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互
尊
思
想

長
岡
市
民
が
創
造
し
た
世
界
観
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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、

現在のセブンイレブン表町店の斜向かい角地にあった大正5年（1916）
10月15日竣工の六十九銀行（北越銀行の前身）の本店。その奥に同じく
大正5年12月竣工のレンガ造りの長岡郵便局。東山も現在と同じ稜線で
ある。北に向って伸びる本町通り、奥には中島製油所の煤煙（ばいえん）
が見える。手前の角には谷秀商店（ポンプ屋）。当時、渡里町魚仁の西隣に
あった劇場（映画館）「長岡座」の昇り旗が手前中央に立っている。

東から北
長岡銀行の屋根の上に設けられた展望台手すりに「長岡」の裏文字が見
える。本町通りの屋並みの奥にある森は平潟神社。左奥には、現在の長岡
商工会議所の位置にあった北越新報社（新潟日報の前身のひとつ）。その
隣に足場を組んで建設中の長岡市役所、その右には明治44年（1911)
に現在の大手通に建てられたモダンな長岡病院（長岡赤十字病院の前身）
が見える。東山には鋸山が長岡のまちを見おろしている。

南から東

長岡の本町通り・現在の本町2丁目交差点付近にあった「長岡銀行」屋根上の展望台から撮影され、
南から北への眺望を4枚の180度パノラマ絵葉書に納めている。
現在の長岡商工会議所の位置にあった北越新報社（新潟日報の前身のひとつ）。その隣に足場を組んで建
設中の長岡市役所が見えることで、大正9年（1920）頃の写真であることがうかがえる。大坂屋書店所蔵。

長岡市全景「越佐新報社製」大正時代の頃

長岡市の商人。嘉永5年(1852)、上山藩領刈羽郡横沢村
（現長岡市小国町横沢）の庄屋・山口家に生まれる。兄は
実業家・政治家の山口権三郎。私塾三余堂、上山藩校明
新館支館に学ぶ。20歳の時、渡里町の商人・野本家の養
子となる。長岡町会副議長、新潟県会議員、六十九銀行
取締役、長岡町学務委員などを歴任。大正7年（1918）、長
岡市に大正記念長岡市立互尊文庫を寄附。互尊思想を
唱え、昭和9年（1934）に日本互尊社を創立した。昭和
11年死去。「互尊翁」と呼ばれ、人びとの尊敬を集めた野
本の肖像画は、画家・高村眞夫が描き、長岡空襲で焼失
した互尊文庫の復興開館式（昭和23年）で掲げられた。

表紙の銅像は、長岡市立中央図書館互尊文庫前庭に
建つ互尊翁像。安岡正篤さんの選文が碑陰にある。

野本恭八郎（のもと・きょうはちろう 1852～1936）

百
年
前
の
長
岡
市
街
地
を
見
る

巻
頭
言

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会　

会
長　

磯
田 

達
伸

私
た
ち
の
開
府
四
百
年
、
ル
ー
ツ
の
旅
は

こ
の
十
号
で
、
ひ
と
ま
ず
、
ひ
と
区
切
り
を
迎
え
ま
し
た
。

も
う
、
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が

こ
の
小
誌
は
、
長
岡
の
歴
史
が
持
ち
続
け
て
き
た

市
民
の
精
神
史
を
解
析
し
て
き
ま
し
た
。

言
い
様
を
か
え
れ
ば
、
精
神
史
と
い
う
よ
り
も

長
岡
と
そ
の
周
辺
の
風
土
で
生
き
続
け
て
き
た

人
間
の
歴
史
と
い
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
く
人
間
力
が
あ
り
ま
し
た
。

決
し
て
、
額
面
通
り
だ
け
で
は
な
い
不
死
鳥
の
不
屈
の
魂
が

私
た
ち
を
護
っ
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
長
岡
市
民
の
精
神
史
と
は
何
で
し
ょ
う
。

四
百
年
の
彼
方
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
常
在
戦
場
の
精
神
が

米
百
俵
の
心
を
生
み
、
そ
し
て
近
代
の
開
府
三
百
年
の
前
後
に

世
界
を
救
お
う
と
す
る
互
尊
思
想
を
啓
く
に
至
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
長
岡
市
民
、
一
人
一
人
が
誇
り
に
思
い

そ
し
て
、
次
な
る
百
年
に
向
け

新
し
い
米
百
俵
の
実
績
を
積
み
上
げ
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

右の建物が撮影した長岡
銀行（屋根の展望台）

当時の本町通り

南方向南東方向長岡駅方面東方向北東方向
六
十
九
銀
行

中
島
製
油
所

谷
秀
商
店

本
町
通
り

渡
里
町
通
り

金
倉
山

鋸
山

本
町
通
り

表
町
通
り

長
岡
郵
便
局

長
岡
病
院

互
尊
文
庫

長
岡
銀
行

屋
根
展
望
台

劇
場「
長
岡
座
」の

昇
り
旗

建
設
中
の
長
岡
市
役
所

北
越
新
報
社

平
潟
神
社

ひ
ら
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世
界
・
人
類
を
救
う

野
本
互
尊
翁

人類の平和

自分の幸せと
他人の幸せ

一人一人が
幸せになる

時
代
の
嵐
に
乗
じ
て

英
雄
に
な
る
者
を
風
雲
児
と
い
う
。

穏
や
か
な
生
活
の
な
か
に
も

新
し
い
思
想
を
興
し
て

人
の
歴
史
を
変
え
て
ゆ
く
も
の
を
哲
人
と
い
う
。

長
岡
商
人
、
野
本
恭
八
郎
（
号
・
互
尊
翁
）
は

天
下
国
家
が
仰
天
し
た
互
尊
思
想
を

創
始
し
て
、
当
時
の
長
岡
商
人
た
ち
に

新
境
地
を
与
え
て
く
れ
た
。

そ
の
志
の
原
点
に
、
長
岡
の
近
代
商
工
業
の

発
達
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
互
尊
翁
が
互
尊
思
想
を
唱
え
た
の
は

い
ま
か
ら
百
年
く
ら
い
前
の
こ
と
だ
。

明
治
維
新
後
、
日
本
近
代
化
の
ひ
ず
み
は

物
の
価
値
観
ま
で
も
ゆ
が
ま
せ

格
差
が
広
が
っ
て
い
た
。

旧
身
分
で
さ
え
復
活
し
か
ね
な
い
風
潮
の
な
か
で

市
民
協
働
の
長
岡
大
合
併
の
推
進
役
や

工
業
都
市
の
形
成
に
尽
力
し
た
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
文
化
都
市
の
形
成
が

