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に
は
編
集
委
員
と
し
て
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
今
思
え
ば
河
井
継
之
助
記
念

館
前
館
長
と
現
館
長
と
い
う
こ
と
に
な
り

不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
の
本
の
巻
頭
で
、
今
は
泉
下
の
人
で

あ
る
半
藤
一
利
さ
ん
と
松
本
健
一
さ
ん
の

特
別
対
談
を
お
願
い
し
た
ら
、
半
藤
さ
ん

は
、「
長
岡
中
学
時
代
、
自
分
は
三
島

億
二
郎
派
だ
け
ど
大
勢
か
ら
い
う
と
継
之

助
派
が
多
か
っ
た
」、
松
本
さ
ん
は
、「
河

井
継
之
助
が
大
好
き
だ
け
ど
、
あ
る
き
っ

か
け
が
あ
っ
て
小
林
虎
三
郎
の
評
伝
を
書

こ
う
と
し
た
ら
、
長
岡
の
知
り
合
い
の
新

聞
記
者
に
、
こ
の
町
は
八
割
ど
こ
ろ
か
九

割
が
河
井
継
之
助
派
だ
か
ら
虎
三
郎
の
こ

と
な
ん
か
書
こ
う
も
の
な
ら
殴
ら
れ
る
よ
、

と
言
っ
て
お
ど
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
米
百
俵
財

団
の
担
当
者
と
し
て
は
少
し
残
念
で
し
た

が
、
改
め
て
継
之
助
の
魅
力
を
再
認
識
し

た
こ
と
も
今
は
良
い
思
い
出
で
す
。

　

平
成
二
十
八
年
に
は
、
河
井
継
之
助
に

私
淑
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
山
本
五
十
六

の
映
画
が
制
作
さ
れ
、半
藤
さ
ん
が
監
修
・

原
作
と
い
う
こ
と
で
私
も
関
わ
り
ま
し
た

が
、
稲
川
さ
ん
が
シ
ナ
リ
オ
原
稿
に
付
箋

を
い
っ
ぱ
い
付
け
て
、
し
っ
か
り
ご
覧
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

市
役
所
に
長
く
勤
め
る
と
、
誰
も
が
長

岡
の
歴
史
と
向
き
合
う
場
面
に
出
会
う
こ

と
に
な
る
よ
う
で
す
。

　

私
の
場
合
は
「
米
百
俵
財
団
」
の
仕
事

で
『
米
百
俵　

そ
の
先
の
未
来
へ
』
と
い

う
本
の
発
行
に
関
わ
っ
た
事
が
始
ま
り
で

し
た
。
当
時
、
河
井
継
之
助
記
念
館
館
長

で
あ
っ
た
稲
川
明
雄
さ
ん
や
阪
之
上
小
学

校
教
頭
で
「
米
百
俵
コ
ー
ナ
ー
」「
伝
統

館
」
の
整
備
に
関
わ
っ
た
中
田
仁
司
さ
ん

余
談
で
す
が
、
映
画
「
聯
合
艦
隊
司
令
長

官　

山
本
五
十
六
」
で
五
十
六
を
演
じ
る

役
所
広
司
さ
ん
が
長
岡
甚
句
を
歌
う
場
面

は
何
回
か
あ
り
ま
し
た
が
踊
る
場
面
は
無

く
残
念
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
「
峠　

最

後
の
サ
ム
ラ
イ
」
で
は
長
岡
甚
句
を
踊
る

場
面
が
あ
り
、
私
の
中
で
長
岡
と
継
之
助

と
五
十
六
が
よ
う
や
く
繋
が
っ
た
瞬
間
で

し
た
。

　

そ
の
後
、
教
育
委
員
会
で
中
田
さ
ん
に

再
会
す
る
と
、
私
の
地
元
で
あ
る
千
手
小

学
校
の
校
長
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
当

時
、
校
長
先
生
方
に
地
域
の
歴
史
を
教
育

に
生
か
せ
な
い
か
と
問
い
か
け
て
い
た
ら
、

中
田
さ
ん
は
地
域
の
歴
史
を
展
示
す
る

「
千
手
伝
承
館
」
を
校
内
に
整
備
し
地
域

学
習
の
場
を
創
っ
て
い
ま
し
た
。

　

稲
川
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
館
長
の
空
席

が
長
く
な
り
心
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
中

田
館
長
就
任
の
話
を
聞
き
安
心
す
る
と
共

に
、
改
め
て
稲
川
さ
ん
と
中
田
さ
ん
と
の

不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
た
次
第
で
す
。　

　

