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本図は上杉謙信と武田信玄が戦った川中島合戦を錦絵に描いたものである。「川中島の戦い」を描いているが、幕末
の争乱「禁門の変」「長州征伐」の戦いを川中島合戦になぞらえて描かれた錦絵である。いずれも歴史物を得意とした
一魁斎芳年の教養の高さがうかがえる。両図にわたって、火箭（かせん）が貫いているのが斬新な構図である。
芳年は天保10年に吉岡金三郎の二男として生まれた。みずから月岡を画姓とした。十二歳のときに歌川国芳の門には
いり、芳年と号した。歴史上の人物を描くことを得意としたが、一方美人画にも役者絵にも腕をふるった。

作
家
司
馬

太
郎
さ
ん
（
そ
う
呼
ば
せ
て
も
ら
い
ま
す
）
は

い
ま
か
ら
四
十
九
年
前
に

私
た
ち
長
岡
に
大
き
な
遺
産
を
贈
っ
て
く
れ
た
。

幕
末
長
岡
藩
の
改
革
者
・
河
井
継
之
助
を

主
人
公
に
し
た
作
品
『
峠
』
で
あ
る
。

以
来
、
市
民
に
は
河
井
継
之
助
を
見
つ
め
直
そ
う
と
い
う
動
き
も
で
て

市
制
百
年
を
記
念
し
て

十
年
前
に
河
井
継
之
助
記
念
館
が
で
き
た
。

私
は
、
そ
の
と
き
担
当
部
長
で

東
大
阪
市
の
司
馬

太
郎
記
念
館
に

司
馬

太
郎
さ
ん
の
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
を
依
頼
に
行
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
知
っ
た
事
実
は

司
馬
さ
ん
の
思
い
と
は
違
っ
た
、
ほ
か
の
驚
愕
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

以
来
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が

開
府
四
百
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
機
会
に

皆
様
に
知
ら
せ
た
い
と
思
う
。

（左）武田勇将血戦図（慶応三年）　(右)川中島大合戦之図（慶応二年）
一魁斎芳年（いっかいさいよしとし）画　錦絵

大阪市生まれ。
大阪外国語学校蒙古（もうこ）語部（のち大阪外大、現大阪
大学外国語学部）卒。昭和２３年（１９４８）、産業経済新聞
社入社。（３６年退社）３５年の『梟（ふくろう）の城』で第４２
回直木賞を受賞。小説作品には、『竜馬がゆく』『燃えよ剣』
『国盗(くにと）り物語』『峠』『坂の上の雲』『空海（くうかい）の
風景』『翔(と)ぶが如く』『菜の花の沖』『韃靼疾風録（だったん
しっぷうろく）』など多数。『街道をゆく』『風塵抄（ふうじんしょ
う）』『この国のかたち』などの紀行、エッセイも多い。平成５年
（１９９３）、文化勲章。
命日の２月１２日は「菜の花忌」とよばれる。

司馬 太郎（1923～1996）

発刊趣旨
英語のROOTS（ルーツ）は、樹木の根や物事の始まりを意味します。
また、先人や祖先の意味も併せ持ちます。「越後長岡ROOTS400」は、

　
司
馬

太
郎
さ
ん
は「
峠
」を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、た
び
た
び

長
岡
を
お
と
ず
れ
て
い
る
。

　
昭
和
四
十
七
年
九
月
の
エ
ッ
セ
イ『
司
馬

太
郎
が
考
え
た
こ
と
』

の
な
か
の『
峠
』の
あ
れ
こ
れ
で「
長
岡
藩
の
武
家
言
葉
を
な
る
べ
く

採
集
し
て
廻
っ
た
ん
で
す
よ
」と
述
懐
し
て
い
る
。

　「
そ
う
こ
う
し
て
、長
岡
に
何
度
か
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、た
ま
た
ま

モ
ス
リ
ン
問
屋
の
ご
隠
居
の
お
婆
さ
ん
に
会
い
ま
し
て
ね
」そ
こ
で
、

従
僕
松
蔵
の
話
か
ら
、河
井
継
之
助
の
最
期
を
聴
い
て
感
動
し
て
い
る
。

　「
そ
こ
か
ら
、松
蔵
さ
ん
を
通
し
て
、河
井
継
之
助
の
姿
が
だ
ん
だ

ん
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
」

写真提供・司馬 太郎記念財団

つ

ぎ

の

す

け
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『
峠
』の
こ
と

『
峠
』の
主
人
公
は

藩
政
改
革
者 

河
井
継
之
助

　

司
馬
さ
ん
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
八
月

六
日
午
後
五
時
三
十
分
着
の
急
行
で
、
長
岡
を
お

と
ず
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
台
風
十
五
号
の
影
響
に

よ
る
フ
ェ
ー
ン
現
象
で
、
蒸
し
あ
つ
か
っ
た
。

　

出
迎
え
た
長
岡
の
郷
土
史
家
の
今
泉
省
三
さ
ん

と
、
新
潟
日
報
社
長
岡
支
局
の
記
者
。
同
行
者
は

雑
誌
社
編
集
部
員
が
五
名
ほ
ど
付
添
っ
て
い
た
。

　

当
時
、
司
馬

太
郎
さ
ん
は
直
木
賞
作
家
（
昭

和
三
十
五
年
）
と
し
て
作
家
人
気
は
鰻
の
ぼ
り
で
、

昭
和
三
十
九
年
に
河
井
継
之
助
を
主
人
公
に
し
た

『
英
雄
児
』
の
短
編
小
説
を
発
表
し
た
ば
か
り
の
頃

で
も
あ
っ
た
。

　

夕
食
を
兼
ね
た
打
ち
合
せ
で
「
継
之
助
の
人
物

に
興
味
を
引
き
、
な
ん
と
か
し
て
、
あ
る
程
度
の
も

の
を
ま
と
め
あ
げ
た
い
と
い
い
、
継
之
助
の
偉
さ
を

褒
め
た
」
と
あ
る
。
新
聞
長
編
小
説
『
峠
』
の
萠

芽
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
は
ほ
ぼ
調

査
を
し
終
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

翌
八
月
七
日
は
司
馬
さ
ん
の
誕
生
日
だ
っ
た
。
記

念
日
に
こ
だ
わ
ら
な
い
司
馬
さ
ん
の
性
格
だ
が
、
四

十
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
河
井
継

之
助
が
没
し
た
年
齢
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
構
想

を
練
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
英
雄
児
』
を
執
筆
し
て
以
来
、
長
岡
藩
の
家

老
河
井
継
之
助
を
奇
妙
な
男
だ
と
常
々
思
っ
て
い
た

ら
し
い
。
翌
日
は
小
千
谷
市
の
慈
眼
寺
や
、
榎
峠

を
見
学
し
て
帰
っ
て
い
る
。

　

越
後
長
岡
藩
士
河
井
継
之
助
の
生
涯
を
た
ど
っ

た
傑
作
。
雪
深
い
越
後
か
ら
江
戸
へ
。
そ
し
て
西
国

遊
歴
の
旅
に
で
て
、
も
の
ご
と
の
原
理
を
探
り
独
特

の
世
界
観
を
持
つ
に
い
た
る
物
語
。
継
之
助
は
幕
末

の
風
雲
の
な
か
で
、
越
後
の
小
藩
の
独
立
と
富
国
強

兵
を
め
ざ
す
が
、
そ
の
中
立
構
想
が
運
命
の
い
た
ず

ら
で
北
越
戊
辰
戦
争
と
な
っ
て
し
ま
う
。
武
士
と
は

何
か
。
陽
明
学
と
は
何
か
を
実
践
躬
行
し
た
壮
漢
。

果
た
し
て
、
そ
の
人
生
は
今
日
的
課
題
で
あ
る
地

方
創
生
を
改
革
で
実
現
さ
せ
た
が
、
と
い
う
悲
劇
で

終
わ
る
が
、
後
世
に
そ
の
思
考
や
精
神
性
が
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
司
馬
作
品
の
な
か
で
「
日
本

人
と
は
何
か
」
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
作
品
の
ひ
と
つ
。

　

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
十
一
月
か
ら
四
十

三
年
五
月
ま
で
、
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
新

潮
社
刊
の
新
潮
文
庫
に
同
名
の
新
装
版
（
上
・
中
・

下
巻
）
な
ど
が
あ
る
。

　

嘆
願
書 つ

ぎ

の

す

け

ほ

し
ょ
う
ぞ
う

じ
っ
せ
ん
き
ゅ
う
こ
う
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『
峠
』
に
は
、
司
馬
さ
ん
の
新
見
解
と
も
い

う
べ
き
テ
ー
マ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず

主
人
公
の
長
岡
藩
の
家
老
河
井
継
之
助
の
中
立

主
義
で
あ
る
。
次
は
陽
明
学
が
か
も
す
全
編
に

漂
う
人
間
臭
さ
が
河
井
継
之
助
像
を
魅
力
的
に

描
き
出
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
長
岡
藩
の
武
士
と
は
何
者

長岡藩は年1回、本丸御殿において、長岡武士の行うべき法制倫理を拝聴し、神酒をとりかわした。
正月15日御法制拝聴之図（『長岡懐旧雑誌』）

のちに戦争の際、河井継之助が負傷した三国街道上の要衝
新町杭違之図（『長岡懐旧雑誌』）

幕
末
の
内
乱（
一
八
六
八
）

「
戊
辰
戦
争
」で
の
中
立
の
構
想

か
だ
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
の
ち
に
司
馬
史
観
と

な
り
、日
本
人
と
は
何
か
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
中
立
主
義
だ
が
、
長
岡
藩
を
ス
イ
ス
の