市
民
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
率
先
し
て

新
生
活
運
動
に
邁
進
し
た
。

図
書
館
が
市
民
の
人
間
形
成
に

お
お
き
な
役
割
を
果
た
す
と
確
信
し

私
財
を
投
げ
う
っ
て
互
尊
文
庫
を
寄
附
し
て
い
る
。

彼
の
唱
え
た
互
尊
独
尊
の
思
想
は

世
界
・
人
類
が
悩
み
抜
い
て
い
る

平
和
の
根
源
を
解
決
し
て
く
れ
る
も
の
だ
。

今
も
、
そ
の
伝
説
的
聖
地
が
あ
る
。

日
本
互
尊
社
で
あ
る
。

そ
の
最
大
に
し
て
、
最
良
の
世
界
観
の
発
祥
地
が

長
岡
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
。

長
岡
開
府
四
百
年
。
万
歳
。

互
尊
翁
は
万
歳
を
協
同
一
致
の
礼
儀
と

考
え
て
い
た
ら
し
い
。

式
典
な
ど
の
際
の
野
本
恭
八
郎
は

足
の
つ
ま
先
ま
で
立
っ
て

精
一
杯
の
声
を
張
り
上
げ
て

勢
い
よ
く
両
手
を
天
に
突
き
あ
げ
る
。

そ
の
見
事
な
様
子
が
見
た
く
て

商
人
仲
間
は
集
会
の
終
わ
り
に

野
本
恭
八
郎
を
万
歳
係
に
し
た
。

野
本
に
と
っ
て
は

万
歳
は
人
生
哲
学
の
一
端
で
あ
り

終
結
の
象
徴
だ
と
い
う
。

万
歳
を
堂
々
と
す
る
互
尊
翁
か
ら
は

不
思
議
な
魅
力
が
醸
さ
れ
た
。

長
岡
万
歳

（
イ
メ
ー
ジ
図
）

ご
そ
ん
お
う
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襖絵　水島爾保布画「杉に松欅と共に我れ人の 身と心との鏡となりて」

八十一之秋とあるから昭和７年頃の書。日本が戦争に
巻きこまれてゆくことを憂いたものか。

互尊止戈（ごそんしほ）

横山大観が描いた青富士に明治節と大書し、脇に「日に年に世にかがやかせ、内は
独尊 外は互尊に」と記した。昭和２年は明治節（のち文化の日）が制定された。

横山大観画「富士山の絵」

　

長
岡
商
人
、
野
本
恭
八
郎
は
不
思
議
な
人
だ
。

お
よ
そ
利
益
を
追
求
す
る
商
人
と
は
、
ま
る
で

違
っ
た
価
値
観
を
構
想
し
て
ゆ
く
め
ず
ら
し
い

人
間
だ
っ
た
。

　

彼
が
生
き
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
は
、

近
代
日
本
の
激
動
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
渦
中

に
あ
っ
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
る
価
値
を

問
い
、
社
会
と
と
も
に
共
生
を
し
た
い
と
い
う
希

求
が
、
偉
大
な
互
尊
思
想
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　

あ
え
て
、
互
尊
思
想
を
表
現
し
た
が
、
野
本

恭
八
郎
が
広
め
よ
う
と
し
た
み
ず
か
ら
の
生
き

様
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
生
き
方
は
、
そ
の
後

の
長
岡
の
人
び
と
に
有
形
・
無
形
の
影
響
を
与

え
て
い
る
。

　

互
尊
思
想
の
一
番
の
目
的
は
「
世
界
平
和
」

で
あ
る
。
人
類
に
博
愛
を
も
た
ら
し
、
互
い
に
個

性
を
認
め
あ
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
幸
せ
に
す

ご
せ
る
世
界
を
造
り
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

大
仰
な
い
い
方
が
許
さ
れ
れ
ば
、「
人
間
が

人
間
と
し
て
生
命
を
全
う
す
る
喜
び
を
、
全
人

類
で
共
有
し
よ
う
」
と
い
う
思
想
に
い
き
あ
た

る
。
そ
こ
に
は
政
治
学
な
ど
の
社
会
科
学
を
超

え
る
作
用
も
働
き
、
な
か
ば
哲
学
的
で
倫
理
学

的
で
も
あ
る
。

　

恭
八
郎
は
商
人
だ
っ
た
が
、
儒
教
の
基
本
を

両
親
や
儒
学
者
に
教
え
て
も
ら
い
、
仏
教
に
帰

依
し
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
も
興
味
を
も
っ
た
。

し
か
し
、
聖
人
と
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
一
長
岡

市
民
と
し
て
、
市
民
の
幸
福
を
願
う
慈
善
家
と

し
て
の
顔
を
保
ち
続
け
た
稀
有
の
人
物
で
あ
る
。

　

新
潟
県
長
岡
市
小
国
町
横
沢
。
そ
こ
は
、
い

ま
も
越
後
ら
し
い
原
風
景
が
残
っ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
。
そ
こ
で
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
恭

八
郎
は
生
ま
れ
て
い
る
。

　

父
は
山
口
平
三
郎
。
母
は
と
せ
。
山
口
家
は

上
山
藩
の
大
庄
屋
格
の
豪
農
。
兄
は
の
ち
に
日

本
石
油
会
社
な
ど
を
興
す
権
三
郎
な
ど
の
兄
弟

が
い
た
。

　

幼
い
頃
は
越
後
の
二
大
私
塾
の
ひ
と
つ
三
余

堂
の
相
沢
朴
斎
に
学
び
、
上
山
藩
の
藩
校
明
新

日本互尊社・欅心軒の襖絵　水島爾保布画「富士山図」　互尊翁は「富士山は地霊の表象たる天岳」と表現した。

水島爾保布画「刈羽郡小国村　互尊翁生家山口家」の長屋門

世
界
平
和
の
願
い

独
尊
か
ら
互
尊
へ

人
類
・
普
遍
の
世
界
観

自
我
に
め
ざ
め
る

互
尊
思
想
と
は

長

岡

商

人
か
ら
生
ま
れ
た
思

想

共

存

共

栄
を
第

一

義
と
し

理

想
の
商

工

業

都

市
を
め
ざ
す

文

化
が
ま
ち
を
造
り
あ
げ

人
は
心

豊
か
な
生

活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る

館
支
館
で
ど
っ
ぷ
り
と
儒
教
を
親
し
ん
で
い

る
。
師
の
朴
斎
は
恭
倹
に
こ
だ
わ
っ
た
人
物
だ
。

　

