
来
た
。
令

和
四
年
十
二
月
四
日
㈰
、
川
上
幹
事
の
車
に

同
乗
し
、
長
岡
市
濁
沢
町
の
阿
弥
陀
寺
へ
向

か
う
。
当
館
よ
り
南
東
12
・
4
㎞
の
道
の
り

で
あ
る
。
村
松
か
ら
太
田
川
の
渓
谷
の
道
を

山
奥
へ
進
む
。
枝
道
の
細
い
坂
を
車
は
ス

イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
上
り
、
険
し
い
山

腹
に
阿
弥
陀
寺
（
山
号
静
慮
山
。
曹
洞
宗
）

が
あ
っ
た
。
早
速
本
堂
で
お
参
り
し
、
そ
の

後
右
手
の
苔
む
し
た
古
い
墓
を
順
に
確
認
し

た
。
中
央
大
き
な
墓
の
右
隣
の
墓
の
苔
を
こ

す
る
と
、
な
ん
と
「
月
泉
大
和
尚
禅
師
」
の

名
が
現
れ
た
。
思
わ
ず
合
掌
し
た
。
運
命
的

出
会
い
で
あ
る
。

　

慶
応
四
年
五
月
十
九
日
、
長
岡
城
が
落
城

す
る
と
、
河
井
継
之
助
の
家
族
（
妻
す
が
、

父
代
右
衛
門
、
母
貞
）
は
、
古
志
郡
村
松
村

の
知
人
を
頼
っ
て
避
難
し
た
。
し
か
し
、
西

軍
が
来
襲
し
発
覚
を
恐
れ
て
、
さ
ら
に
山
奥

の
濁
沢
村
へ
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

あ
る
人
物
に
河
井
の
家
族
を
匿
う
よ
う
切
に

頼
ん
だ
。
そ
の
人
物
は
阿
弥
陀
寺
の
住
職
の

神
田
月
泉
で
あ
る
。
月
泉
は
長
岡
藩
の
河
井

継
之
助
の
家
族
を
匿
え
ば
自
ら
の
生
命
財
産

に
災
難
が
及
ぶ
こ
と
を
承
知
で
身
を
捨
て
、

喜
ん
で
承
諾
し
阿
弥
陀
寺
に
預
か
っ
た
。
濁

沢
は
桑
名
藩
の
預
か
り
地
で
領
分
は
違
う
が
、

村
の
人
た
ち
は
、
河
井
の
一
家
と
聞
い
て
お

気
の
毒
な
こ
と
だ
と
何
く
れ
と
な
く
心
配
し

た
。
特
に
住
職
の
月
泉
は
真
心
を
尽
く
し
て

庇
護
し
た
。

　

し
か
し
、
河
井
の
家
族
が
潜
伏
し
て
い
る

噂
が
西
軍
に
漏
れ
、
諜
者
が
頻
繁
に
寺
の
中

を
伺
っ
た
。
月
泉
は
隠
し
通
せ
な
い
と
悟
り
、

先
手
を
打
っ
て
荷
頃
の
西
軍
の
本
営
に
赴
き

隊
長
に
「
河
井
継
之
助
の
家
族
を
当
寺
に

匿
っ
て
い
る
」
と
注
進
し
、「
恩
賞
の
代
わ

り
に
河
井
の
家
族
の
生
命
を
保
証
せ
よ
」
と

迫
っ
た
。「
敵
と
味
方
と
な
り
戦
う
の
は
各

藩
主
の
た
め
に
尽
す
の
で
あ
り
、
河
井
を
憎

む
あ
ま
り
家
族
ま
で
斬
殺
す
る
こ
と
は
、
武

士
た
る
者
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
乞
い

願
っ
た
。
盤
石
隊
長
は
月
泉
の
熱
意
に
ほ
だ

さ
れ
願
い
を
許
し
、
当
分
の
間
河
井
の
家
族

を
預
け
る
証
書
を
渡
し
た
。

　