よ
う
な
独
立
中
立
国
に
し
よ
う
と
す
る
河
井
継

之
助
の
構
想
。

　

斬
新
な
世
界
史
観
だ
。

　
『
峠
』
に
今
町
の
戦
い
の
あ
と
、
刈
谷
田
川

の
橋
の
た
も
と
で
老
人
が
孫
の
遺
体
を
洗
う

シ
ー
ン
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
流
れ
弾
で
、
孫
は

死
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
戦

場
で
鉛
玉
を
拾
い
、
そ
れ
を
東
西
両
軍
の
陣
地

に
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
際
の
犠

牲
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
お
れ
が
家
老
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
い
う

つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
」
と
継
之
助
は
頭
を
下

げ
た
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
継
之
助
の
本
音
は

非
戦
を
説
い
て
い
た
と
い
う
司
馬
さ
ん
の
主
張

に
符
合
す
る
。

　

そ
こ
に
司
馬
さ
ん
の
河
井
継
之
助
の
独
立
中

立
論
の
原
点
が
あ
る
。

　
「
風
雲
の
な
か
に
独
立
す
べ
し
」

　

司
馬
さ
ん
は
執
筆
中
に
、
河
井
継
之
助
の
生

き
方
を
探
る
う
ち
に
、
そ
う
思
っ
た
に
違
い
な

い
。
幕
末
の
諸
藩
の
指
導
者
た
ち
が
、
日
和
見

主
義
と
な
り
、
動
乱
の
嵐
の
な
か
で
な
び
い
て

　
『
峠
』
の
な
か
で
、
司
馬
さ
ん
が
談
判
の
会
場

に
な
っ
た
小
千
谷
市
の
真
言
宗
寺
院
、
船
岡
山

慈
眼
寺
を
た
ず
ね
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）の
夏
だ
と
明
記
し
、

慈
眼
寺
ま
で
の
道
筋
を
聴
く
た
め
に
た
ま
た
ま

居
合
わ
せ
た
老
人
に
道
を
た
ず
ね
て
い
る
。

　
「
慈
眼
寺
は
ど
こ
で
す
か
、
と
き
く
と
、
だ

ま
っ
て
う
な
ず
い
て
つ
い
て
き
て
く
れ
た
。

　

長
岡
か
ら
継
之
助
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
の

も
、
こ
う
い
う
暑
い
日
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
老

人
は
突
如
い
っ
た
。

　

西
軍
は
ね
。

　

長
岡
の
継
之
助
の
い
う
こ
と
を
あ
た
ま
か
ら

き
か
な
か
っ
た
」「
長
岡
の
継
之
助
は
ね
」「
悲

し
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
司
馬
さ
ん
は
『
峠
』
に

書
い
て
い
る
。

　

そ
の
小
千
谷
談
判
は
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
）
五
月
二
日
の
午
後
の
二
時
頃
、
慈
眼
寺

　
『
峠
』
の
な
か
で
司
馬
さ
ん
は
、
小
千
谷
談

判
を
「
峠
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。「
継
之
助
の
外

交
を
一
個
の
峠
と
す
れ
ば
、
談
判
と
い
う
の
は

峠
の
頂
上
で
あ
ろ
う
。
頂
上
へ
の
登
り
ぐ
あ
い

は
、
継
之
助
が
構
想
し
ぬ
い
た
と
お
り
の
形
態

で
す
す
ん
で
い
る
。
前
後
を
銃
剣
の
林
に
か
こ

ま
れ
て
ゆ
く
、
こ
の
き
わ
ど
さ
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
」
と
、
さ
な
が
ら
峠
の
道
を
歩
い
て
い
る

よ
う
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

 　
「
白
刃
の
上
を
素
足
で
わ
た
る
よ
う
な
き
わ

ど
さ
だ
が
、
こ
の
ぶ
ん
で
は
あ
る
い
は
渡
り

き
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
継
之
助
の

思
惑
は
「
日
本
の
内
乱
に
対
し
、
そ
れ
を
終
熄

さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
」
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
を
持
つ
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

運
命
の
小
千
谷
談
判

歴
史
の
矛
盾
に
向
き
合
う

史
論
に
根
拠

大
勢
に
な
び
か
ぬ
独
立

語
り
継
ぐ
先
人
の
想
念

い
る
史
実
を
み
て
、
北
越
の
小
藩
の
長
岡
藩
だ

け
が
独
立
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

継
之
助
が
筆
頭
家
老
稲
垣
平
助
に

　
「
い
ず
れ
が
勝
つ
、
い
ず
れ
が
負
け
る
と
い

う
こ
と
よ
り
、
べ
つ
の
原
則
を
今
夜
は
た
て
ね

ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
い
か
に
世
が
み
だ
れ
、
藩
が

悲
境
に
立
と
う
と
も
、
ゆ
ら
が
ざ
る
原
則
と
い

う
も
の
を
う
ち
た
て
、
そ
れ
に
添
っ
て
全
藩
が

動
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
封
建
の
世
の
道
義

が
培
っ
て
き
た
、
武
士
の
正
義
を
説
い
た
。

　

河
井
継
之
助
が
戦
国
武
将
の
上
杉
謙
信
を
尊

敬
し
て
い
た
こ
と
に
例
を
と
り
、
大
坂
夏
の
陣

で
「
開
戦
直
前
、
主
将
上
杉
景
勝
は
全
員
を
草

の
上
に
折
り
敷
か
せ
、
敵
城
に
目
を
こ
ら
さ
せ

で
行
わ
れ
た
。

　

対
す
る
は
西
軍
軍
監
岩
村
精
一
郎
（
土
佐
藩

士
）
そ
れ
に
薩
摩
藩
の
淵
辺
直
右
衛
門
に
長
州

の
杉
山
荘
一
郎
と
白
井
小
助
だ
。

　

河
井
継
之
助
に
つ
き
添
っ
て
き
た
長
岡
藩
士

の
二
見
虎
三
郎
は
次
室
に
控
え
て
い
た
と
い

う
。
結
局
、
話
し
合
い
に
は
な
ら
ず
、
は
な
か

ら
岩
村
ら
は
河
井
継
之
助
の
言
い
分
を
聞
こ
う

と
し
な
か
っ
た
。

　
「
会
津
征
伐
に
長
岡

藩
が
赴
か
な
い
な
ら
、

い
ま
こ
こ
か
ら
戦
場

だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

嘆
願
書
を
提
出
し
、
総

督
府
に
取
り
次
い
で
欲

し
い
と
言
っ
て
も
聞
く

よ
う
な
相
手
で
は
な

か
っ
た
。

　

河
井
継
之
助
の
中
立

主
義
は
無
と
な
っ
た
。

　
「
継
之
助
は
お
も
う
。

い
ま
、
こ
の
大
変
動
期

に
あ
た
り
、
人
間
な
る

者
が
こ
と
ご
と
く
薩
長

の
勝
利
者
に
お
も
ね
り
、

打
算
に
走
り
、あ
ら
そ
っ

て
新
時
代
の
側
に
つ
き
、

旧
恩
を
わ
す
れ
、
男
子

の
道
を
わ
す
れ
、
言
う

べ
き
こ
と
を
言
わ
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
後
世

は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
」

　

そ
う
考
え
た
継
之
助
は
翌
日
、
長
岡
藩
領
前

島
村
で
、
開
戦
を
決
意
し
た
。

　

後
世
、
長
岡
市
民
は
「
長
岡
城
の
歌
」
を
愛

唱
し
た
。

　

そ
の
歌
詞
に
「
西
軍
、
き
か
ず
我
が
願
い
。

無
念
や
る
な
し
継
之
助
」
と
あ
る
。

　

司
馬
さ
ん
は
河
井
継
之
助
の
「
越
後
長
岡
藩

が
ス
イ
ス
の
よ
う
な
中
立
主
義
を
と
ろ
う
と
し

た
」
と
『
峠
』
で
述
べ
て
い
る
。
戊
辰
戦
争
が

始
ま
っ
て
い
る
さ
な
か
に
中
立
な
ど
許
さ
れ
る

も
の
か
と
河
井
継
之
助
の
地
元
長
岡
で
も
渦
巻

い
た
も
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
立
主
義
に
は
司
馬
さ
ん

が
、
ヒ
ン
ト
に
し
た
図
書
が
あ
っ
た
。
長
岡
の

郷
土
史
家
今
泉
省
三
の
著
書
『
三
島
億
二
郎
傳
』

で
あ
る
。

　
「
吾
々
長
岡
藩
は
、
擾
々
の
間
に
独
立
し
て
、

忠
義
を
全
う
し
、
民
を
治
め
、
天
日
光
明
の
時

を
待
た
ん
と
期
せ
し
」
と
河
井
継
之
助
の
言
葉

を
載
せ
て
い
る
。
と
き
は
小
千
谷
談
判
の
翌
日
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
五
月
三
日
の
午
後
。

場
所
は
信
濃
川
河
畔
の
長
岡
藩
領
前
島
村
で
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