恭
八
郎
は
、
そ
ん
な
師
に
学
ぶ
と
と
も
に
民

間
の
教
科
書
と
も
い
う
べ
き
『
実
語
教
』
の
「
山

高
き
ゆ
え
に
貴
か
ら
ず
、
樹
有
る
を
以
て
貴
し

と
す
」
の
人
生
訓
に
感
動
す
る
。

　
「
実
存
と
は
何
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
。

そ
し
て
、
生
命
の
不
可
思
議
か
ら
芽
生
え
た
己

の
自
我
が
課
題
と
な
っ
た
。

　

さ
て
、
そ
の
恭
八
郎
が
二
十
歳
の
明
治
五
年
、

長
岡
商
人
の
野
本
家
に
養
子
に
入
っ
た
。

　

当
時
の
旧
長
岡
城
下
は
戦
争
の
惨
禍
か
ら
の

復
興
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
。
士
族
と
商

人
は
互
い
に
い
が
み
合
い
、
ま
ち
の
発
展
を
阻

ん
で
い
た
。

　
「
自
己
の
存
在
を
余
り
に
主
張
す
る
時
に
は
、

か
え
っ
て
他
人
を
無
視
す
る
。
元
来
、
人
間
は

同
じ
人
間
で
あ
れ
ば
、
同
等
の
価
値
が
あ
る
者

で
あ
り
、
自
己
を
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、

他
人
を
も
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
」

　

四
十
歳
の
頃
の
野
本
恭
八
郎
の
感
慨
で
あ

る
。
長
岡
商
人
と
し
て
、
士
族
、
農
民
、
商
人

の
間
で
身
分
差
に
苦
し
ん
だ
。
そ
し
て
何
よ
り

も
他
領
（
封
建
制
）
の
違
い
に
よ
り
生
活
文
化

も
違
い
、
価
値
観
の
違
い
が
良
心
を
苦
し
め
る

こ
と
に
な
る
。

　

そ
ん
な
な
か
で
野
本
恭
八
郎
は
、
す
す
ん
で

別
の
社
会
と
関
わ
ろ
う
と
し
、
第
六
十
九
国
立

銀
行
の
取
締
役
に
な
っ
た
り
新
潟
県
会
議
員
に

も
な
っ
た
り
し
た
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
み
ず
か
ら
の
法
名
を
「
大

勝
院
互
尊
独
士
三
貴
妙
位
」
と
名
づ
け
た
。
互

尊
独
士
が
の
ち
の
互
尊
独
尊
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
三
貴
は
、
儒
教
の
い
う
「
仁
・

勇
・
智
」
の
貴
さ
で
、「
仁
、
深
き
が
ゆ
え
に

貴
か
ら
ず　

互
尊
を
以
て
貴
し
と
為
す
。
勇
、

強
き
が
ゆ
え
に
貴
か
ら
ず　

共
成
を
以
て
貴
し

と
為
す
。
智
、
広
き
が
ゆ
え
に
貴
か
ら
ず　

独

尊
を
以
て
貴
し
と
為
す
」（
互
尊
翁
説
）
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
三
貴
と
呼
ん
だ
恭
八

郎
に
は
、
人
間
と
は
何
か
。
人
間
の
摂
理
と
は

何
か
が
大
き
な
命
題
に
な
っ
た
。

　

宇
宙
に
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
個
人
の
生
命

体
は
尊
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
独
尊
と
い
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
お
の
れ
の
存
在
を
主
張
す
る
独

尊
が
、
他
人
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
間
は
同
じ
人
間
で
あ
れ
ば
同
等
の
価
値
が
あ

る
者
で
あ
り
、
自
己
を
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
と

と
も
に
、
他
人
を
も
尊
敬
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
互
尊
独
尊
の
境
地
に
達
す
る
。

　

西
洋
の
哲
学
者
カ
ン
ト
の
い
う
「
自
敬
、
他

敬
」
の
説
が
独
尊
、
互
尊
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

互
尊
思
想
は
、
一
長
岡
市
民
が
創
造
し
た
思

想
で
あ
る
。
他
を
尊
ん
で
、
み
ず
か
ら
の
人
間

性
を
高
め
て
ゆ
く
作
用
を
持
つ
と
い
う
特
徴
を

持
つ
も
の
だ
。
人
は
儒
教
の
い
う
孟
子
の
性
善

説
を
と
り
、
努
力
す
れ
ば
良
知
に
至
る
。
そ
の

主
張
を
し
た
か
ら
こ
そ
「
互
尊
翁
」
と
称
さ
れ

る
に
至
っ
た
。

　
「
宇
宙
は
独
尊
の
道
場
な
り
、
互
尊
は
万
有

の
活
動
な
り
」
と
唱
え
た
世
界
観
は
、
無
限
の

人
類
の
幸
福
を
約
束
さ
せ
て
く
れ
る
福
音
だ
。

か
み
の
や
ま
は
ん

け　

う

い
ち

ぼ
く
さ
い
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そ
の
原
点
は
至
誠
と
行
動
の
商
人

言
行
録

誓文

小
国
の
郷
か
ら
動
乱
の
長
岡
へ

誠
は
天
の
道
な
り

三
夜
会
で
の
有
考
の
説

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八
月
、
二
十
歳
の

山
口
恭
八
郎
は
長
岡
町
人
野
本
家
の
養
子
に

入
っ
た
。
当
時
の
野
本
家
の
商
売
は
不
動
産
業

と
貸
金
業
。
一
家
の
主
人
は
養
祖
母
の
ひ
で
、

そ
れ
に
妻
と
な
る
長
女
り
い
と
そ
の
妹
り
つ
と

い
う
女
性
だ
け
の
家
族
構
成
で
あ
っ
た
。

　

長
岡
は
、
維
新
後
の
動
乱
が
残
る
な
か
、
士

族
と
町
人
、
老
舗
の
旦
那
と
新
興
の
商
人
な
ど
、

分
け
隔
て
る
見
え
な
い
壁
が
あ
っ
た
。
新
時
代

を
迎
え
た
も
の
の
、
長
く
続
い
た
封
建
社
会
の

名
残
り
は
、
共
通
の
価
値
観
を
見
い
だ
せ
ず
し

ば
し
ば
対
立
を
生
ん
で
い
た
。

　

小
国
か
ら
出
て
来
た
「
入
り
婿
」
野
本
恭
八

郎
は
、
今
ま
で
の
人
生
と
は
全
く
違
う
環
境
で

商
人
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
る
。

　