月
泉
は
喜
び
阿
弥
陀
寺
に
帰
る
と
、
妻
は

す
で
に
死
を
覚
悟
し
髪
を
断
ち
西
軍
兵
士
の

到
来
を
待
っ
て
い
た
。
月
泉
は
、
河
井
の
家

族
を
預
か
る
依
託
を
受
け
た
が
、
自
分
の
落

ち
度
で
妻
が
姿
を
変
え
た
こ
と
を
盤
石
隊
長

に
申
し
出
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に

陣
を
移
し
行
方
が
分
か
ら
ず
、
長
州
藩
の
本

営
に
向
か
っ
た
。
月
泉
は
、
そ
こ
の
隊
長
に

今
ま
で
の
経
緯
を
伝
え
た
。
隊
長
は
と
て
も

驚
き
「
河
井
の
家
族
が
濁
沢
村
に
い
る
と
密

告
が
あ
り
、
本
日
小
千
谷
か
ら
捕
縛
に
向

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
速
く
寺
に
戻
ら
な
い

と
必
ず
災
い
が
家
族
に
及
ぶ
だ
ろ
う
」
と

言
っ
た
。
月
泉
は
慌
て
て
阿
弥
陀
寺
に
帰
っ

た
が
、
捕
吏
数
十
名
が
寺
を
囲
み
も
う
捕
縛

さ
れ
て
い
た
。
月
泉
は
声
を
震
わ
せ
「
当
寺

は
恐
れ
多
く
も
先
帝
の
御
位
牌
が
祀
っ
て
あ

る
。
こ
の
狼
藉
は
何
事
だ
。
西
軍
の
兵
の
信

義
は
ど
こ
に
あ
る
」
と
叱
咤
し
た
。
捕
吏
は

呆
然
委
縮
し
た
。
月
泉
は
盤
石
隊
長
の
預
か

り
証
を
示
し
て
釈
放
を
願
い
「
も
し
小
千
谷

に
強
引
に
連
れ
て
行
く
の
な
ら
、
私
宛
に
預

か
り
書
を
差
し
出
す
の
が
筋
で
あ
る
」
と
訴

え
た
。
捕
吏
は
や
む
を
得
ず
従
っ
た
が
、
河

井
の
家
族
は
す
ぐ
に
西
軍
に
引
渡
さ
れ
、
青

竹
の
唐
丸
籠
に
乗
せ
ら
れ
、
罪
人
の
よ
う
に

残
忍
な
苦
痛
を
受
け
小
千
谷
に
引
か
れ
、
そ

れ
か
ら
長
い
道
の
り
を
高
田
へ
護
送
さ
れ
拘

禁
さ
れ
た
。
継
之
助
の
母
は
「
西
軍
か
ら
み

れ
ば
謀
反
人
の
家
族
と
し
て
虐
待
を
受
け
る

こ
と
も
無
理
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
婦

人
ど
も
ま
で
苦
し
み
を
受
け
る
の
か
と
思
う

と
、
本
当
に
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
翌
二

年
の
春
に
は
無
事
に
長
岡
ま
で
戻
れ
た
が
、

こ
の
苦
し
み
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。」

と
回
想
し
た
。

　

阿
弥
陀
寺
に
眠
る
月
泉
の
墓
か
ら
集
落
を

臨
む
と
、
月
泉
和
尚
が
自
分
の
命
を
懸
け
て

西
軍
を
説
得
し
河
井
の
家
族
の
生
命
を
助
よ

う
と
す
る
勇
胆
な
所
業
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

�

（
中
田
）

阿弥陀寺の本堂とお墓

月泉のお墓阿弥陀寺から眺めた濁沢

会報　峠／館長が行く　⑥
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本
庄
は
佐
賀
と
町
続
き
に
な
っ
て
い
る
。

「
彼
是
八
ツ
過
也
」
と
あ
る
の
で
、
本
庄

に
は
十
四
時
過
ぎ
に
到
着
し
た
よ
う
だ
。

次
の
目
的
地
で
あ
る
諫
早
へ
は
、
船
に

乗
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

反
射
炉
を
作
る
人
物
の
名
を
聞
い
た
が

忘
れ
て
し
ま
っ
た
、「
横
尾
小
次
郎
ハ
死

タ
リ
」
…
…
と
、
長
崎
に
て
秋
月
悌
次
郎

に
聞
い
た
と
あ
る
。

　

余
談
だ
が
、
継
之
助
が
長
崎
の
地
に
到

着
し
た
の
が
十
月
五
日
、
塵
壺
に
は
そ
の

翌
日
六
日
か
ら
十
六
日
ま
で
を
、
日
付
と

天
気
、
宿
を
移
し
た
こ
と
と
蘭
館
を
見
た

こ
と
の
み
簡
素
に
記
録
し
て
い
る
。
長
崎

逗
留
中
の
こ
と
は
合
わ
せ
て
記
す
、
と
し

て
十
七
日
の
日
付
で
い
ろ
ん
な
図
や
長
文

を
し
た
た
め
て
お
り
、
秋
月
と
の
交
流
の

様
子
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
継
之
助
は
稲
佐
に
建
つ
製
鉄
所
に
触
れ
、