川
は
折
り
か
ら
の
洪
水
で
怒
涛
の
よ
う
に
流

れ
狂
い
、
そ
の
渦
中
を
侵
し
て
河
舟
で
渡
っ
て

き
た
河
井
継
之
助
が
、
親
友
川
島
億
次
郎
（
の

ち
の
三
島
億
二
郎
）
に
語
っ
た
言
葉
を
、
郷
土

史
家
の
今
泉
省
三
さ
ん
は
、
再
現
し
て
い
た
の

だ
。
今
泉
さ
ん
は
、
司
馬
さ
ん
を
長
岡
で
案
内

し
た
唯
一
の
歴
史
家
で
あ
る
。
そ
の
著
書
を
、

司
馬
さ
ん
は
参
考
に
し
て
い
た
の
だ
。

　

ま
た
、『
河
井
継
之
助
傳
』
か
ら
は
会
津
藩

士
秋
月
悌
次
郎
が
の
ち
に
証
言
し
た
江
戸
の

大
槌
屋
で
の
河
井
継
之
助
の
発
言
を
、『
峠
』

で
紹
介
し
て
い
る
。「
シ
カ
ラ
バ
則
チ
ワ
ガ
藩

独
リ
封
疆
ヲ
守
ル
ノ
ミ
」
と
原
文
を
使
い
、

発
表
し
た
と
こ
ろ
が
、
斬
新
だ
っ
た
。

　

こ
の
見
解
に
、
長
岡
で
は
ビ
ッ
ク
リ
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

司
馬
さ
ん
の
史
論
に
は
、
必
ず
根
拠
が
あ

る
一
例
で
あ
る
。

　
「
継
之
助
は
あ
く
ま
で
も
中
立
が
存
在
し
う

る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
中
立
を
ま
も
る
た

め
に
新
鋭
武
器
を
買
い
入
れ
、
藩
軍
を
洋
式

化
し
」「
日
本
国
で
た
だ
一
つ
の
例
外
を
、
継

之
助
は
そ
の
全
能
力
を
か
た
む
け
て
、
つ
く

り
あ
げ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
」

　

一
つ
の
外
交
上
の
威
力
が
中
立
主
義
を
樹

立
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
作
家
司
馬
さ
ん
が
河
井
継
之
助
の
立
場
に

な
っ
て
導
き
出
し
た
中
立
主
義
の
真
義
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
戦
さ
は
し
て
は
な
ら
ん
で
や
」
と
日
頃
か

ら
戦
争
回
避
を
模
索
し
て
い
た
長
岡
藩
家
老

上
席
の
河
井
継
之
助
が
、
小
千
谷
談
判
を
経

て
開
戦
に
踏
み
切
る
に
は
、
い
か
な
る
苦
悩

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
峠
』の
面
白
さ
は 

き
わ
ど
い
中
立
論
に
あ
るて

い
る
。
こ
れ
が
謙
信
以
来
の
上
杉
の
軍
法

で
あ
っ
た
」「
不
動
と
沈
黙
の
な
か
に
凄
気
を

た
く
わ
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
」

　

他
将
の
応
援
依
頼
な
ど
を
無
視
し
、
直
前

の
敵
を
凝
視
す
る
謙
信
公
以
来
の
越
後
の
兵

が
、
幕
末
風
雲
時
の
長
岡
藩
兵
で
あ
っ
た
。

　

継
之
助
は
よ
く
、
独
立
特
行
を
説
い
た
と

い
う
が
、
司
馬
さ
ん
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
天

下
に
何
が
正
義
で
あ
る
か
知
ら
し
め
」「
天
下

の
耳
目
を
ひ
き
つ
け
、
人
心
を
吸
収
し
」「
こ

ん
に
ち
の
混
乱
を
正
道
に
も
ど
す
」
と
意
義

づ
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
独
立
の
気
象
は
緊
張
か
ら
う
ま
れ
る
も
の

だ
」
と
し
「
こ
の
男
の
勇
気
は
尋
常
で
な
い
」

と
讃
え
た
人
間
の
歴
史
の
筋
目
を
教
え
て
く

れ
た
作
家
だ
。

す
が
た

ひ
よ
り
み

つ
ぎ
の
す
け

ふ
ご
う

じ
ょ
う
じ
ょ
う

ふ
た
み

ほ
う
き
ゃ
う

お
お
つ
ち
や

す
な
は

つ
ぎ
の
す
け

し
ゅ
う
そ
く

か
り
や
た

た
て
ま
え

せ
い
き

す
じ
め

じ
げ
ん
じ

か
げ
か
つ

7　『峠』の面白さはきわどい中立論にある 『峠』の面白さはきわどい中立論にある　6



『長岡懐旧雑誌』の「北越戊辰戦争図」

河井継之助（1827～1868）

水島爾保布画『昔の長岡十二か月』「悠久山の花見」

『長岡懐旧雑誌』から「藩主家族の住まい」
（長岡城内殿町の図）

　

方
言
が
で
て
く
る
。

　

代
表
的
な
例
で
は
「
お
み
し
ゃ
ん
」（
お
ま

え
さ
ん
）で
あ
る
。
越
後
長
岡
藩
士
の
多
く
は
、

三
河
国
牛
久
保
（
愛
知
県
豊
川
市
牛
久
保
）
の

出
身
だ
。そ
の
領
袖
と
も
い
う
べ
き
牧
野
氏
は
、

家
臣
と
と
も
に
徳
川
家
康
の
関
東
移
封
に
伴

い
、上
州
大
胡（
群
馬
県
前
橋
市
大
胡
）に
移
り
、

江
戸
初
期
に
越
後
長
峰
を
経
て
、
元
和
四
年

（
一
六
一
八
）
に
越
後
長
岡
城
に
入
っ
た
。

　

以
来
、
越
後
に
あ
っ
て
も
、
か
た
く
な
に

三
河
時
代
の
風
儀
を
守
っ
た
。
気
風
は
「
常

在
戦
場
」
で
あ
り
、
行
儀
は
「
侍
の
一
分
を

立
て
よ
」
で
あ
っ
た
。

　

主
君
を
領
民
は
殿
様
と
呼
ぶ
が
、
家
中
で

は
「
殿
サ
ン
」
で
あ
る
。

　
「
お
ま
え
さ
ん
」
を
越
後
で
は
「
お
め
さ
ん
」

だ
が
、
長
岡
藩
中
で
は
「
お
み
し
ゃ
ん
」
だ
。

継
之
助
は
相
手
を
呼
ぶ
と
き
は
誰
か
れ
な
く

「
お
み
し
ゃ
ん
」
を
使
っ
て
い
る
。

　
『
峠
』
で
は
司
馬
さ
ん
は
、「
そ
う
し
て
く

だ
さ
い
」
を
越
後
か
ら
江
戸
へ
で
て
き
た
風

呂
焚
き
が
「
そ
う
し
て
く
ら
っ
し
ゃ
え
」
と

言
っ
た
と
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
武
士
は
三
河
言
葉
で
「
そ
う

し
て
く
り
ゃ
え
」
と
言
っ
た
と
司
馬
さ
ん
は

紹
介
し
て
い
る
。

　

同
じ
地
域
（
長
岡
城
下
）
で
二
種
類
（
越

　
「
こ
の
男
（
継
之
助
）
は
江
戸
の
寄
留
さ

き
で
、
面
持
を
悵
然
と
さ
せ
な
が
ら
い
っ
た

こ
と
が
あ
る
」
と
『
峠
』
に
あ
る
。

　
『
河
井
継
之
助
傳
』
で
は
「
山
一
つ
、
河

一
つ
越
え
れ
ば
江
戸
さ
」
と
妻
の
す
が
を
安

心
さ
せ
て
旅
立
つ
継
之
助
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
司
馬
さ
ん
は
悵
然
（
恨
み
な
げ
く
さ
ま
）

と
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
奇
人
の
夫
婦
の
悲

喜
交
々
の
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
面
白
い
。

　
「
十
七
天
ニ
誓
ッ
テ　

輔
国
に
擬
ス
」
と
は

河
井
継
之
助
が
「
周
礼
」
に
よ
っ
て
、
十
七
歳

の
と
き
志
を
立
て
た
故
事
に
基
づ
い
て
い
る
。

河
井
継
之
助
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
陽
明

学
に
触
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
司
馬
さ
ん
は
『
峠
』
で
陽
明
学
の
本

義
を
多
用
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
思
想
に
あ
っ
て
は
、
つ
ね
に
自
分
の

主
題
を
燃
や
し
つ
づ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
人
間
の
世
で
、
自
分
の
い
の
ち

を
ど
う
使
用
す
る
か
。
そ
れ
を
考
え
る
」
こ

と
が
陽
明
学
の
思
考
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　
「
人
間
の
目
と
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
天
地
万

物
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

天
地
万
物
は
主
観
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
。

い
わ
ば
唯
心
的
認
識
論
と
い
っ
て
い
い
」

と
も
い
っ
て
い
る
。

―

心
は
万
人
共
同
で
あ
り
、
万
人
一
つ
で
あ

る―

　

と
い
う
の
が
継
之
助
の
い
う
王
陽
明
の
学

説
で
あ
っ
た
と
司
馬
さ
ん
は
陽
明
学
を
表
現

し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
河
井
継
之
助
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に

　
「
心
と
眼
と
手
と
さ
へ
一
致
す
れ
ば
、
決
し

て
傷
な
ど
つ
け
る
こ
と
が
な
い
。
何
事
も
此

の
秘
伝
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
が

あ
る
。
武
士
は
毎
日
の
よ
う
に
月
代
を
剃
っ

た
。
ま
げ
を
結
い
、
頭
を
こ
し
ら
え
て
こ
そ

武
士
と
な
る
も
の
だ
が
、
妹
の
安
子
が
十
二

後
弁
と
三
河
弁
）
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

作
家
は
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
地

域
性
を
司
馬
さ
ん
は
怖
れ
ず
に
文
中
に
使
用

し
て
い
る
。

現
代
に
生
か
せ
る

『
峠
』の
な
か
の
司
馬
さ
ん
の
言
葉

陽
明
学
の
思
想

　