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
恭
八
郎
が
自

ら
を
律
す
る
誓
文
を
し
た
た
め
た
こ
の
年
、
恭

八
郎
と
実
兄
山
口
権
三
郎
は
、
商
工
人
の
集
ま

り
誠
之
社
を
設
立
し
た
。
名
前
の
由
来
は
中
庸

の
「
誠
は
天
の
道
な
り
、
之
を
誠
に
す
る
は
人

の
道
な
り
」。
誠
を
大
義
と
し
た
商
工
人
の
集

ま
り
で
あ
っ
た
。
同
年
十
二
月
十
五
日
夜
、
第

六
十
九
国
立
銀
行
で
行
わ
れ
た
設
立
総
会
は
一

時
緊
張
感
が
張
り
つ
め
た
。
設
立
大
意
に
「
貨

幣
の
流
出
を
抑
え
る
た
め
に
外
国
品
の
輸
入
を

抑
え
て
、
国
産
品
を
製
造
し
輸
出
を
奨
励
す
る
」

と
い
う
宣
言
の
一
部
分
に
、
輸
入
物
を
扱
う
唐

物
商
の
岸
宇
吉
が
激
し
く
反
論
し
た
。
恭
八
郎

は
、
長
岡
商
人
代
表
格
の
岸
に
対
し
て
自
ら
の

商
売
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
た
ら
自
国
の
産
業

が
盛
ん
に
な
る
か
を
考
え
る
べ
き
か
を
主
張

し
、
交
通
機
関
の
発
達
、
特
に
鉄
道
の
誘
致
を

提
案
し
た
。
こ
の
提
案
に
対
し
岸
は
素
直
に
賛

意
を
示
し
、
長
岡
に
お
け
る
殖
産
興
業
の
可
能

性
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
を
始
め
る
。

　

誠
之
社
は
権
三
郎
を
は
じ
め
、
西
脇
国
三
郎

な
ど
の
近
郊
地
主
も
名
を
連
ね
、
同
社
を
通
じ

て
長
岡
へ
参
画
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
近
代
都
市
へ
の
発
展
を

資
本
面
で
後
押
し
す
る
。　

　　

明
治
二
十
年
頃
に
な
る
と
、
士
族
の
取
り
ま

と
め
役
、
三
島
億
二
郎
は
北
海
道
開
拓
に
傾
注

し
、
若
手
商
人
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
大
橋
佐

平
は
拠
点
を
東
京
に
移
し
た
。
拠
り
所
を
失
い

閉
塞
感
が
漂
う
地
方
都
市
、
あ
る
商
人
は
こ
の

頃
を
「
惰
力
に
て
い
わ
ゆ
る
現
状
維
持
と
も
言

う
べ
き
趨
勢
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

　

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
七
月
、
経
済
研

究
団
体
で
あ
る
三
夜
会
で
恭
八
郎
は
「
有
考
の

説
」
と
題
し
て
「
こ
れ
か
ら
は
自
ら
の
考
え
無

し
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」、「
考
え
る
だ
け
で

な
く
お
互
い
に
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
演
説
し
た
。

　

多
く
を
学
ん
だ
諸
先
輩
の
志
を
受
け
継
ぐ
恭

八
郎
の
演
説
に
、
広
井
一
や
渡
辺
藤
吉
な
ど
の

若
手
経
済
人
は
共
感
し
、
そ
の
後
の
発
展
期
を

リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
。

　

自
身
が
前
面
に
立
つ
こ
と
は
少
な
か
っ
た

が
、
恭
八
郎
は
長
岡
経
済
界
に
共
存
共
栄
の
道

を
示
す
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

日
本
の
歴
史
、
万
国
の
歴
史
を
知
ら
ず
し

て
、
人
類
の
発
展
・
発
達
は
な
い
。
お
よ

そ
実
業
界
に
立
つ
も
の
は
人
間
の
歴
史
を

知
ら
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

自
我
に
覚
醒
し
た
も
の
が
、
己
を
知
ろ

う
と
す
る
。そ
の
学
問
に
歴
史
学
が
あ
る
。

人
間
と
は
何
者
か
。
日
本
人
の
根
源
の

「
ル
ー
ツ
」
を
知
る
こ
と
で
、商
工
業
（
実

業
）
に
従
事
す
る
価
値
を
知
る
。
ま
た

互
尊
翁
は
「
良
き
実
業
人
に
は
識
見
が

大
切
で
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

合
併
は
ひ
と
り
、
長
岡
町
の
た
め
だ
け
で

は
な
い
。
ま
た
、
ほ
か
の
た
め
ば
か
り
で

も
な
い
。
共
同
一
致
の
団
体
を
つ
く
る
こ

と
は
人
間
界
の
た
め
で
あ
る
。

士
族
の
長
岡
本
町
と
商
人
の
長
岡
町
、

そ
れ
に
周
辺
の
村
々
が
合
併
で
き
な
い

で
い
た
こ
ろ
。
商
工
業
の
発
展
・
発
達

の
た
め
に
「
共
同
一
致
」
を
人
び
と
に

説
い
た
。

独
尊
を
知
っ
て
こ
そ
互
尊
が
あ
る
。
互
尊

が
広
ま
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
徳
風
が
社
会

に
吹
く
。

独
尊
と
は
自
分
自
身
の
特
性
（
特
質
）

を
知
り
、
み
ず
か
ら
を
大
切
に
生
き
抜

く
知
性
を
養
う
こ
と
で
あ
り
、
他
と
交

わ
る
に
互
い
の
個
性
を
認
め
合
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
互
尊
翁
が
説