不
思
議
な
ご
縁
「
稲
川
さ
ん
と
中
田
さ
ん
」

�

友
の
会
会
計
監
査　

高
　
橋
　
　
　
譲

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

昭
和
三
十
年
　
長
岡
市
生
ま
れ

昭
和
五
十
三
年
　
長
岡
市
役
所
入
所

総
務
部
長
　
商
工
部
長
　
教
育
長
を
歴
任

現
在
　
公
益
財
団
法
人 

長
岡
市
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
セ
ン
タ
ー
　
理
事
長

①　会報　峠／不思議なご縁「稲川さんと中田さん」



特
別
展
示

父・河
井
代
右
衛
門
の
茶
釜
令
和
５
年
７
月
12
日
㈬
〜

　
　
　
　
　
　
12
月
18
日
㈪

　

七
月
十
二
日
㈬
よ
り
十
二
月
十
八
日
㈪

ま
で
、
当
館
は
、
特
別
展
示
「
父
・
河
井

代
右
衛
門
の
茶
釜
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

河
井
継
之
助
の
父
・
代
右
衛
門
（
小

し
ょ
う

雲う
ん

）

の
茶
釜
を
中
心
に
、
継
之
助
の
人
間
形
成

に
影
響
を
与
え
た
文
化
人
と
し
て
の
人
と

な
り
を
通
し
て
、
継
之
助
の
人
間
像
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

長
岡
藩
に
は
、
千
利
休
の
孫
・
宗そ

う

旦た
ん

の

門
下
で
あ
る
山や

ま

田だ

宗そ
う

徧へ
ん

の
宗
徧
流
が
伝

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
代
右
衛
門
は
茶
道
に

造
詣
が
深
く
宗
徧
流
の
師
範
で
し
た
。
ま

た
、
良
寛
と
も
交
流
が
深
か
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
代
右
衛
門
が
茶
会
で
つ

か
っ
た
大だ

い

徳と
く

寺じ

常
住
釜
（
関
真
氏
蔵
）
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
河
井
継

之
助
が
使
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
茶
器

（
慈
眼
寺
蔵
）
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
当

時
の
庭
に
は
代
右
衛
門
が
つ
く
ら
せ
た
石

灯
籠
が
あ
り
、
茶
室
も
設
え
て
い
ま
し
た
。

継
之
助
は
父
親
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を

受
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
特
別
展
を
通
し
て
来
館
者
の
皆

さ
ん
が
、
自
分
な
り
の
継
之
助
像
を
深
め

る
機
会
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

●
父
・
代
右
衛
門
の
茶
釜

　
　
　
　
　
　
　（
庄
兵
衛
作
）

　

代
右
衛
門
は
、
庭
に
石
灯
籠
を
構
え
、

邸
内
に
簡
素
な
茶
室
を
設
け
ま
し
た
。
庵

号
を
聴
松
庵
と
い
い
、
あ
る
お
茶
会
で
は
、

藩
主
・
家
老
・
藩
医
、
あ
る
お
茶
会
で
は
、

長
岡
町
の
役
人
、
あ
る
時
は
お
茶
の
趣
の

わ
か
る
人
な
ど
、
身
分
を
問
わ
ず
広
く
招

き
入
れ
て
い
ま
す
。

　

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
「
小

し
ょ
う

雲う
ん

手し
ゅ

記き

茶ち
ゃ

会か
い

献こ
ん

立だ
て

」
に
大
徳
寺
釜
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
武
士
道
と
と
も
に
利
休
の

侘
茶
の
心
も
嗜
ん
で
い
た
の
で
す
。

●
大
徳
寺
釜
の
箱
の
裏
書

　

こ
の
裏
書
を
記
し
た
多
少
庵
中
也
は
、

河
井
家
の
襖
の
下
張
り
か
ら
発
見
さ
れ
た

嘉
永
二
年
の
茶
会
記
録
を
検
討
し
、「
翁
」

（
代
右
衛
門
）
の
「
登
用
品
で
あ
る
こ
と

を
確
信
」
し
た
と
、
そ
の
喜
び
を
表
し
て

い
ま
す
。
多
少
庵
中
也
は
、『
温
古
の
栞
』

を
編
集
し
た
大
平
与
文
次
の
孫
で
、
長
岡

の
宗
徧
流
の
伝
搬
に
尽
く
し
た
大
平
安
民

で
す
。

父・代右衛門の茶釜

大徳寺釜の箱の裏書

展
示
物
の
紹
介

ご
あ
い
さ
つ

特別展示

会報　峠／特別展示「父・河井代右衛門の茶釜」　②



特
別
展
示

父・河
井
代
右
衛
門
の
茶
釜
令
和
５
年
７
月
12
日
㈬
〜

　
　
　
　
　
　
12
月
18
日
㈪

●
大
徳
寺
釜
に
つ
い
て

　
　
　
　
家
元
か
ら
の
来
翰

　