備
中
松
山
藩
の
陽
明
学
者
で
改
革
者
の
山

田
方
谷
に
、
継
之
助
は
惚
れ
こ
ん
で
し
ま
っ

た
。
元
来
、
狷
介
な
性
格
の
継
之
助
が
、
敬

服
し
た
学
者
の
肥
料
（
改
革
論
な
ど
）
に
惚

れ
込
ん
だ
と
い
う
表
現
が
当
然
、
改
革
は
農

事
改
革
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。

　

人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
や
育
っ
た
歴
史

風
土
で
生
き
て
い
る
。
継
之
助
が
長
州
藩

の
勤
皇
志
士
の
吉
田
稔
麿
と
富
士
山
を
眺

人
間
は
立
場
で

生
き
て
い
る
。

四

　

良
運
と
は
百
石
取
り
の
藩
医
で
同
年
代

の
親
友
。

　
「
中
国
（
宋
）
の
宰
相
李
忠
定
公
集
か
ら
、

継
之
助
に
良
政
の
要
締
を
教
え
よ
う
と
す

る
と
『
な
ん
の
』
継
サ
は
い
っ
た
。

　
『
お
れ
自
身
が
踏
み
こ
ん
で
で
も
、
や
る

と
な
れ
ば
根
絶
や
し
に
し
て
し
ま
う
』（
こ

の
男
な
ら
や
り
か
ね
な
い
）
良
運
さ
ん
は
お

も
っ
た
」

　

と
あ
る
。
改
革
は
私
情
を
越
え
て
も
や

り
き
る
継
之
助
の
性
根
を
著
し
て
い
る
。

「
理
に
あ
わ
ぬ
禁
令
が
出
る
と
、

ず
る
い
や
つ
が
得
を
す
る
。

政
治
が
社
会
を
毒
す
る
の
は

そ
う
い
う
場
合
だ
」と
書
い
て
あ
る
、

と
良
運
さ
ん
は
い
う
の
で
あ
る
。

五

　

江
戸
の
吉
原
の
稲
本
楼
で
、
遊
女
の
小
稲

と
初
会
の
際
、
田
舎
者
の
継
之
助
が
言
っ
た

言
葉
。
虚
飾
で
成
り
立
つ
遊
び
の
世
界
で
、

堂
々
と
本
音
で
つ
き
合
お
う
と
す
る
継
之
助

の
度
量
の
太
さ
を
司
馬
さ
ん
が
、
辛
辣
に
紹

介
し
て
い
る
。

人
間
、虚
飾
な
ど
は

屁
の
よ
う
な
も
の
だ
。

二
人
間
は
互
い
に
肥
料
で

あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。

肥
料
に
惚
れ
て
し
ま
っ
て
は

ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。

三

お
れ
の
女
房
な
ど
は

可
哀
そ
う
な
も
の
だ
。

一

歳
の
と
き
、
兄
の
継
之
助
の
月
代
を
剃
る
こ

と
を
手
伝
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
要
領
は
眼

と
心
を
一
つ
に
し
て
剃
る
も
の
だ
と
教
え
た

の
で
あ
る
。

　

陽
明
学
に
は
、
己
れ
を
生
か
し
、
他
を
生

か
す
と
い
う
独
特
な
教
え
が
あ
る
。
ペ
リ
ー

艦
隊
が
浦
賀
沖
に
あ
ら
わ
れ
、
日
本
の
国
難

が
迫
っ
た
際
、「
眼
を
開
け
、
耳
を
開
か
な
け

れ
ば
、
何
事
も
行
は
れ
ぬ
」
と
い
い
、
今
ま

で
と
は
違
っ
た
価
値
観
を
実
際
に
確
か
め
て

み
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
い
う
陽
明
学
の
思
想
が
『
峠
』
の
主

要
の
骨
格
を
為
し
て
い
る
。

　

十
七
歳
の
と
き
、
志
を
立
て
た
継
之
助
を

司
馬
さ
ん
は
「
男
子
が
男
子
た
る
ゆ
え
ん
は

志
の
有
無
に
あ
る
」
と
い
う
。

　
「
礼
楽
」
は
四
子
六
経
の
一
経
だ
が
、
司
馬

さ
ん
は
『
峠
』
で
「
礼
楽
」
の
貴
さ
を
説
い
た
。

礼
節
と
音
楽
を
礼
楽
と
い
う
が
、
現
代
で
い

う
「
文
化
」
に
つ
な
が
る
も
の
だ
。

　

そ
の
文
化
の
水
準
の
高
さ
が
、
志
の
貴
さ

に
つ
な
が
る
と
し
た
ら
、
人
の
世
の
文
明
の

色
艶
を
問
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
峠
』
の
主
人
公
の
河
井
継
之
助
が
、
江

戸
の
古
賀
謹
一
郎
の
塾
に
入
り
、
書
庫
か
ら

み
つ
け
出
し
て
き
た
「
李
忠
定
公
集
」
を
書

き
写
す
。

「
一
劃
々
々
、
気
根
を
こ
め
、
一
字
を
ま

る
で
、
あ
ぶ
ら
汗
を
垂
ら
す
よ
う
に
し
て
書

い
て
ゆ
く
」

　

継
之
助
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
良
書
を
見
つ

け
る
と
ま
る
写
し
に
す
る
勉
強
法
を
よ
く
や

っ
た
。
そ
の
際
、
文
意
の
真
理
を
吸
い
と
る

か
の
よ
う
に
楷
書
で
書
き
写
し
た
と
い
う
。

素
読
、
注
釈
が
中
心
だ
っ
た
江
戸
末
期
の
勉

強
方
法
に
、
あ
え
て
写
し
取
る
自
習
方
法
を

と
り
入
れ
た
継
之
助
の
人
間
性
を
表
現
し
て

い
る
。
今
日
か
ら
見
れ
ば
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
問
を
学
ぶ
こ
と
の

河
井
継
之
助
の
人
が
ら

眼
と
心
を
一
つ
に
、志
を
も
て

物
語
に
生
き
る
風
土

『
峠
』
に
長
岡
甚
句
が
数
多
く
登
場
す
る
。

　

歌
詞
は
多
様
だ
が
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ

る
代
表
的
な
も
の
に

「
お
山
の
千
本
桜
、
花
は
千
咲
く
、
な
る

実
は
ひ
と
つ
」

「
お
前
だ
か
、
左
近
の
土
手
で
、
背
中
ぼ

ん
こ
に
し
て
豆
の
草
取
り
や
る
」

「
盆
だ
て
が
ん
ね
茄
子
の
皮
の
雑
炊
だ
。
余

り
て
っ
こ
盛
で
、
鼻
の
て
っ
ぺ
ん
焼
い
た
」

「
デ
ン
デ
ラ
デ
ン
と
で
っ
こ
い
、
か
か
持

て
ば
、
二
百
十
日
の
風
よ
け
に
」

　

な
ど
の
剽
軽
な
歌
詞
に
、
辛
辣
な
庶
民
の

抵
抗
歌
が
織
り
こ
ん
だ
も
の
が
多
い
。
河
井
継

之
助
は
妹
の
長
襦
袢
（
浴
衣
と
『
峠
』
に
あ

る
が
）
を
つ
ん
つ
る
て
ん
に
着
て
さ
む
ら
い
ま

げ
の
頭
を
ほ
う
か
む
り
を
し
て
、
こ
っ
そ
り
と

盆
踊
り
に
で
か
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

余
程
、
継
之
助
は
盆
踊
り
が
好
き
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
盆
踊
り
が
、
長
岡
城
を
取
戻
し
た

日
に
、

「
城
の
大
手
通
に
は
、
町
民
が
む
ら
が
り

出
て
お
り
、
酒
樽
が
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
、

な
か
に
は
長
岡
兵
と
町
民
と
が
抱
き
あ
い
な

が
ら
長
岡
甚
句
を
唄
い
、
輪
を
組
ん
で
お
ど

る
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

千
咲
く
桜
、な
る
実
は
ひ
と
つ

風
土
を
活
か
す

め
る
こ
と
の
で
き
る
箱
根
で
出
会
っ
た
と

き
に
発
し
た
言
葉
。
出
身
の
藩
の
歴
史
の

違
い
を
、
表
現
し
た
。

　
「
立
場
な
ど
、
皇
国
存
亡
の
と
き
に
私
情

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
稔
麿
が
言
う
と

「
う
ろ
た
え
る
な
」
と
継
之
助
は
い
お
う
と

し
た
が
、
だ
ま
っ
た
と
あ
る
。

根
本
を
か
え
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

「
学
問
な
ど
は
、
ゆ
ら
い
、
人
か
ら
教
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
好
き
な
部
分

を
、
自
分
で
や
る
も
の
だ
」
と
主
人
公
（
継

之
助
）
に
い
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
う
ま
い
。

ち
ょ
う
ぜ
ん

い
ち
ぶ

い
っ
か
く

す
ど
く

な
が
じ
ゅ
ば
ん

ひ
ょ
う
き
ん

ね
も
と

け
ん
か
い

さ
か
や
き

と
し
ま
ろ

ほ
う
こ
く

し
ん
ら
つ

お
も
も
ち

こ
も
ご
も
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水島爾保布画『昔の長岡十二か月』の「盂蘭盆御家中踊」の図。河井継之助は盆踊りが好きで踊りの輪に入り、長岡甚句を歌った。