く
「
互
尊
止
戈
」
の
世
界
と
な
り
、
戦

争
も
な
く
な
る
。

小
が
あ
る
か
ら
大
が
あ
る
。

「
大
を
生
か
す
に
は
小
が
必
要
で
あ
る
」

と
も
い
う
。
大
き
な
部
屋
の
脇
に
小
さ
な

部
屋
が
野
本
邸
に
は
あ
り
、
調
整
機
能
を

果
た
し
て
い
た
。

あ
り
が
た
や
あ
り
が
た
や　

日
々
お
も
し

ろ
く　

は
た
ら
か
ん　

人
は
た
が
い
に　

尊
み
あ
い
て　

あ
さ
起
き
て
心
の
帯
を
締
め
直
し　

日
に

若
が
え
り　

世
を
ば　

あ
ら
た
に

あ
め
つ
ち
の　

妙
な
る
恵
み　

う
け
つ
ぎ

て　

世
の
為
つ
く
す　

人
ぞ
尊
き

独
尊
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

い
が
、
心
意
気
を
は
つ
ら
つ
と
す
ご
そ
う

と
す
れ
ば
、
自
分
の
尊
さ
に
き
づ
く
も

の
で
あ
る
。

図
書
館
を
以
て
、
我
が
宝
と
仰
ぎ　

人
生
の
記

念
た
る
思
想
界
の
博
覧
会
と
知
れ

図
書
館
を
以
て
、
我
が
宝
と
仰
ぎ　

世
に
立
つ

活
人
中
心
の
自
発
機
関
と
知
れ

図
書
館
を
以
て
、
我
が
宝
と
仰
ぎ　

活
新
味
の

読
書
と
研
究
の
社
会
道
場
と
知
れ

図
書
館
「
互
尊
文
庫
」
の
入
口
に
掲
げ

ら
れ
て
い
た
。

長羽織を着した互尊翁（『互尊翁』より）

水島爾保布画「互尊翁出生地　小国郷中央部　山口家門前より展望」

山本五十六は、互尊翁の格言「清
修自守」を揮毫した際、自署の
前に「後進」と記して師と仰い
だ互尊翁を思慕した。

人間を中心に物事を考える。互尊翁は三の数字にこだわり、
そこに思想発揚の原点をおいたといわれている。

野本互尊翁の書

水島爾保布画「互尊文庫創立」

日本互尊社如是蔵博物館に展示されている互尊翁の胸像

と
う
と せ

い
し
し
ゃ

す
う
せ
い

9　言行録 その原点は至誠と行動の商人　8



互
尊
思
想
の
結
晶 

互
尊
文
庫

大正記念長岡市立互尊文庫 本館は木造二階建てで、一階には事務室、児童閲覧室などがあり、書庫は耐火性の高いれんが造りの三階建て。当時としてはモダンな建築物ができあがった。

大正記念長岡市立互尊文庫の庭園　柏崎市立図書館所蔵

互
尊
思
想
の
結
晶

蔵
書
に
特
徴

互
尊
文
庫
の
設
立

図
書
館
を
寄
附
し
た
の
で
は
な
い

活
新
味
の
三
読
法

日
本
互
尊
社
の
設
立

　

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
五
月
、
互
尊
翁
は

大
正
天
皇
即
位
の
大
礼
を
祝
う
記
念
事
業
と
し

て
、
互
尊
文
庫
を
寄
附
し
そ
の
経
営
も
長
岡
市

に
任
せ
た
い
と
市
長
に
申
し
入
れ
た
。
市
側
の

賛
同
を
あ
ら
か
じ
め
得
た
互
尊
翁
は
同
年
十
月

十
一
日
「
大
正
記
念
互
尊
文
庫
創
設
費
・
維
持

費
寄
附
及
経
営
願
」
を
長
岡
市
に
提
出
し
た
。

　

互
尊
文
庫
は
現
在
の
長
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

付
近
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
場
所
は
長
岡
藩
時

代
に
は
御
会
所
（
役
所
）の
あ
っ
た
場
所
で
、
三

島
億
二
郎
の
旧
居
を
鉱
業
家
風
間
退
三
氏
が
所

有
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
買
い
取
っ
た
。
庭
園
に

は
樹
木
が
あ
り
、
多
く
の
緑
に
囲
ま
れ
て
い
た
。

　

互
尊
翁
は
内
省
の
人
で
あ
る
。
互
尊
思
想
を
創
り
あ
げ
た
と
し
て
も
、
市
民
に
そ
の
思
想
を
押
し
つ

け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

図
書
館
の
互
尊
文
庫
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
に
自
覚
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
、
当
時
、
日
本
の
政
治
は
日
本
の
富
強
を
め
ざ
し
て
お
り
、
軍
事
力
の
増
強
が
一
番
の
課
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
野
本
は
軍
事
力
が
第
一
で
は
な
く
、
日
本
の
商
工
業
の
発
展
発
達
が
第
一
義
だ
と

考
え
て
い
た
。

　

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
自
己
の
責
任
の
な
か
で
、
商
工
業
の
発
達
に
尽
力

す
る
こ
と
に
あ
る
と
野
本
は
主
張
し
は
じ
め
る
。
そ
の
基
本
は
「
今
日
一
日
、
あ
り
が
た
く
、
お
も
し

ろ
く
、
は
た
ら
き
て
、（
中
略
）
感
謝
す
る
心
だ
」
と
い
う
。

　

そ
の
結
晶
が
図
書
館
で
あ
る
と
互
尊
翁
。
教
養
と
教
育
。
そ
れ
も
実
業
の
教
育
こ
そ
、
ま
ず
郷
土
発

展
の
最
善
の
道
で
あ
る
と
構
想
し
、
そ
こ
に
互
尊
思
想
を
入
れ
「
互
尊
文
庫
」
と
し
よ
う
と
し
た
。

　

互
尊
翁
は
互
尊
思
想
の
修
養
の
場
と
し
て
図

書
館
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
考
え
を
も
っ

て
い
た
。
世
の
中
の
人
び
と
に
翁
の
互
尊
思
想

を
広
げ
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
考

え
た
結
果
が
図
書
館
の
設
立
に
つ
な
が
っ
た
。

互
尊
文
庫
の
設
立
は
互
尊
翁
が
理
想
と
す
る
社

会
を
実
現
す
る
た
め
の
一
端
で
あ
っ
た
。

　　　

市
民
が
購
入
で
き
な
い
よ
う
な
貴
重
な
図
書

を
集
め
、
法
律
・
経
営
・
工
学
な
ど
長
岡
市
の

産
業
界
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
図
書
を
購
入
し

た
。
娯
楽
書
は
排
除
し
な
か
っ
た
が
、
ご
く
少

未
来
の
た
め
の
図
書
館
へ

な
い
も
の
で
、
学
生
や
社
会
人
、
子
ど
も
の
た

め
の
教
養
本
の
収
集
に
つ
と
め
て
い
る
。
特
に

郷
土
資
料
の
収
集
に
力
を
入
れ
、
古
文
書
に
も

関
心
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
自
尊
の
精

神
は
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
知
る
こ
と
か
ら
と
い

う
互
尊
翁
の
主
張
が
背
景
に
あ
っ
た
。
開
館
時

間
を
夜
間
、
休
日
に
延
長
し
、
社
会
人
学
習
を

す
す
め
、
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
。

　
「
わ
た
し
は
図
書
館
を
寄
附
し
た
の
で
は
な

い
、
互
尊
文
庫
を
寄
附
し
た
の
で
あ
る
」
と
い

う
互
尊
翁
の
言
葉
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

大
正
七
年
六
月
八
日
に
開
館
式
を
と
り
お
こ

な
っ
た
。
今
ま
で
市
内
に
あ
っ
た
私
立
図
書
館

で
閲
覧
人
数
が
一
万
人
を
超
え
た
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
文
庫
が
開
館
し
た
大
正
七
年
に
は