金
と
時
間
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
見
物
を

し
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
っ
た
と
悔
ん
で

い
る
。
し
か
し
秋
月
は
そ
の
製
鉄
所
を
見

て
い
た
の
で
、
そ
の
と
き
の
製
鉄
所
の
稼

働
す
る
様
子
を
感
心
し
な
が
ら
継
之
助
に

聞
か
せ
た
。
彼
は
漢
学
生
で
あ
る
た
め
あ

ま
り
心
に
留
め
ず
…
…
と
前
置
き
を
し
な

が
ら
も
、
継
之
助
は
秋
月
の
聞
か
せ
て
く

れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
き
っ
と
、
そ

の
話
の
な
か
で
反
射
炉
に
つ
い
て
も
話
題

に
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
万

延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
十
八
日
付
で

両
親
に
宛
て
た
書
状
の
な
か
に
も
、
長
瀬

の
山
田
方
谷
の
も
と
を
辞
し
た
あ
と
に
油

野
村
の
木
下
万
作
と
い
う
人
物
の
と
こ
ろ

に
行
き
、
製
鉄
の
仕
方
を
見
物
し
た
と
あ

る
。
製
鉄
は
継
之
助
に
と
っ
て
深
い
関
心

事
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

話
を
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
十
月
四

日
、
本
庄
に
戻
す
。「
船
ハ
塩
時
夜
四
ツ

頃
ナ
ラ
デ
ハ
不
出
」
と
あ
る
の
で
、
潮
の

関
係
で
船
の
出
る
二
十
二
時
頃
ま
で
は
時

間
が
あ
っ
た
。
佐
賀
の
町
を
じ
っ
く
り
見

た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
歩
き

ど
お
し
だ
っ
た
た
め
な
の
か
、
疲
れ
て
面

倒
に
な
り
、
船
宿
で
休
息
を
と
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
「
七
ツ
半
前
」、
十
七
時
前
頃

に
な
る
と
台
持
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。

外
に
出
て
み
る
と
、
例
の
反
射
炉
で
作
っ

た
大
筒
を
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

継
之
助
は
そ
れ
を
見
て
疲
れ
も
吹
き
飛
ん

だ
の
か
、
後
ろ
か
ら
つ
い
て
二
三
町
ば
か

り
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
だ
。
約
二
～
三
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
は

つ
い
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
継
之
助
を
見
兼
ね
た
の
だ
ろ
う
、

役
人
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
何
れ

之
御
方
候
哉
」
―
―
い
ず
れ
の
お
方
で

し
ょ
う
か
。

　

継
之
助
は
よ
ほ
ど
反
射
炉
で
作
っ
た
大

筒
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
か
、
刀
を
差

し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
気
づ
き
無
刀

を
恥
じ
、
名
も
名
乗
ら
ず
に
宿
へ
戻
っ
た
。

�

（
河
出
）

●
継
之
助
を
知
っ
た
き
っ
か
け
は
？

　
小
学
生
の
と
き
に
「
そ
の
時
歴
史
が
動

い
た
」
で
は
じ
め
て
河
井
継
之
助
を
知

り
、
そ
の
頃
か
ら
興
味
を
も
っ
て
い
ま
し

た
。

●
来
館
さ
れ
た
ご
感
想
は
？

　
今
回
、映
画
「
峠
―
最
後
の
サ
ム
ラ
イ
」

上
映
に
あ
た
り
、
夜
行
バ
ス
を
利
用
し
て

長
岡
に
来
ま
し
た
。
山
本
五
十
六
記
念
館

で
も
、
山
本
元
帥
が
河
井
継
之
助
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
薩
長
に
対
し
て
、
ガ
ト
リ
ン
グ
砲
を
備

え
な
が
ら
永
世
中
立
を
目
指
し
た
と
こ

ろ
が
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
時

の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
彼
の

人
生
に
は
同
情
し
ま
す
。

　
も
し
も
、
戊
辰
戦
争
が
な
け
れ
ば
、
こ

こ
長
岡
や
河
井
継
之
助
が
ど
う
な
っ
て

い
た
の
か
、
と
て
も
気
に
な
り
ま
す
。

神
奈
川
県
に
お
住
ま
い
の
下
山
陽
太
様

令和４年５月10日

塵壺（長岡市立中央図書館所蔵）　安政6（1859）年10月4日条
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編
集
後
記