サ
ム
ラ
イ
と
は
何
も
の
な
の
か

　

武
士
の
身
の
処
し
方
に
こ
だ
わ
っ
た
一
節

が
『
峠
』
に
あ
る
。「
つ
ね
に
そ
の
場
で
死
に

う
る
覚
悟
を
養
っ
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
の

が
継
之
助
の
日
常
の
思
想
で
あ
っ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
徳
川
三
百
年
と
い
う

長
い
歳
月
に
育
て
ら
れ
た
精
神
の
美
徳
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

長
岡
藩
の
家
老
河
井
継
之
助
は
一
介
の
長

岡
藩
士
か
ら
、
牧
野
家
中
の
家
老
上
席
に
ま

で
昇
り
つ
め
る
が
、司
馬
さ
ん
は
『
峠
』
で
「
人

間
は
立
場
で
生
き
て
い
る
」
と
著
し
た
。

立
場
と
は
何
だ
ろ
う
。
つ
き
つ
め
て
い
え
ば

侍
の
立
場
で
あ
る
。
継
之
助
が
家
老
の
牧
野

市
右
衛
門
（
別
名
・
頼
母
）
に
責
任
を
問
わ

れ
る
と
、「
長
岡
藩
の
現
在
と
未
来
を
の
み
考

え
て
ゆ
け
ば
よ
い
。
人
は
立
場
に
よ
っ
て
生

き
、
立
場
に
よ
っ
て
死
ぬ
。
そ
れ
し
か
な
い
」

と
侍
の
覚
悟
を
述
べ
て
い
る
。

　

事
実
、
河
井
継
之
助
の
人
生
は
そ
の
通
り

と
な
っ
た
。

立
場
を
恨
ま
ぬ 

立
場
を
活
か
す

　

人
の
世
の
「
出
処
進
退
」
に
つ
い
て
『
峠
』

で
は
触
れ
て
い
る
。
今
泉
鐸
次
郎
著
の
『
河

井
継
之
助
傳
』
で
は

　
「
人
と
云
ふ
も
の
の
世
に
居
る
に
は
、
出
処

進
退
の
四
つ
が
大
切
な
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
の
進
む
と
出
づ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、

是
非
、
上
の
人
の
助
け
を
要
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
処
る
と
退
く
方
は
、
是
は
人
の
力

を
藉
ら
ず
に
自
分
で
す
べ
き
も
の
」
と
あ
る
。

人
事
の
要
諦
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

継
之
助
は
元
来
、
こ
の
出
処
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

　
「
人
の
世
に
処
す
る
と
云
ふ
も
の
は
、
苦
し

い
事
も
嬉
し
い
事
も
、
色
々
あ
る
も
の
だ
。

そ
の
苦
し
い
事
と
云
ふ
も
の
に
堪
へ
な
け
れ

ば
、
忠
孝
だ
の
、
節
義
だ
の
、
国
家
の
経
綸

だ
の
と
云
う
た
処
が
、
到
底
、
成
し
遂
げ
ら

れ
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
、
苦
し
い
事
を
堪

へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
平
生
か
ら
錬
磨
を
し

て
置
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
限
っ
て
出

来
る
も
の
で
な
い
」

　

人
は
心
が
く
じ
け
そ
う
に
な
る
こ
と
が
多

い
も
の
だ
が
、
そ
の
と
き
こ
そ
、
絶
妙
な
機

会
が
お
と
ず
れ
た
と
自
覚
す
る
こ
と
も
面
白

い
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
修
め
た
学
問
を
生

か
す
機
会
だ
と
を
捉
え
て
、
進
む
こ
と
が
大

切
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。

作
品『
峠
』の
再
考

　

石
高
七
万
四
千
余
石
の
城
下
町
に
一
人
の

壮
漢
が
あ
ら
わ
れ
て
、
改
革
も
し
戦
争
も
し
、

人
び
と
を
喜
ば
せ
て
も
し
、
ま
た
苦
し
め
て

も
い
る
。

　

河
井
継
之
助
は
戊
辰
戦
争
で
一
度
、
落
城

し
た
長
岡
藩
を
奪
還
し
て
い
る
。
勿
論
、
六

百
九
十
余
名
の
長
岡
藩
兵
と
と
も
に
で
あ
る
。

八
町
沼
を
夜
間
、
渡
っ
て
、
落
城
か
ら
二
か

月
後
に
と
り
戻
し
た
。
そ
の
際
、
城
下
を
焼

土
に
し
て
二
度
と
西
軍
の
進
駐
を
許
さ
な
い

よ
う
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
そ
の
こ
と

の
み
が
悪
評
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

河
井
継
之
助
は
、『
峠
』
が
発
表
さ
れ
る
ま

で
、「
町
を
戦
争
で
焼
い
た
男
」
な
ど
と
レ
ッ

テ
ル
を
は
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
ん
な
継
之
助
を
地
元
で
は
薩
長
に
挑
ん

だ
男
だ
な
ど
と
、
自
慢
半
分
、
憎
し
み
半
分

と
い
っ
た
評
価
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
評
価
を
一
変
さ
せ
た
作
品
が
明
治
維

新
・
戊
辰
戦
争
百
年
を
機
に
生
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
司
馬

太
郎
さ
ん
の
幕
末
史
『
峠
』

で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
や
が
て
五
十
年
が
た
と
う
と

し
て
、
い
ま
長
岡
は
開
府
四
百
年
と
戊
辰
戦

争
百
五
十
年
を
迎
え
る
。

　

こ
の
あ
た
り
で
司
馬

太
郎
さ
ん
の
『
峠
』

か
ら
河
井
継
之
助
の
精
神
性
を
再
考
す
る
機

会
が
お
と
ず
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

武
士
の
プ
ラ
イ
ド

最
後
の
サ
ム
ラ
イ
の
気
概

　

昭
和
四
十
六
年（
一
九
七
一
）九
月
二
十
二
日
、

新
潟
県
長
岡
市
の
厚
生
会
館
で
長
岡
高
校
創
立

百
周
年
記
念
行
事
の
一
般
市
民
対
象
講
演
会
が

開
催
さ
れ
、
司
馬

太
郎
さ
ん
は
、「
歴
史
と

人
生
」（
講
演
録
で
は
『
河
井
継
之
助
を
生
ん

だ
長
岡
』）
と
い
う
演
題
で
講
演
を
し
て
い
る
。

約
二
千
人
の
聴
衆
を
前
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
分
の
厚
さ
を
守
っ
た
人
は
悲
劇
的
な
生
涯

を
た
ど
る
。
河
井
継
之
助
の
場
合
は
、
長
岡
そ

の
も
の
を
悲
劇
的
な
集
団
に
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
目
に
遭
い
な
が
ら
も
、
長
岡

の
人
は
継
之
助
を
大
事
に
し
て
い
る
。
で
す
か

ら
、
継
之
助
ひ
と
り
だ
け
で
は
な
く
、
長
岡
全

体
が
大
き
い
の
で
す
。
長
岡
の
存
在
と
い
う
も

の
が
、
日
本
の
歴
史
を
分
厚
く
す
る
う
え
で
、

非
常
に
大
き
い
役
目
を
果
た
し
て
き
た
」

と
結
ん
だ
。

　

だ
が
、
執
筆
前
の
長
岡
取
材
の
際
、
市
民
の

河
井
継
之
助
の
不
評
判
を
聴
き
、
心
を
痛
め
て

い
た
。
執
筆
を
終
え
た
四
年
後
に
講
演
を
引
き

う
け
て
、
喜
ん
で
で
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
、
市
民
か
ら
は
大
歓
迎
を
う
け
て
、

司
馬
さ
ん
は
、
み
ず
か
ら
の
確
信
が
喜
び
に
変

わ
っ
た
。「
長
岡
は
素
晴
ら
し
い
町
だ
」
と
認

識
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
河
井
継
之
助
を
通
じ
て
、
司
馬
さ
ん
が

歴
史
小
説
家
と
し
て
、
幕
末
思
想
史
に
新
風
を
送

る
こ
と
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
。
昭
和
六
十
三
年
七

月
の
福
島
県
白
河
市
の
青
年
会
議
所
主
催
の
「
敗

者
た
ち
の
戊
辰
戦
争
」
と
題
し
た
講
演
の
な
か
に

も
、「
長
岡
藩
を
率
い
て
い
た
の
は
、
総
督
の
河

井
継
之
助
で
す
。
こ
の
人
は
、
ひ
と
つ
の
民
族
の

歴
史
の
な
か
で
、
何
人
も
出
て
こ
な
い
ほ
ど
、
政

治
的
感
覚
の
鋭
い
人
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

平
成
五
年
三
月
の
『
週
刊
朝
日
』
の
『
台
湾

紀
行
』
に
「
徳
川
に
も
関
係
な
く
、
薩
摩
・
長

州
に
も
関
係
な
く
武
装
中
立
で
い
こ
う
と
し

た
。
し
か
し
時
代
の
暴
力
的
な
流
れ
に
押
し
流

さ
れ
て
し
ま
う
。
日
本
史
の
一
大
損
失
で
し
た
。

こ
の
時
代
、
河
井
継
之
助
は
新
し
い
国
家
の
青

写
真
を
持
っ
た
唯
一
に
近
い（
中
略
）人
物
だ
っ

た
の
に
歴
史
は
彼
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」

と
記
し
て
い
る
。

　
『
峠
』
の
執
筆
か
ら
、
や
が
て
地
元
の
長
岡
の

熱
烈
歓
迎
も
醒
め
て
、
河
井
継
之
助
の
訓
み
か
た

も
「
つ
ぐ
の
す
け
」
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

瑣
末
な
事
項
を
革
命
論
で
解
説
す
る
歴
史

家
も
あ
ら
わ
れ
て
、
司
馬
さ
ん
の
心
を
曇
ら

せ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
司
馬
さ
ん
は
長
岡
人
に
流
れ
る
河
井