五
万
人
を
超
え
た
。
大
正
十
年
の
統
計
「
全
国

図
書
館
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
、
互
尊
文

庫
の
お
よ
そ
三
万
六
千
冊
の
蔵
書
は
全
国
の
郡

市
町
村
立
図
書
館
の
中
で
第
三
位
に
数
え
ら
れ

た
。
開
館
以
来
利
用
者
は
年
々
増
加
し
、
学
生
、

教
員
、
実
業
家
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
互
尊
文

庫
で
学
び
、
講
演
会
な
ど
も
開
か
れ
て
文
化
活

動
の
一
翼
を
担
っ
た
。

　

互
尊
文
庫
に
行
く
こ
と
は
、
長
岡
市
民
の
ス

テ
ー
タ
ス
と
な
っ
て
い
っ
た
。
子
ど
も
、
高
齢

者
、
学
生
、
産
業
人
、
女
性
た
ち
が
学
習
だ
け

で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
人
生
を
楽
し
み
、
有
意

義
に
す
ご
す
た
め
に
互
尊
文
庫
に
通
っ
た
。
そ

こ
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
、
何
か
目
標
が
つ
か
め

る
希
望
が
生
ま
れ
た
。
談
話
室
の
よ
う
な
も
の

ま
で
あ
り
、
長
岡
の
産
業
界
の
経
営
者
が
集
っ

て
、
偶
然
の
話
し
合
い
が
、
長
岡
の
商
工
業
に

新
し
い
力
を
与
え
て
く
れ
た
。
同
時
に
、
市
外

か
ら
の
訪
問
者
が
ふ
え
て
、
大
き
な
商
圏
が
広

が
っ
て
い
っ
た
。
開
府
三
百
年
祭
後
の
ま
ち
を

大
き
く
す
る
機
運
も
高
ま
っ
て
、
知
の
創
造
が

長
岡
の
商
工
業
の
発
達
に
役
立
っ
た
。

訪問者を出迎える互尊翁。門前の石碑は昭和15年6月8日除幕の互尊翁の
頌徳碑。題額は山本五十六。

水島爾保布画　「雪の日本互尊社」

　

活
新
味
と
い
う
の
は
互
尊
翁
が
提

唱
し
た
読
書
の
方
法
で
あ
る
。

　

新
読
は
そ
の
時
代
の
新
鮮
味
の
あ

る
読
書
に
触
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
そ

の
新
鮮
な
本
の
学
び
を
自
分
だ
け
で

な
く
、
周
囲
に
も
伝
え
る
こ
と
。

　

味
読
は
味
わ
い
な
が
ら
読
む
こ

と
。
一
般
に
言
わ
れ
る
精
読
よ
り
も

さ
ら
に
深
く
、
著
者
の
背
景
も
加
味

し
て
読
書
を
す
る
こ
と
。

　

活
読
は
読
ん
だ
も
の
を
活
か
す
こ

と
。
読
書
に
よ
っ
て
修
養
し
行
き
つ

く
先
は
活
用
で
あ
る
と
互
尊
翁
は

言
っ
た
。

　

日
本
互
尊
社
は
昭
和
九
年
に
互
尊
翁
が
全
財

産
を
投
じ
て
設
立
し
た
。
互
尊
文
庫
が
互
尊
独

尊
の
精
神
を
知
る
た
め
の
道
場
と
す
れ
ば
、
日

本
互
尊
社
は
互
尊
思
想
を
守
り
広
め
る
機
関
で

あ
る
。

　

昭
和
八
年
に
大
病
を
患
っ
た
互
尊
翁
は
夫
人

と
の
相
談
の
結
果
、
決
意
を
固
め
た
。
六
人
の

子
を
失
っ
た
夫
妻
は
家
の
断
絶
が
天
命
と
考

え
、
全
財
産
を
日
本
互
尊
社
の
設
立
に
投
ず
る

表
明
を
し
た
。
齢
八
十
歳
を
超
え
、
こ
の
世
に

何
を
残
す
べ
き
か
悩
ん
だ
末
の
決
断
で
あ
っ

た
。
残
念
な
こ
と
に
互
尊
翁
の
互
尊
思
想
の
実

現
に
お
い
て
支
え
続
け
た
り
い
夫
人
は
、
そ
の

設
立
を
見
ぬ
ま
ま
病
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。

　

現
在
の
日
本
互
尊
社
は
公
益
財
団
法
人
と

な
っ
た
。
設
立
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
敷
地
内
に
は

石
造
り
の
如
是
蔵
博
物
館
が
あ
る
。
長
岡
空
襲

に
も
耐
え
た
こ
の
建
物
の
館
内
で
は
互
尊
翁
の

遺
品
と
と
も
に
、
長
岡
の
先
人
の
歴
史
資
料
を

数
多
く
公
開
し
て
い
る
。
広
い
庭
園
の
中
で
は

互
尊
翁
が
好
ん
だ
欅
の
木
が
根
を
張
り
、
緑
陰

を
濃
く
う
つ
し
て
い
る
。

　

互
尊
翁
が
目
指
し
た
互
尊
文
庫
は
自
ら
の
人

生
を
明
る
く
切
り
開
く
人
間
を
育
て
る
こ
と
に

あ
っ
た
。い
わ
ば
人
づ
く
り
の
図
書
館
で
あ
っ
た
。

　

大
正
記
念
互
尊
文
庫
が
で
き
た
こ
と
で
当
時

の
長
岡
は
社
会
教
育
の
先
進
地
と
な
り
、
長
岡

ら
し
い
近
代
文
化
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
。
互

尊
文
庫
の
系
譜
を
引
き
継
ぐ
図
書
館
は
、
こ
れ

か
ら
も
人
づ
く
り
に
一
役
を
担
う
。

11　互尊思想の結晶 互尊文庫 互尊思想の結晶 互尊文庫　10



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
No.10

次
の
百
年
へ 

新
し
い
米
百
俵

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
事
業

第12代 牧野忠訓

長岡市長 磯田達伸

京都の蹴鞠保存会による蹴鞠（けまり）の披露

牧
野
忠
篤
牧
野
家
第
十
五
代
当
主

長
岡
開
府
四
百
年
記
念
式
典
開
催

長
岡
藩
主
第
十
二
代
忠
訓
公
、

十
三
代
忠
毅
公

歴
史
や
文
化
を
見
つ
め
な
お
し

未
来
に
活
か
す

　