大
徳
寺
釜
の
伝
来
や
製
作
者
庄
兵
衛
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
河
井
継
之
助
使
用
の
茶
器

　

河
井
家
の
従
僕
松ま
つ

蔵ぞ
う

が
継
之
助
か
ら

も
ら
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
岡
城
奪
還
戦
で
銃
弾
に
倒
れ
た
継
之
助

は
、
こ
の
茶
器
で
漢
方
薬
を
飲
ん
だ
と
い

わ
れ
ま
す
。

　

茶
器
の
作
者
は
、
幕
末
の
尼
僧
太お

お

田た

垣が
き

蓮れ
ん

月げ
つ

で
す
。
茶
器
に
は
、

　「
世
の
中
の

　 

ち
り
も  

ほ
こ
り
も
な
が
れ
て
は

　 

き
よ
き
に  

か
え
る  

か
も
の
川
波
」

と
歌
が
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。

�

（
中
田
）

　

十
月
二
十
八
日
㈯
と
二
十
九
日
㈰
の
両
日
、
当
特
別

展
示
を
記
念
し
て
「
か
た
ば
み
茶
会
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
の
茶
会
を
「
か
た
ば
み
茶
会
」
と
命
名
し
た
由

来
は
、「
か
た
ば
み
」
は
河
井
家
の
家
紋
で
あ
り
、
継

之
助
の
父
・
代
右
衛
門
が
お
茶
会
に
身
分
を
問
わ
ず
広

く
人
び
と
を
招
い
て
い
た
た
め
で
す
。
親
子
連
れ
や
留

学
生
を
含
め
約
二
五
〇
名
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま

し
た
。
室
内
に
茶
室
を
設
け
て
河
井

家
ゆ
か
り
の
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
お

い
し
い
お
茶
と
大
和
屋
さ
ん
特
製
の

家
紋
を
あ
し
ら
え
た
薯
蕷
饅
頭
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
待
合
の

間
、
参
加
者
の
方
々
が
特
別
展
示
を

は
じ
め
館
内
展
示
を
通
し
て
継
之
助

の
生
涯
に
触
れ
る
機
会
と
な
り
、
大

変
嬉
し
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
後
日
、
小
学
六
年
生
の
参

加
者
か
ら
「
僕
も
ま
だ
ま
だ
河
井
継

之
助
か
ら
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
分
か
り
ま
し
た
。
貴

重
な
体
験
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。

　

ご
支
援
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
古
田

島
泰
子
先
生
、
長
岡
市
茶
道
文
化
協

会
の
皆
様
、
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

特別展示の説明

家元からの来翰

河井継之助使用の茶器

か
た
ば
み
茶
会

③　会報　峠／特別展示「父・河井代右衛門の茶釜」



慈
眼
寺「
小
千
谷
談
判
：
控
の
間
」の
肖
像
画
は
松
蔵
さ
ん
？

　

小
千
谷
市
に
所
在
す
る
慈
眼
寺
は
、
真

言
宗
智
山
派
の
寺
院
で
、
創
建
は
白
雉
元

年（
六
五
〇
年
）又
は
貞
観
二
年（
八
六
〇

年
）
と
さ
れ
る
古
刹
で
す
。
ご
住
職
の
船

岡
芳
英
様
は
六
十
五
世
に
あ
た
り
ま
す
。

　

慈
眼
寺
は
、
私
た
ち
友
の
会
会
員
に

と
っ
て
馴
染
み
深
い
出
来
事
と
云
え
ば
、

北
越
戊
辰
戦
争
で
長
岡
藩
家
老
の
河
井
継

之
助
と
新
政
府
軍
軍
監
の
岩
村
精
一
郎
と

の
い
わ
ゆ
る「
小
千
谷
談
判
」の
場
に
な
っ

た
こ
と
で
す
。
交
渉
が
決
裂
し
た
後
、
長

岡
藩
は
凄
惨
極
ま
る
壮
絶
な
戦
い
に
足
を

踏
み
入
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
慈
眼
寺
は
、
中
越
地
震
で
は
大
き

な
被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、
多
く
の
支
援

者
の
助
け
を
得
て
修
復
さ
れ
ま
し
た
。「
談

判
の
間
」
に
は
、
河
井
継
之
助
と
岩
村
精

一
郎
の
肖
像
画
が
並
べ
て
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
多
く
の
「
継
之
助
フ
ァ
ン
」
が
見