継
之
助
へ
の
思
慕
の
気
持
ち
を
汲
み
と
っ
て
い

た
。
河
井
が
い
な
か
っ
た
ら
町
は
焼
か
れ
な
か
っ

た
の
だ
と
い
う
感
情
の
う
ら
は
ら
に
、
河
井
が
い

た
か
ら
こ
そ
、
今
の
町
が
あ
る
と
い
う
市
民
の
潜

在
的
な
気
持
ち
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

十
年
前
の
長
岡
で
河
井
継
之
助
記
念
館
設
立

の
際
、
東
大
阪
市
の
司
馬
さ
ん
の
後
継
の
「
司

馬

太
郎
記
念
館
」
で
生
前
の
作
家
の
意
向
を

聞
い
た
と
き
、
あ
ら
た
め
て
、
司
馬

太
郎
さ

ん
の
日
本
歴
史
を
み
る
や
さ
し
さ
を
知
っ
た
。

司
馬
さ
ん
の
や
さ
し
さ

お

か

よ
う
て
い

し
ょ

さ
ま
つ

と
こ
ろと

ら

し
ゅ
っ
し
ょ
し
ん
た
い

で
ん

た
く
じ
ろ
う

お

い

あ
ら
わ

の

こ
れ

も
ち
ろ
ん

は
っ
ち
ょ
う
ぬ
ま
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すくすく育つ柏の木（悠久山）

牧
野
家
第
十
七
代
当
主 

牧
野
忠
昌
氏 

寄
稿

長
岡
市
民
に
な
っ
た
お
殿
様

次
の
百
年
へ 

新
し
い
米
百
俵

No.5

　

愛
知
県
豊
川
市
の
財
賀
寺
は
神
亀
年
間
に
創

建
さ
れ
、
そ
の
後
、
豪
族
で
あ
っ
た
牧
野
氏
が

復
興
整
備
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
厨
子
の
造

立
は
古
い
壁
板
の
墨
書
に
よ
る
と
、
文
明
十
五

年
（
一
四
八
三
）
牧
野
左
京
亮
守
成
、
牧
野
修

理
進
利
業
の
二
人
で
あ
る
。
本
堂
裏
の
八
所
社

は
財
賀
寺
の
鎮
守
で
あ
り
、
文
明
三
年
（
一
四

七
一
）
に
牧
野
古
白
が
建
て
た
も
の
。
当
時
は

多
く
の
牧
野
家
家
中
や
領
民
を
戦
い
で
失
っ
て

い
る
。
寺
社
へ
の
祈
願
は
亡
く
な
っ
た
人
達
の

御
霊
へ
の
供
養
で
あ
る
と
と
も
に
、
平
安
の
世

と
五
穀
豊
穣
を
願
う
祈
り
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

牛
久
保
城
址
の
近
く
に
熊
野
神
社
が
あ
る
。

享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
の
神
社
改
築
の
棟
札

に
は
牧
野
民
部
丞
成
勝
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
。

牧
野
氏
の
尊
崇
が
篤
く
、
社
前
の
石
灯
籠
は
九

代
牧
野
備
前
守
忠
精

が
寛
政
八
年
（
一
七

九
六
）
に
寄
進
し
た

も
の
で
あ
る
。
境
内

に
は
忠
精
公
お
手
植

え
の
柏
の
老
木
が
あ

り
、
こ
の
柏
の
実
生

を
蒼
柴
神
社
招
魂
社

社
殿
横
に
数
年
前
に

　

長
岡
市
に
は
、
河
井
継
之
助
の
生
家
跡

の
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
記
念
館
が
あ
る
。

こ
の
地
を
訪
れ
る
『
峠
』
の
愛
読
者
に
向

け
て
特
筆
す
べ
き
展
示
は
、
北
越
戊
辰
戦

争
の
古
戦
場
で
あ
る
榎
峠
を
眺
望
す
る
信

濃
川
沿
い
に
置
か
れ
た
、
文
学
碑
裏
面
の

原
稿
で
あ
る
。

　

平
成
五
年
の
建
立
に
合
わ
せ
て
書
き
下

ろ
さ
れ
た
原
稿
に
は
推
敲
の
跡
が
多
く
、

当
地
に
向
け
ら
れ
た
作
者
自
身
の
思
い
の
丈

が
窺
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
カ
ラ
フ
ル
と
ま
で

云
え
る
色
鉛
筆
の
筆
致
も
生
々
し
い
。
愛

読
者
に
し
て
み
れ
ば
、
塗
り
潰
さ
れ
た
修

正
箇
所
か
ら
透
け
て
見
え
る
内
容
に
興
味

を
そ
そ
ら
れ
る
。
説
明
パ
ネ
ル
は
現
司
馬

太
郎
記
念
館
館
長
の
上
村
洋
行
氏
が
選

ん
で
く
れ
た
。

　
「
雪
が
来
る
。（
中
略
）

継
之
助
は
町
を
あ
る
い
て
い
た
。（
中
略
）

　

胸
中
、
つ
ぶ
や
き
の
多
い
男
だ
が
、
し

か
し
そ
の
歩
き
ざ
ま
は
ゆ
る
ゆ
る
し
た
も

の
で
は
な
い
。
股
立
ち
を
と
る
よ
う
に―

と
っ
て
は
な
い
が
、―

道
路
の
中
央
を

さ
っ
さ
と
歩
く
。
武
士
は
り
り
し
く
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
気
風
が
、
こ
の
藩
は

他
藩
に
も
ま
し
て
濃
い
。
歩
き
方
ま
で
、

し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
に
わ
か
雨

が
ふ
っ
て
き
て
も
、
軒
端
へ
に
げ
こ
む
の

牧
野
家
の
歴
史

現
代
に
生
き
る
牧
野
フ
ァ
ミ
リ
ー

　

長
岡
で
峠
道
と
言
え
ば
江
戸
に
通
じ
る
三
国

街
道
と
会
津
に
向
か
う
八
十
里
越
が
有
名
だ
。

　

愚
息
が
小
学
生
の
こ
ろ
家
族
で
三
国
峠
を
歩

い
た
。
越
後
湯
沢
側
か
ら
登
り
殿
様
の
休
憩
所

の
清
水
で
喉
を
潤
し
、
峠
を
越
え
て
、
罪
人
を

移
送
中
雪
崩
に
あ
っ
て
死
亡
し
た
長
岡
藩
士
一

行
の
お
墓
に
お
線
香
を
あ
げ
て
お
参
り
し
た
。

峠
道
に
は
昔
の
立
派
な
石
畳
が
残
り
、
道
脇
に

は
馬
頭
観
音
が
並
ん
で
い
た
。
峠
の
石
碑
に
は

か
つ
て
こ
の
峠
を
越
え
た
人
達
の
名
前
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
ご
先
祖
の
名
を
確
認
し
改
め
て
こ

こ
を
お
通
り
に
な
っ
た
の
だ
と
実
感
し
た
。

　

一
方
、
八
十
里
越
は
知
人
数
名
と
二
度
に
分

け
て
歩
い
た
。Ｊ
Ｒ
大
白
川
駅
か
ら
山
道
に
入

り
、
一
回
目
は
田
代
平
か
ら
福
島
県
側
の
入
叶

津
へ
、
二
回
目
は
新
潟
県
側
の
吉
ヶ
平
へ
抜
け

た
。
ど
ち
ら
も
厳
し
い
山
道
で
あ
っ
た
が
、
あ

る
程
度
の
道
幅
が
確
保
さ
れ
て
い
る
箇
所
も

あ
っ
た
。
北
越
戊
辰
戦
争
の
時
は
長
岡
藩
主
一

行
、
家
臣
団
と
そ
の
家
族
な
ど
が
大
変
苦
し
い

状
況
下
で
こ
こ
を
通
過
し
て
い
る
。
無
事
に
八

十
里
越
を
終
え
た
後
、
先
人
の
皆
様
の
ご
冥
福

を
お
祈
り
し
た
。

未
来
に
向
け
た

「
ま
ち
づ
く
り 

ひ
と
づ
く
り
」

市内各地で長岡開府400年をＰＲ

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業

河
井
継
之
助
記
念
館
の
紹
介

河井継之助記念館
開館時間／AM10:00～PM5:00
              （最終受付 PM4:30）
休館日／年末年始
所在地／長岡市長町1-甲1675-1
電話／0258-30-1525
入館料／大人200円　高校・大学・障害者・