第
十
二
代
忠
訓
公
は
丹
後
国
宮
津
藩
主
本
荘

宗
秀
の
第
二
子
と
し
て
天
保
十
五
年
（
一
八
四

四
）
江
戸
で
生
ま
れ
、
十
五
歳
の
時
牧
野
家
十

一
代
忠
恭
公
の
養
子
と
な
っ
た
。
忠
訓
公
の
生

母
と
十
代
忠
雅
公
の
正
室
は
と
も
に
小
田
原
藩

主
大
久
保
忠
眞
公
の
娘
で
姉
妹
で
あ
る
。

　

後
に
忠
恭
公
の
二
女
彜
姫
と
結
婚
し
、
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）
牧
野
家
の
家
督
を
継
い
だ
。

翌
年
一
月
に
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
が
起
こ
り
、

五
月
に
は
北
越
戊
辰
戦
争
に
突
入
し
た
。
長
岡

か
ら
会
津
、
米
沢
、
仙
台
へ
と
難
を
避
け
、
米

沢
の
新
政
府
軍
総
督
府
に
降
伏
状
を
提
出
し
謹

慎
し
た
。
そ
の
後
、
忠
訓
公
は
東
京
に
あ
っ
た

分
家
笠
間
藩
邸
で
謹
慎
し
、
藩
主
の
籍
を
解

　

今
年
は
開
府
四
百
年
で
す
。
戦
国
武
将
の
牧

野
氏
が
入
封
し
て
、
い
ま
ま
で
息
づ
い
て
き
て

い
た
城
下
町
に
常
在
戦
場
の
精
神
を
根
づ
か
せ

て
い
ま
す
。
サ
ム
ラ
イ
も
農
民
も
商
人
た
ち
も
、

そ
の
価
値
観
で
生
活
を
創
造
し
て
く
ら
し
て
き

た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
江
戸
期
に
お
け
る
長
岡

の
城
下
町
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
、
常
在
戦
場

の
精
神
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
人
づ
く
り
教
育
の
米
百
俵
の
精
神

や
互
尊
思
想
は
、
戦
災
や
天
災
を
乗
り
越
え
て

き
た
、
長
岡
の
人
び
と
の
心
の
糧
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

近
隣
の
市
町
村
と
合
併
を
く
り
か
え
し
、
地

域
の
宝
が
長
岡
に
入
っ
て
く
る
た
び
に
、
長
岡

の
文
化
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
異
な
っ
た
個

性
が
交
じ
り
合
い
新
し
い
共
生
が
始
ま
り
ま

す
。
矛
盾
を
同
居
さ
せ
た
文
化
は
、
多
様
性
を

生
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
新
し
い
市
民
力
を
創
り
出
し
て

き
た
長
岡
の
人
び
と
の
本
当
の
姿
を
、
二
○
一

八
年
に
長
岡
に
住
む
人
び
と
は
知
っ
て
誇
り
に

思
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
ふ

る
さ
と
を
創
っ
て
き
た
人
び
と
の
祖
霊
に
対
す

る
感
謝
の
気
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

か
れ
た
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
謹
慎
が
許

さ
れ
、長
岡
に
戻
る
が
、明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

三
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

　

第
十
三
代
忠
毅
公
は
十
一
代
忠
恭
公
の
第
四

子
で
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
生
ま
れ
鋭
橘

と
名
乗
っ
た
。
北
越
戊
辰
戦
争
後
、
父
の
十
一

代
忠
恭
公
と
と
も
に
仙
台
で
謹
慎
生
活
を
送
っ

て
い
た
が
、
十
月
二
十
八
日
新
政
府
か
ら
長
岡

に
戻
っ
て
謹
慎
す
る
よ
う
に
通
達
が
あ
り
、
十

一
月
七
日
忠
恭
公
や
家
臣
た
ち
と
仙
台
を
出

発
、
十
一
月
二
十
二
日
見
附
に
到
着
、
翌
日
栖

吉
村
の
普
済
寺
に
到
着
し
、
二
十
八
日
か
ら
善

照
寺
で
謹
慎
生
活
に
入
っ
た
。
こ
の
年
十
歳
の

鋭
橘
は
兄
の
後
を
受
け
十
三
代
忠
毅
と
な
っ

た
。
北
越
戊
辰
戦
争
後
の
石
高
は
約
三
分
の
一

に
減
ら
さ
れ
た
が
長
岡
藩
は
残
っ
た
。
お
取
り

潰
し
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
家
督
相
続
御
礼
を

新
政
府
側
に
申
し
述
べ
る
た
め
、
翌
明
治
二
年

一
月
、
忠
毅
は
東
京
に
向
け
て
出
発
し
た
。
そ

の
直
前
、
忠
毅
は
「
行
き
た
く
な
い
」
と
駄
々

を
こ
ね
た
が
父
や
姉
達
に
説
得
さ
れ
た
そ
う
で

あ
る
。
大
正
七
年
六
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
互

尊
文
庫
で
は
、
牧
野
家
の
一
員
が
仕
事
を
し
て

い
た
こ
と
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

　

祖
父
忠
篤
は
第
十
一
代
忠
恭
公
の
第
六
子
と

し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
東
京
で
生
ま
れ
、

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
九
歳
で
家
督
を
相

続
し
た
。
母
勝
子
と
お
手
伝
い
の
三
人
で
質
素

な
生
活
を
過
ご
し
学
習
院
高
等
科
を
卒
業
、
慶

應
義
塾
で
は
寄
宿
舎
生
活
を
送
り
、
二
十
七
歳

で
貴
族
院
議
員
と
な
り
、（
財
）
長
岡
社
理
事
長
、

大
日
本
蚕
糸
会
会
頭
、
帝
国
農
会
会
長
、
日
本

石
油
（
株
）
監
査
役
な
ど
数
々
の
要
職
に
つ
い

　

技
術
革
新
が
急
速
に
進
展
す
る
現
在
、
世
の

中
の
何
が
変
化
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
の
か
、
私
た
ち
が
し
っ
か
り
と