学
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
談
判
の
間
」
の
下
座
に
「
控
の

間
」
が
あ
り
ま
す
。
談
判
中
に
長
岡
藩
軍

目
付
の
二
見
虎
三
郎
（
会
津
戦
争
で
負

傷
・
戦
死
し
た
）
が
控
え
て
い
た
と
さ
れ

る
場
所
で
す
。
こ
の
部
屋
の
入
口（
下
座
）

に
ひ
っ
そ
り
と
一
枚
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
、「
小
千
谷
談
判
」

の
行
く
末
を
優
し
い
眼
差
し
と
柔
和
な

表
情
で
見
守
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
ま
す
。

　

こ
の
肖
像
画
の
人
物
は
い
っ
た
い
誰
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　

先
般
、
長
岡
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
会
で
の
講
演
依
頼
の
た
め
、
担
当
者
が

慈
眼
寺
を
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
ご

住
職
か
ら
、「
こ
の
肖
像
画
は
慈
眼
寺
で

は
、
長
岡
藩
ゆ
か
り
の
人
だ
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
誰
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
わ
か
り
ま
し
た
ら
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
」
と
い
う
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。

　

私
は
、
担
当
者
か
ら
、
こ
の
話
を
聞
い

て
、
慈
眼
寺
と
長
岡
藩
と
を
繋
ぐ
人
物
の

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
位
置
な
ど
を
手
が
か
り
に
検
討
を
始

め
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
慈
眼
寺
と
長
岡
藩
に
繋
が
る
人

物
と
し
て
、
河
井
継
之
助
、
二
見
虎
三
郎
、

木
川
松
蔵
の
三
人
の
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
河
井
継
之
助
で
す
。
継
之
助

は
、
残
っ
て
い
る
写
真
と
比
べ
る
と
、
肖

像
画
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、

別
人
で
す
。

　

次
に
、
会
津
戦
争
で
負
傷
・
戦
死
し
た

と
さ
れ
る
二
見
虎
三
郎
は
、
遺
族
か
ら
提

供
さ
れ
た
と
い
う
写
真
が
現
存
し
て
お
り
、

こ
ち
ら
も
こ
の
肖
像
画
と
は
別
人
に
見
え

ま
す
。

　

最
後
に
、
木
川
松
蔵
で
す
。
彼
は
武
士

の
身
分
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
談
判
の

時
は
、
土
間
又
は
庭
先
で
控
え
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
以
降
は
出
身
の
村

へ
帰
ら
れ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
静
か
に
生
活

さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
が
、
こ
の
肖
像
画
の
位
置
で
す
。
控

の
間
」
の
入
口
と
い
う
こ
と
で
、
極
め
て

控
え
め
な
位
置
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
談
判
の
間
」
に
あ
る
肖
像
画
（
河
井
継

之
助
や
岩
村
精
一
郎
）
よ
り
は
身
分
の
低

い
人
物
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
私
は
こ
の
肖
像
画
の
人
物
は
、

「
木
川
松
蔵
」
で
は
な
い
か
と
直
感
し
ま

し
た
（
こ
の
時
は
心
が
震
え
る
思
い
で
し

た
）。

　

松
蔵
の
容
姿
に
つ
い
て
、
例
え
ば
佐
々

木
セ
ツ
『
河
井
継
之
助
の
妻
』（
新
人
物

往
来
社
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。「
松
蔵
は
身
の
丈
六
尺
近
く
あ

ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

�

山�

田�

　�

明控の間の肖像画

船岡住職に調査結果を説明する筆者 ▼

会報　峠／慈眼寺「小千谷談判：控の間」の肖像画は松蔵さん？　④



り
、
鼻
高
く
眉
秀
で
、
下
賎
の
家
の
生
ま

れ
だ
と
は
思
わ
れ
ぬ
な
か
な
か
の
好
男
子

で
あ
っ
た
」。
ま
さ
に
、
こ
の
肖
像
画
を

見
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ

ど
、
ぴ
っ
た
り
の
表
現
で
す
。
他
の
書
物

に
も
松
蔵
の
容
姿
は
、
ほ
ぼ
一
様
に
美
男

子
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
肖
像
画
の
掲
げ

ら
れ
て
い
る
場
所
、
多
く
の
歴
史
関
係
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
木
川
松
蔵
の
容
姿
な