介助者150円　小・中学生100円
（団体割引あり）

河井継之助記念館２階「司馬 太郎コーナー」

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
十
六
日

河
井
継
之
助
は
福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町

塩
沢
の
村
医
矢
沢
宗
益
邸
で
没
し
た
。
そ

の
家
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）

の
滝
ダ
ム
建
設
で
湖
底
に
集
落
ご
と
沈
ん

だ
。
た
だ
河
井
の
終
焉
の
間
だ
け
は
、
矢

沢
家
と
只
見
塩
沢
の
人
び
と
の
力
で
大
切

に
保
管
・
移
築
さ
れ
、
現
在
、
只
見
町
の

河
井
継
之
助
記
念
館
の
館
内
で
当
時
の
ま

ま
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
九
月
司

馬

太
郎
さ
ん
は
、
只
見
の
河
井
継
之
助

記
念
館
の
前
に
広
が
る
只
見
川
（
滝
湖
）

の
ほ
と
り
で
、
そ
の
景
観
に
見
入
り
思
い

を
馳
せ
た
。

山
水
相
應
蒼
龍
窟

大人300円
小・中学生150円
（団体割引 あり）

只見町河井継之助記念館
開館時間／AM10:00～PM4:30
              （最終受付 PM4:00）  
開館期間／4月下旬～11月中旬
休館日／毎週木曜日
所在地／福島県南会津郡只見町
塩沢字上ノ台850-5
電話／0241-82-2870
入館料／

も
う
ひ
と
つ
の
河
井
継
之
助
記
念
館

司
馬

太
郎
コ
ー
ナ
ー

只
見 

河
井
継
之
助
記
念
館

　

平
成
三
十
年
の
長
岡
開
府
四
百
年
に
向

け
、
先
般
、
長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業
実

行
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
調

整
を
経
て
、
基
本
方
針
を
「
郷
土
長
岡
の
歴

史
や
文
化
、
ま
ち
づ
く
り
の
精
神
を
、
次
な
る

百
年
の
ま
ち
づ
く
り
、
ひ
と
づ
く
り
に
活
か
す
」

と
し
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
「
次
の
百
年
へ 

新

し
い
米
百
俵
」
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

記
念
事
業
で
は
、「
歴
史
、
文
化
、
伝
統
に

親
し
む
」「
交
流
人
口
増
・
一
体
感
醸
成
」「
未

来
へ
の
投
資
」
の
三
本
柱
の
も
と
に
、
市
民
協

働
・
官
民
連
携
で
記
念
式
典
や
プ
レ
イ
ベ
ン
ト

等
の
事
業
を
、
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

は
町
人
で
、
藩
士
は
逃
げ
ず
、
雪
駄
を
ふ

と
こ
ろ
に
ほ
う
り
こ
み
、
道
の
中
央
を
た

め
ら
い
も
な
く
歩
い
て
ゆ
く
」

　

今
、
よ
く
眺
め
る
と
『
峠
』
の
テ
ー
マ

が
見
え
て
く
る
。
よ
き
判
断
だ
っ
た
。

　
『
峠
』
に
「
武
士
と
い
う
人
間
像
は
、

日
本
人
が
う
み
だ
し
た
、
多
少
奇
形
で
あ

る
に
し
て
も
、
そ
の
結
晶
の
み
ご
と
さ
に

お
い
て
、
人
間
の
芸
術
品
と
ま
で
い
え
る

よ
う
に
思
え
る
」
と
あ
る
が
、
サ
ム
ラ
イ

の
河
井
継
之
助
が
雨
の
中
を
大
道
の
真
ん

中
を
の
し
の
し
と
歩
く
姿
に
、
長
岡
の
サ

ム
ラ
イ
の
原
型
が
あ
る
の
だ
と
教
え
た

か
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

　

な
お
、『
峠
』
本
編
の
直
筆
原
稿
と
し

て
は
、
新
聞
連
載

時
の
「
越
後
の
城

下
（
十
）」
の
節
か

ら
、
長
岡
で
登
楼

し
た
河
井
継
之
助

が
遊
女
の
品
定
め

を
す
る
く
だ
り
が

展
示
さ
れ
て
い
る
。

長岡開府400年記念事業への
ご寄附をお願いします

●ご寄附のお申し込み・お問い合わせは事務局

長岡市政策企画課
開府400年記念事業推進室
TEL.0258-39-2395へお願いします。

口座名義 ： 長岡開府400年記念事業実行委員会
金融機関 ： 北越銀行長岡市役所支店　
口座番号 ： ２０２７２６２

当事業では、『未来への投資』を柱に、長岡なら
ではの「新しい米百俵」と呼べるような、未来志
向の事業を実施し、これからの長岡を支える人
材を育成してまいります。当事業の趣旨にご理
解いただき、ご支援・ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

　
『
峠
』
の
な
か
の
敗
走
路
「
八
十
里
越
」

は
、
長
編
も
得
意
の
司
馬
さ
ん
に
し
て
は
、

も
の
さ
び
し
い
。
従
者
の
外
山
脩
造
に「
武

士
は
も
う
、
お
れ
が
死
ね
ば
最
後
よ
」
と

継
之
助
が
い
っ
た
と
司
馬
さ
ん
は
書
き
記

し
た
。

　
「
日
本
人
は
美
し
く
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。

死
ね
ば
な
ら
ぬ
」
は
、
司
馬
さ
ん
の
日
本

人
の
歴
史
を
み
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
。

　
『
峠
』
の
原
稿
で
、
始
め
「
わ
し
は
お

そ
ら
く
死
ぬ
。
わ
し
が
死
ね
ば
死
骸
は
埋

め
る
な
。
時
を
う
つ
さ
ず
火
に
せ
よ
」
と

書
い
た
。
し
か
し
、「
お
そ
ら
く
死
ぬ
」

を
「
自
分
の
始
末
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

書
き
改
め
て
い
る
。

　

よ
り
深
い
日
本
人
の
諦
観
を
、
か
く
も

見
事
に
描
き
切
る
作
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
余
薫
が

八
十
里
越
の
風

趣
に
漂
っ
て
い

る
。
山
紫
水
明

の
奥
山
に
、
司

馬
さ
ん
が
夏
草

を
踏
む
足
音
が

聞
こ
え
て
き
そ

う
で
あ
る
。

植
樹
し
現
在
も
元
気
に
育
っ
て
い
る
。

次世代を担う子どもたちに新たな100年のバトンを手渡します

そ
う
え
き

じ
ん
き

ず

し

ぞ
う

り
ゅ
う

さ
き
ょ
う
の
す
け

い
り
か
の
う

う
か
が

う
え
む
ら
よ
う
こ
う

よ
し
が
ひ
ら

づ

り
の
し
ん

こ
は
く

み
た
ま

み
ん
ぶ
の
じ
ょ
う

た
だ
き
よ

し
ゅ

し
ゅ
う
ぞ
う

13　次の百年へ新しい米百俵・只見河井継之助記念館 長岡市民になったお殿様・河井継之助記念館　12



圧巻の６万冊の蔵書の棚。
本棚にある本は司馬さんの書き残した著書や自宅にあった蔵書の品だそうです。

執筆：石丸 千也（いしまる かずや）
長岡で美容室を経営し、自らスタイリストとしても活動中。長岡の歴史を通して郷土を考え、次世代に伝えたい、
と熱き想いを持った若者が集う「越後RYO-MA倶楽部」の局長。「米百俵まつり」で坂本龍馬に扮している。

　

八
戸
ノ
里
駅
を
降
り
た
ら
菜
の
花
が
道

標
と
な
り
、
僕
が
龍
馬
を
好
き
に
な
っ
た

き
っ
か
け
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
な
ど
有
名
な

著
書
を
執
筆
し
て
い
る
司
馬

太
郎
さ
ん

生
誕
の
地
に
行
っ
て
き
た
。

　

記
念
館
の
門
を
く
ぐ
る
と
花
や
草
木
が

植
え
て
あ
り
、
今
も
残
る
司
馬
さ
ん
の
自

宅
の
書
斎
を
囲
ん
で
い
る
。
広
い
庭
園
に

は
日
向
ぼ
っ
こ
し
て
い
る
猫
が
お
昼
寝
。
奥

に
は
光
の
ア
ー
チ
を
作
る
ガ
ラ
ス
屋
根
と

影
を
映
し
出
す
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
記
念
館
。

中
に
入
る
と
地
下
一
階
か
ら
地
上
二
階
ま

で
の
吹
き
抜
け
の
空
間
に
壁
び
っ
し
り
の

本
は
圧
巻
。
地
下
に
降
り
る
と
東
面
に
あ

る
ス
テ
ン
ド
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
差
し
込
む
光

が
館
内
全
体
を
照
ら
し
て
く
れ
る
。

　

天
井
を
見
上
げ
れ
ば
ま
さ
か
の
龍
馬
像

が
お
出
迎
え
。
僕
に
と
っ
て
は
「
あ
り
が

た
や
ー
」「
今
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
」
っ
て
ご
挨
拶
。

　

そ
ん
な
司
馬
ワ
ー
ル
ド
に
魅
了
さ
れ
二

月
に
二
度
行
き
ま
し
た
が
、
何
度
行
っ
て

も
本
に
囲
ま
れ
る
空
間
と
庭
園
の
居
心
地

は
好
き
だ
な
。

　

司
馬
さ
ん
の
本
を
全
部
読
ん
だ
わ
け
で
は

な
い
が
『
峠
』『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
読
ん
で

僕
の
思
考
は
変
わ
っ
た
。
小
説
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
中
で
本
の
主
人
公
た
ち
の
在
り
方

は
、
実
際
は
数
多
く
の
本
や
資
料
を
集
め

調
べ
た
司
馬
さ
ん
だ
が
、
そ
の
時
代
に
生
き

描
き
収
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
本

に
夢
中
に
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
小
説

で
は
な
く
リ
ア
ル
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
。

　