会員の交流や情報交換を通して継之助について学び親しみ、記念館を応援する会です。

●会員数／正会員 425名　協賛 43名　小・中学生1名　顧問 2名

　　　　　合計 471名（令和4年度会費納付済）

●特　典／①入会時に徽章贈呈　②友の会会報「峠」配布

　　　　　③交流研修旅行の案内・参加　④催事案内・参加

●入会手続き／（入会金千円が必要となります）

　①申込書に入会金と会費を添えて、事務局へ持参。

　②申込書を事務局へ送り(郵送、FAX)、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）

　・年会費／①正会員／（ア）小中学生：５百円　（イ）高校生以上：２千円

　　　　　　②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

・ 口座番号／

河井継之助記念館　友の会について

００５６０‒９‒９６４３２
普１０３２８２９
普１７６４６６３
普３０１１２５６

郵便局
長岡信用金庫本店営業部
第四北越銀行長岡本店営業部
大光銀行本店営業部

●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/

※郵便局の場合は払込
用紙が事務局にあり
ますのでご利用くだ
さい。

会員募集
中

「会員の声」大募集！
本誌では会員の皆さんからの寄稿を
募集しています！
継之助への想いや自分が調べたことに
ついてなどを投稿してみませんか？
原稿用紙を送付しますので、
まずは事務局まで
お問い合わせください。

新入会員 ご紹介 （令和4年6月16日から3月31日まで）

櫻 井 　 繁 新潟県長岡市

栗 本 哲 平 神奈川県相模原市

横 本 昌 之 新潟県長岡市

中　野　　隆 埼玉県川越市

九 里 廣 志 山形県米沢市

末 﨑 俊 英 新潟県柏崎市

長 島 芳 子 埼玉県羽生市

伊 野 智 彦 新潟県新潟市

田 中 充 裕 神奈川県川崎市

五十嵐　　豊 新潟県三条市

松 下 二 郎 大阪府守口市

枝 並 正 則 新潟県新潟市

三 条 雅 美 新潟県長岡市

三 条 正 樹 新潟県長岡市

三 条 正 登 新潟県長岡市

盛 澤 恵津子 新潟県新潟市

横 山 信 治 新潟県長岡市

濱 口 慶 一 三重県度会郡

小 倉 　 繭 長野県上高井郡

石 黒 一 雄 新潟県三条市

高 山 武冨美 福岡県糟屋郡

以上21名（敬称略）

●
今
号
の
講
演
録
は
前
回
の
文
字
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
反
省
を
活
か
し
て
、
写
真
を

多
め
に
し
て
み
ま
し
た
。
初
見
の
写
真
は
あ
り

ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？

事
務
局
で
は
新
メ
ン
バ
ー
が
二
名
は
い
り
、
四

月
よ
り
新
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
感
染
禍
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
中
止
が

続
い
て
い
た
研
修
旅
行
も
催
行
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
記
念
館
で
「
お
茶
会
」
も
計

画
し
て
い
ま
す
。
友
の
会
の
皆
さ
ま
に
は
行
事

案
内
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
今
し
ば
ら
く
お

待
ち
く
だ
さ
い
。

�

（
事
務
局
一
同
）

▼
こ
の
度
、
館
内
か
ら
お
庭
へ
降
り
る
階

段
が
新
調
さ
れ
、
手
す
り
が
つ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
緑
の
繁
る
季
節
と
な
り
ま
す
。

来
館
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
お
も
か
げ
の
お
庭

を
肌
で
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

▼
二
月
二
十
七
日
～
三
月
七
日
の
間
に
開

催
さ
れ
た
第
十
六
回
越
後
長
岡
ひ
な
も
の

が
た
り
。
当
館
で
今
回
展
示
し
た
の
は
、

和
島
地
域
の
方
が
製
作
さ
れ
た
「
つ
る
し

雛
」。
大
き
く
て
き
ら
き
ら
し
て
い
て
、

来
館
者
も
「
大
き
い
ね
！
」
と
驚
か
れ
て

い
ま
し
た
。

▼
入
館
チ
ケ
ッ
ト

の
デ
ザ
イ
ン
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
。

▼
令
和
五
年
四
月

一
日
よ
り
、
毎
週

火
曜
日
が
休
館
日

と
な
り
ま
し
た

（
祝
日
の
場
合
は

翌
平
日
）。
ま
た
、

年
末
年
始
は
十
二

月
二
十
九
日
～
一

月
三
日
が
休
館
日

と
な
り
ま
す
。

▼
令
和
五
年
四
月
よ
り
、
今
井
事
務
長
が

着
任
し
ま
し
た
。

● 

記
念
館
近
況
報
告

お庭に続く階段を二か所に設置しました

令和5年5月発行／会報　峠　⑧