ど
を
総
合
的
に
評
価
し
た
結
果
、
こ
の
肖

像
画
は
木
川
松
蔵
で
は
な
い
か
と
思
う
に

至
り
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
検
討
内
容
を
取

り
ま
と
め
て
、
慈
眼
寺
の
船
岡
住
職
様
を

訪
ね
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
後
、
更
に
新
た
な
知

見
が
得
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
追
加
記
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

河
井
継
之
助
研
究
の
草
分
け
と
も
い
え

る
今
泉
鐸
次
郎
『
河
井
継
之
助
傳
』（
昭

和
六
年
発
行
）
の
一
ペ
ー
ジ
目
の
「
自
叙
」

の
欄
に
、な
ん
と
「
木
川
三
九
郎
（
松
蔵
）」

の
名
前
が
あ
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
松
蔵

の
名
前
は
、「
木
川
三
九
郎
」
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
（
多
く
の
書

籍
で
は
、
ほ
ぼ
木
川
松
蔵
と
し
か
記
載
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
）。
慈
眼
寺
の
肖
像
画
に

関
す
る
記
録
の
中
に
「
木
川
三
九
郎
」
の

名
前
が
あ
れ
ば
、
こ
の
肖
像
画
が
松
蔵
で

あ
る
こ
と
の
重
要
な
根
拠
と
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

こ
の
肖
像
画
が
い
つ
・
誰
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
の
か
、
肖
像
画
を
作
成
さ
れ
た
方

の
想
い
、
こ
こ
に
肖
像
画
を
掲
げ
ら
れ
た

方
の
想
い
は
い
か
が
だ
っ
た
の
か
、
興
味

は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
び
、
こ
の
肖
像
画
の
謎
解
き
に

関
係
さ
せ
て
い
た
だ
き
私
自
身
心
よ
り
感

謝
し
て
い
ま
す
。
新
し
い
発
見
は
心
を
と

き
め
か
せ
ま
す
。

　

私
の
考
察
は
以
上
で
す
が
、
こ
れ
ら
の

こ
と
が
肖
像
画
の
謎
を
更
に
解
明
す
る
一

助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
慈
眼
寺
の
本
堂
及
び
「
談
判
の

間
」
の
見
学
は
、
事
前
予
約
が
必
要
で
す

（
拝
観
料
三
〇
〇
円
）。

慈眼寺山門の外観慈眼寺本堂の外観

ひっそりと掲げられている肖像画

肖像画の謎を解くポイント
となるサイン

参拝者に肖像画の解説をされる船岡住職

慈眼寺の控の間（奥が、談判の間）
この入口の柱の上に肖像画がある

⑤　会報　峠／慈眼寺「小千谷談判：控の間」の肖像画は松蔵さん？
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最
年
少
を
更
新

会
員
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

!!

館
長
が
行
く
只
見
町
墓
前
祭
・
本
光
寺
弔
霊
祭

　
　
　
　〜
会
津
の
義
を
子
ど
も
に
伝
え
る
〜

　

八
月
十
六
日
、
福
島
県
只
見
町
の
医
王

寺
に
お
い
て
河
井
継
之
助
の
墓
前
祭
が
行

わ
れ
た
。
私
は
初
め
て
参
列
し
た
。
追
悼

の
言
葉
の
あ
と
、
小
千
谷
慈
眼
寺
の
ご
住

職
様
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
、
参
列
者
が

焼
香
し
た
。
継
之
助
は
わ
ず
か
十
二
日
間

の
逗
留
で
あ
っ
た
が
、
只
見
の
皆
様
の
温

か
い
心
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
墓
の

脇
に
「
河
井
継
之
助
は
明
治
元
年
八
月

十
六
日
塩
沢
村
矢
沢
宗
益
宅
で
亡
く
な
っ

た
。
遺
体
は
荼
毘
に
附
さ
れ
若
松
城
外
建

福
寺
に
運
ば
れ
明
治
二
年
九
月
更
に
長
岡

城
下
栄
凉
寺
に
改
葬
さ
れ
た
。
残
っ
た
遺

骨
は
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
手
厚
く
こ
こ
に

葬
ら
れ
た
。
後
日
、『
幕
府
侍
医
松
本
良

順
長
岡
藩
医
阿
部
宗
達
の
両
名
に
よ
っ

て
』墓
石
が
築
か
れ
た
」と
案
内
が
あ
っ
た
。

　