最
後
に
司
馬
さ
ん
の
言
葉
で
「
人
間
に

と
っ
て
、
そ
の
人
生
は
作
品
で
あ
る
」
と

残
し
て
い
る
。
僕
は
本
を
読
ん
で
人
生
の

道
標
に
な
り
人
と
し
て
の
心
得
を
学
び
心

に
火
が
点
い
た
。
日
本
人
と
し
て
時
代
に

刻
ま
れ
た
歴
史
を
学
び
人
に
伝
え
る
事
を

教
わ
っ
た
。

　
「
人
と
し
て
、
人
生
の
作
品
か
ら
学
ぶ
」だ
。

No.5

開
府
四
百
年
の
あ
ゆ
み

い
ま
か
ら
百
二
十
六
年
前
、

河
井
継
之
助
の
碑
が
長
岡
城
址
に
建
立
さ
れ
た

現在の河井継之助の碑

長岡城址本丸跡の一角にあった
御三階櫓跡の高台の上に建てら
れた山本帯刀碑（左）と河井継之
助碑（右）写真は明治30年代
（株）大坂屋書店所蔵

我が師匠稲川先生と記念館前でパシャり。
菜の花がお出迎えしてくれました。

八戸ノ里駅～記念館までの道に咲
並んでいる菜の花。黄色一色の道
は行くまでに心をワクワクさせる。

上村洋行館長と対談のひと時。
貴重な時間で色々なお話が聞けました。

開館2001年から今も変わらずいる龍馬像。
皆さんもご存知の代表作『竜馬がゆく』から
龍馬さん飛び出して来館者をいつも見守って
いてくれているかの様に浮き上がっています。

第5回

大阪編

大人500円　高・中学生300円
小学生200円
（団体割引あり）

毎週月曜日（祝日・振替休日の場合
は翌日）、特別資料整理期間（9/1
～10）、年末年始（12/28～1/4）

司馬 太郎記念館
開館時間／ＡＭ10：00～ＰＭ5：00
休館日／

所在地／大阪府東大阪市下小阪3-11-18
電話／06-6726-3860
入館料／

長
岡
開
府
三
百
年
を
機
に
悠
久
山
公
園
へ

　

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
八
月
、

河
井
継
之
助
の
碑
（
河
井
碑
）
が
建
立

さ
れ
た
。
篆
額
は
黒
田
清
隆
、
碑
文
は

備
中
松
山
藩
・
山
田
方
谷
の
も
と
で
と

も
に
学
ん
だ
三
島
中
洲
（
毅
）
で
あ
る
。

　

長
岡
藩
は
、
北
越
戊
辰
戦
争
で
新

政
府
軍
と
開
戦
。
戦
後
、
そ
の
責
を

一
身
に
負
っ
て
、
家
老
の
山
本
帯
刀

家
と
河
井
家
は
家
名
断
絶
と
な
っ
た
。

明
治
十
六
年
に
両
家
の
家
名
再
興
が

許
さ
れ
、
同
二
十
一
年
、
山
本
帯
刀

の
碑
が
長
岡
城
址
に
建
立
さ
れ
た
。

　

河
井
碑
建
立
の
機
運
も
明
治
二
十
二

年
の
帝
国
憲
法
発
布
の
際
の
大
赦
に

よ
り
徐
々
に
高
ま
り
、
翌
年
隣
接
地

に
建
立
さ
れ
た
。
時
を
経
て
巨
石
に

刻
ま
れ
た
両
人
の
事
績
は
、
二
人
の

人
物
の
記
憶
を
人
び
と
に
甦
ら
せ
た
。

　

北
越
戊
辰
戦
争
か
ら
四
十
九
年
後

の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）、
長
岡
開

府
三
百
年
祭
が
挙
行
さ
れ
た
。
主
要

事
業
の
一
つ
、
悠
久
山
公
園
の
整
備

に
あ
わ
せ
て
、
河
井
碑
は
、
長
岡
中

学
校
の
生
徒
た
ち
ら
の
手
で
、
現
在

地
に
移
設
さ
れ
た
。

　

史
跡
公
園
の
趣
き
を
伝
え
る
悠
久

山
。
河
井
碑
は
、

山
本
帯
刀
、
小
林

虎
三
郎
、
三
島
億

二
郎
ら
の
幕
末
維

新
期
に
活
躍
し
た

長
岡
人
た
ち
の
石

碑
と
と
も
に
、
蒼

柴
の
杜
の
一
角
を

今
に
占
め
て
い
る
。

雪
残
る
越
後
の
峠
を
抜
け

辿
り
着
い
た
地「
大
阪
」

菜
の
花
が
道
を
黄
色
一
色
に
飾
っ
て
く
れ
る
。

目
的
地
に
案
内
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に…

「戊辰北越戦争記」に描かれた長岡藩藩士　
後列右が河井継之助、後列左が山本帯刀
『戊辰北越戦争記  訂正再版 』野口団一郎／編（1893年）
（株）大坂屋書店所蔵

お山の千本桜で、春を楽しむ人びと
（柏崎市立図書館 小竹コレクション絵葉書）

公園池畔の桜花
（柏崎市立図書館 小竹コレクション絵葉書）

て
ん
か
く

た
て
わ
き

も
り
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紙
魚
の
声
か
な
。

―

父
は
裏
切
り
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

長
岡
藩
の
た
め
に
命
を
賭
し
信

念
を
貫
い
た
の
で
す―

　

自
伝
小
説
『
武
士
の
娘
』
は
、

長
岡
藩
筆
頭
家
老
・
稲
垣
平
助
の

六
女
に
生
ま
れ
た
著
者
・
杉
本
鉞

子
の
半
生
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
平

助
は
戊
辰
戦
争
時
、
恭
順
派
の
旗

頭
と
し
て
、
九
歳
年
長
の
主
戦
派

河
井
継
之
助
と
対
立
し
た
人
物
で

あ
る
。

　

幕
末
の
英
傑
と
し
て
河
井
を
一
躍

有
名
に
し
た
『
峠
』
の
作
者
・
司

馬

太
郎
さ
ん
と
『
武
士
の
娘
』

と
の
出
会
い
は
昭
和
四
十
年
。『
峠
』

の
取
材
で
長
岡
に
訪
れ
た
と
き
の

こ
と
。
司
馬
さ
ん
は
自
伝
の
見
事
さ

と
文
学
的
感
動
を
雑
誌
『
文
藝
』

に
書
き
留
め
て
い
る
。

　

敗
戦
後
、
平
助
に
よ
る
官
軍
へ
の

主
家
助
命
嘆
願
で
、
家
名
存
続
と

二
万
四
千
石
の
再
興
、
長
岡
城
地

預
か
り
が
許
さ
れ
な
が
ら
、
藩
は
平

助
の
功
を
認
め
ず
、
出
奔
を
理
由

に
裏
切
り
者
の
烙
印
を
押
す
。

　

没
落
し
た
武
家
に
生
ま
れ
、
結

婚
の
た
め
渡
米
し
た
鉞
子
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に
よ
り
、

自
身
が
日
米
の
架

け
橋
に
な
ろ
う
と

す
る
こ
と
で
、
奇

し
く
も
父
と
似

た
境
遇
を
経
験

す
る
。

　

鉞
子
は
ど
ん
な

思
い
で
ペ
ン
を
執
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
三
銘
菓
の
誉
れ
高
き
、
長

岡
・
大
和
屋
の
『
越
乃
雪
』。
材

料
は
も
ち
米
の
粉
（
寒
晒
し
）
と

和
三
盆
を
ま
ぜ
固
め
て
作
る
。
シ

ン
プ
ル
が
ゆ
え
に
一
途
に
拘
る
上
質

で
厳
選
さ
れ
た
素
材
と
職
人
技
か

ら
生
ま
れ
る
伝
統
の
味
。
口
ど
け

が
良
く
、
ほ
ろ
っ
と
崩
れ
る
さ
ま
は

粉
雪
の
よ
う
。

　

幕
末
の
志
士
・
長
州
藩
の
高
杉

晋
作
は
臨
終
の
十
日
程
前
、
今
年

の
雪
見
は
で
き
な
い
か
ら
と
、
見
舞

品
の
『
越
乃
雪
』
を
松
の
盆
栽
に

ふ
り
か
け
て
雪
見
を
し
た
と
い
う
。

洒
脱
な
晋
作
ら
し
い
逸
話
で
あ
る
。

　

こ
の
菓
子
は
安
永
七
年
（
一
七

七
八
）、
長
岡
藩
九
代
藩
主
牧
野

忠
精
が
初
の
参
勤
交
代
の
際
に
大

和
屋
が
献
上
し
た
の
が
は
じ
ま
り

と
い
う
。
食
が
進
み
、
元
気
に
な
っ

た
こ
と
を
喜
ん
だ
忠
精
は
『
越
乃

雪
』
と
名
づ
け
、
藩
の
名
産
と
す

る
こ
と
を
奨
励
し
た
。

　

そ
の
後
、
藩
主
や
藩
士
の
参
勤

交
代
の
贈
答
品
と
し
て
盛
ん
に
求

め
ら
れ
、
江
戸
や
上
方
、
蝦
夷
地

に
ま
で
広
く
知
ら
れ
、
町
方
や
在

方
の
冠
婚
葬
祭
に
も
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
小
林
虎
三
郎
も
師

佐
久
間
象
山

に
贈
っ
た
こ
と

が
書
簡
に
残

さ
れ
て
い
る
。

　
『
峠
』
の
登

場
人
物
た
ち

も
、
味
わ
っ
た

に
違
い
な
い
。
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