私
が
、
は
じ
め
て
只
見
町
の
河
井
継
之

助
記
念
館
を
訪
れ
た
の
は
平
成
十
五
年
で

あ
る
。
阪
之
上
小
学
校
の
修
学
旅
行
の

コ
ー
ス
に
ど
う
し
て
も
河
井
継
之
助
記
念

館
を
入
れ
た
か
っ
た
。
開
通
を
待
っ
て
バ

ス
で
六
十
里
を
越
え
た
。
記
念
館
を
見
学

し
継
之
助
の
お
墓
参
り
を
し
た
後
、
昼
食

の
時
間
と
な
っ
た
。
用
意
さ
れ
た
テ
ン
ト

の
も
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
土
地
の
も
の

を
ふ
る
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
。
初
め
て
の

訪
問
で
緊
張
し
た
が
、
今
で
も
当
時
の
只

見
の
皆
様
の
温
か
い
お
も
て
な
し
の
心
が

よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
お
か
げ
さ
ま
で
河

井
継
之
助
記
念
館
、
医
王
寺
訪
問
は
今
日

も
続
い
て
い
る
。

　

九
月
九
日
は
飯
寺
本
光
寺
に
お
け
る
長

岡
藩
士
殉
節
弔
霊
祭
に
参
加
し
た
。
山
本

帯
刀
の
部
隊
は
會
津
で
転
戦
し
た
。

そ
し
て
飯
寺
で
奮
戦
む
な
し
く
敗

れ
、
多
く
は
戦
死
し
山
本
は
斬
首

と
な
る
。
と
き
に
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
九
月
九
日
慶
応
か

ら
明
治
と
改
元
さ
れ
た
そ
の
日
、

長
岡
藩
の
最
大
の
悲
劇
は
会
津
の

飯
寺
の
地
で
お
き
た
。
そ
の
節
を

曲
げ
る
こ
と
な
く
、
義
に
生
き
た

長
岡
藩
士
を
悼
ん
で
、
毎
年
、
飯

寺
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
弔
霊
祭
が

営
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ご
芳
情
に

深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

実
は
本
光
寺
は
長
岡
市
内
の
小

学
校
の
修
学
旅
行
の
コ
ー
ス
で
あ

る
。
私
も
引
率
で
何
度
か
訪
れ
た

が
、
弔
霊
祭
は
初
め
て
参
加
し
た
。

祭
文
に
続
き
ご
住
職
の
読
経
、
追

悼
の
こ
と
ば
、
電
文
披
露
、
献
花
、
焼
香
、

奉
納
吟
詠
と
続
く
。
最
後
に
阪
之
上
小
学

校
の
児
童
が
書
い
た
御
礼
の
手
紙
が
紹
介

さ
れ
た
。
事
前
学
習
と
現
地
訪
問
か
ら
会

津
の
皆
様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
平
和
へ

の
願
い
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
長
岡

藩
士
四
十
四
名
の
眠
る
墓
を
お
参
り
し
た
。

　

当
館
に
は
市
内
外
の
小
・
中
・
特
別
支

援
学
校
の
児
童
・
生
徒
が
総
合
的
な
学
習

の
時
間
及
び
夏
休
み
の
自
由
研
究
で
来
館

し
て
い
る
。
ま
た
、
先
生
方
や
ガ
イ
ド
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
研
修
も
行
っ
て
い
る
。
長

岡
の
次
代
を
に
な
う
子
ど
も
達
に
河
井
継

之
助
の
生
き
方
を
通
し
て
、
一
五
六
年
と

い
う
長
い
時
を
経
て
も
墓
前
祭
や
弔
霊
祭

が
続
い
て
い
る
歴
史
的
背
景
と
、
長
岡
に

対
す
る
只
見
、
会
津
の
皆
様
の
義
を
伝
え

る
学
び
の
場
と
し
て
の
役
割
を
充
実
発
展

し
て
い
き
た
い
。

�

（
中
田
）河井継之助記念館の見学のようす

只見町墓前祭長岡藩士殉節弔霊祭

会報　峠／館長が行く　⑥



●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
㉙

●
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
㉙

最
年
少
を
更
新

会
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イ
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ビ
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ー

!!
中
田
仁
司
館
長
（
以
下
、
館
長
）
／
初
め
て

記
念
館
に
来
た
き
っ
か
け
は
。

三
条
正
樹
さ
ん
（
以
下
、
正
樹
）
／
八
歳
の

時
で
す
。
正
登
は
保
育
園
の
年
中
さ
ん
で

し
た
。
そ
の
時
、
先
人
カ
ー
ド
を
集
め
て

い
た
の
で
、
中
田
館
長
に
見
て
も
ら
い
た

く
て
。

館
長
／
秋
に
開
催
さ
れ
る
「
米
百
俵
ま
つ

り
」
の
企
画
で
、
長
岡
の
先
人
が
描
か
れ

た
二
十
四
枚
の
カ
ー
ド
を
集
め
る
た
め
大

手
通
り
周
辺
商
店
街
の
店
舗
を
一
つ
一
つ

巡
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

正
樹
／
河
井
継
之
助
と
小
林
虎
三
郎
の

カ
ー
ド
は
レ
ア
で
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
け
ど
、
全
部
集
め
る
こ
と
が
で

き
て
、
特
別
な
カ
ー
ド
も
も
ら
い
ま
し
た
。

館
長
／
継

之
助
の
ど

ん
な
と
こ

ろ
に
惹
か

れ
ま
し
た

か
。

正
樹
／
外

国
の
文
化

や
技
術
を

取
り
入
れ
て
、
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
で

す
。
戊
辰
戦
争
の
時
に
ガ
ト
リ
ン
グ
砲
と

い
う
最
新
の
武
器
を
外
国
か
ら
買
い
付
け

た
と
こ
ろ
も
か
っ
こ
い
い
と
思
い
ま
し
た
。

三
条
正
登
さ
ん
（
以
下
、
正
登
）
／
お
侍
さ

ん
な
の
に
ブ
ー
ツ
を
履
い
て
い
た
り
、
望

遠
鏡
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。

館
長
／
な
ぜ
友
の
会
に
入
っ
て
く
れ
た
の

で
す
か
。

正
登
／
「
越
後
長
岡
か
る
た
」
を
保
育
園

の
先
生
が
読
ん
で
く
れ
て
、
継
之
助
に
も

興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

正
樹
／
一
五
八
、〇
〇
〇
人
の
来
館
者
記

念
で
も
ら
っ
た
会
報
「
峠
」
を
フ
ァ
イ
ル

に
ま
と
め
て
読
ん
で
い
ま
す
。
友
の
会
の

会
員
に
な
る
と
、
峠
の
最
新
号
が
読
め
る

の
で
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。ま
た
、通
っ

て
い
る
小
学
校
や
自
宅
の
お
寺
と
河
井
継

之
助
と
の
関
係
を
も
っ
と
知
り
た
い
で
す
。

�

（
荒
木
）

　
友
の
会
会
員
は
現
在
五
七
〇
人
。

昨
年
十
月
に
当
時
小
学
一
年
生
と
小

学
四
年
生
の
兄
弟
が
入
会
し
て
く
れ

た
。
会
員
の
中
で
は
断
ト
ツ
の
最
年

少
！
な
ぜ
入
会
し
て
く
れ
た
の
か
、

河
井
の
魅
力
を
伺
っ
た
。

●
歴
史
を
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は

　
小
学
五
年
生
の
と
き
に
ギ
リ
シ
ャ
銀
行

が
破
綻
し
て
、
世
界
銀
行
が
お
金
を
貸
し

付
け
て
再
生
し
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
の
後
銀
行
が
経
済
を
再
生
す
る
役
割
に

つ
い
て
先
生
と
話
す
機
会
が
あ
り
、
日
本

で
も
江
戸
時
代
は
藩
が
国
と
し
て
の
は
た

ら
き
を
し
て
い
た
が
経
済
が
成
り
立
た
ず

そ
の
後
銀
行
に
よ
り
再
生
し
て
い
っ
た
と

聞
き
、
歴
史
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

●
河
井
継
之
助
の
印
象
は

　
　
　
　
　
い
か
が
で
し
た
か

　
い
ま
、
山
本
五
十
六
記
念
館
に
寄
っ
た

帰
り
な
の
で
す
が
、
河
井
さ
ん
が
し
っ
か

り
自
分
の
考
え
を
持
っ
て
意
見
を
言
っ
て

い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
本
を
自
分
で
書
き
写

し
考
え
の
根
拠
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど

山
本
五
十
六
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
驚

き
ま
し
た
。

　
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
に
活
か
し
て
い
き
た

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
青
野
さ
ん
、
是
非

長
岡
の
銀
行
に
つ
い
て
も
調
べ
に
い
ら
し
て

下
さ
い
。

群
馬
県
よ
り
お
越
し
の
青
野
聖
大
さ
ん

令和５年３月29日

中田館長は正樹さんが通う小学校の校長先生
だった

会報「峠」や先人カード、イラストもファイリング

右）三条 正樹さん（10歳）
　   今、バスケットボールに熱中
左）三条 正登さん（７歳）
　   クワガタ採集と読書が好き

正樹さんが
描いた
河井継之助

⑦　会報　峠／最年少を更新 !!　会員インタビュー



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5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
https://tomonokai.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

▼
友
の
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。
記
念
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
友
の
会
」の
バ
ナ
ー

か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
今
年
、
通
常
開
催
さ
れ
た
長
岡
大
花
火
大
会
で
は
、

八
月
二
日
・
三
日
の
両
日
、
大
勢
の
お
客
様
に
来
館
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
、

中
田
館
長
が
フ
ル
回
転
で
解
説
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

▼
河
井
継
之
助
終
焉
の
地
只
見
町
に
て
、
命
日
八
月

十
六
日
に
墓
前
祭
が
し
め
や
か
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

友
の
会
会
長
は
じ
め
十
三
名
で
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

▼
来
館
さ
れ
た
お
客
様
で
ア
ン

ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
い
た

方
に
、
職
員
手
作
り
の
栞
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

　

四
月
十
五
日
、
令
和
五
年
度
友
の
会

総
会
・
講
演
会
が
長
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ

ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
に
は
市
内

外
か
ら
一
〇
〇
人
を
超
え
る
会
員
の
出

席
が
あ
り
盛
況
に
終
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

講
演
は
、
講
師
に
友
の
会
の
会
員
で

も
あ
る
大
竹
晴
義
氏
を
お
迎
え
し
ま
し

た
。
大
竹
さ
ん
は
、
八
十
里
越
の
越
後

側
の
三
条
市
下
田
地
区
で
、
地
域
の
活

性
化
を
図
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
し
た
だ
の

里
」
を
立
ち
上
げ
、
八
十
里
越
を
整
備

す
る
「
八
十
里
倶
楽
部
」
を
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

演
題
は「
八
十
里
越
を
歩
く　

過
去
・

現
在
・
そ
し
て
未
来
を
」
で
す
。

　

八
十
里
越
は
、
越
後
と
会
津
を
結
ぶ

古
く
か
ら
あ
る
街
道
で
、
八
里
で
あ
り

な
が
ら
、
険
し
さ
ゆ
え
に
一
里
が
十
里

に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
か
ら
、
八
十
里
越

と
名
付
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

継
之
助
が
通
っ
た
道
の
ほ
か
に
も
、

継
之
助
以
前
の
道
、
そ
の
後
明
治
時
代

の
道
を
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
い
、
わ
か
り

や
す
く
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

八
十
里
越
は
、
交
通
手
段
が
大
正
時

代
に
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
使

わ
れ
な
く
な
り
、
荒
廃
し
て
き
ま
し
た
。

大
竹
さ
ん
は
そ
の
八
十
里
越
を
整
備
す

る
組
織
を
立
ち
上
げ
、
調
査
・
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
。
近
い
将
来
、
国
道

二
八
九
号
線
が
開
通
す
る
と
、
八
十
里

越
も
身
近
に
な
る
そ
う
で
す
。

　

大
竹
さ
ん
、
楽
し
い
講
演
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
今
井
）

新入会員�ご紹介
（令和5年4月1日から8月15日まで）

棚 橋 智 仁 新潟県長岡市

永 吉 仁 志 新潟県長岡市

鈴 木 厚 子 神奈川県相模原市

本 間 陽 士 新潟県新潟市

酒 井 澄 江 大阪府高槻市

星 野 芳 昭 東京都港区

大�宮�みゆき 福島県南会津郡

鈴 木 孝 至 東京都世田谷区

牧�　 里 美 大阪府東大阪市

五十嵐� 正行 東京都台東区
以上10名（敬称略）

●
巻
頭
執
筆
や
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
山
田

さ
ん
の
発
見
な
ど
、
今
号
も
皆
さ
ま
の
ご
協

力
の
お
か
げ
で
無
事
入
稿
で
き
そ
う
で
す
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
小
学
五
年

生
の
新
入
会
員
さ
ん
に
「
会
報
が
も
っ
と
面

白
く
な
る
に
は
」
と
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
マ

ン
ガ
を
入
れ
て
読
み
や
す
く
し
た
方
が
い

い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
、
編
集
委
員
会
で
検
討
し
ま
す
。
会
報

「
峠
」
の
発
行
目
的
は
、
①
会
員
同
士
の
交

流
の
場
、
②
継
之
助
を
深
く
知
り
、
フ
ァ
ン

を
増
や
す
こ
と
。
読
者
の
皆
さ
ま
、
感
想
・

ア
イ
デ
ア
を
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

�

（
荒
木
）

● 

記
念
館
近
況
報
告

総
会
・
講
演
会
報
告

令和5年1 1月発行／会報　峠　⑧