把
握
し
な
が
ら
、
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

米
百
俵
の
精
神
が
息
づ
く
長
岡
と
し
て
、
次

の
百
年
を
作
り
出
す
人
材
と
産
業
を
育
成
す
る

と
と
も
に
、
将
来
の
た
め
の
投
資
を
「
新
し
い
米

百
俵
」
と
し
て
積
極
的
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

未
来
を
切
り
開
く
若
者
た
ち
と
そ
れ
を
支
え

て
く
れ
る
市
民
の
皆
様
の
勇
気
と
知
恵
を
も
っ

て
、
次
の
百
年
に
向
け
て
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を

き
り
ま
し
ょ
う
。

　

次
の
百
年
へ
！
平
成
三
十
年
五
月
に
長
岡
開

府
四
百
年
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
し
た
。
未
来

を
担
う
若
者
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
や
歴
史
・
文
化

に
触
れ
る
催
し
な
ど
、
約
二
万
人
の
来
場
者
が

お
祝
い
を
楽
し
み
ま
し
た
。

悠久山房で寛ぐ牧野忠篤（『子爵牧野忠篤伝』より）

記念講演会　講師の小和田哲男氏

未来へのメッセー
ジが大勢の観客を
魅了しました。

市内高校生の
書道パフォーマンス

記念式典オープニングは
悠久太鼓華童会の迫力
ある演奏

長岡人に受け継がれてきた米百俵の精神は私たちの誇りです。
先人たちの想いを胸に、輝く未来を創っていきます。

―市内小学生 160人による歌とメッセージの発表

錦鯉展示や長岡地酒屋台、闘牛
ふれあいなどで長岡の魅力を発信

記念の華展や茶席などで
400年をお祝い

た
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
は
長
岡

市
長
に
就
任
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
長
岡

開
府
三
百
年
祭
で
は
総
裁
を
務
め
た
。

　

普
段
の
生
活
は
東
京
で
あ
っ
た
が
、
長
岡
に

帰
っ
た
時
に
は
、
江
戸
時
代
藩
主
専
用
の
菜
園

が
あ
っ
た
千
歳
荘
の
屋
敷
で
過
ご
し
悠
久
山
の

蒼
柴
神
社
参
拝
の
折
に
は
必
ず
悠
久
山
房
（
忠

篤
命
名
）
に
立
ち
寄
り
小
憩
し
た
。
ま
た
、
東

京
や
地
方
か
ら
名
士
や
知
人
の
来
岡
の
際
に
は

必
ず
こ
の
山
房
に
招
待
し
も
て
な
し
た
。
こ
の

山
房
は
、
焼
夷
弾
の
被
災
に
よ
り
現
存
し
て
い

な
い
。

　

趣
味
は
多
才
で
、
写
真
、
尺
八
、
書
画
骨
董

の
収
集
、
書
道
、
釣
り
、
篆
刻
印
章
、
盆
石
、

芸
術
家
と
の
交
流
、
茶
道
の
他
に
日
置
流
の
弓

術
皆
伝
免
状
を
取
得
し
て
お
り
、
京
都
三
十
三

間
堂
の
通
し
矢
に
出
場
し
好
成
績
を
修
め
た
こ

と
も
あ
る
。

第13代 牧野忠毅

た
だ
か
つ

ほ
ん
じ
ょ
う

た
だ
く
に

む
ね
ひ
で

た
だ
ゆ
き

た
だ
ざ
ね

え
い
き
つ

つ
ね
ひ
め

13　次の百年へ 新しい米百俵 長岡市民になったお殿様 　12



No.10

開
府
四
百
年
の
あ
ゆ
み

い
ま
か
ら
七
十
年
前
、
空
襲
で
焼
失
し
た
互
尊
文
庫
が

明
治
公
園
内
に
再
建
さ
れ
た

復
興
開
館
に
か
け
る
思
い

　

昭
和
二
十
三
年（
一
九
四
八
）十
一
月
、

市
立
互
尊
文
庫
が
明
治
公
園
内
に
復
興

開
館
し
た
。
昭
和
二
十
年
八
月
一
日
の

長
岡
空
襲
で
蔵
書
と
と
も
に
焼
失
し
た

互
尊
文
庫
が
移
転
、
木
造
で
再
建
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

復
興
開
館
の
恩
人
は
、
市
内
で
繊
維

商
を
営
む
内
藤
伝
吉
で
あ
る
。
内
藤
は
、

野
本
互
尊
翁
の
故
事
に
な
ら
い
、
多
額

の
新
築
・
移
転
費
用
を
長
岡
市
に
寄
付
。

十
一
月
十
五
日
の
開
館
式
に
は
、
内
藤

も
家
族
と
と
も
に
列
席
し
、
感
謝
状
を

贈
呈
さ
れ
、
肖
像
画
は
互
尊
翁
と
並
ん

で
掲
額
さ
れ
た
。
長
岡
の
図
書
館
活
動

に
ま
た
一
人
の
恩
人
が
加
わ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

互
尊
文
庫
の
職
員
は
、
復
興
開
館
当

日
の
日
誌
に
「
地
下
に
眠
る
創
設
者
野

本
互
尊
翁
も
満
足
の
事
と
思
は
る
」
と

記
し
た
。
創
立
の
理
念
の
継
承
と
、
復

興
開
館
の
日
を
迎
え
た
安
堵
の
思
い
が

に
じ
み
出
る
文
面
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
二
年
に
木
造
の
互
尊
文
庫

は
鉄
筋
に
新
築
さ
れ
、
昭
和
六
十
二
年

に
は
、
長
岡
市
立
中
央
図
書
館
が
開
館

す
る
。

　

野
本
恭
八
郎
と
内
藤
伝
吉
、
そ
し
て
、

復
興
開
館
に
関
わ
っ
た
大
勢
の
市
民
や

県
内
の
図
書
館
職
員
を
は
じ
め
と
す
る

先
人
た
ち
の
思
い
は
、
今
年
百
周
年
を

迎
え
た
長
岡
の
図
書
館
に
今
も
引
き
継

が
れ
て
い
る
。

再建された木造の互尊文庫
昭和23年（1948）に復興開
館を迎えた互尊文庫を背景
に撮影された関係者の記念
写真。前列左から２人目は松
田弘俊第９代長岡市長。

内藤伝吉肖像画
長岡ゆかりの洋画家・高村眞夫が描き、
再建された互尊文庫の開館式で掲げら
れた肖像画。内藤伝吉（1876～1954）
は、菓子商大和屋（柳原町）に生まれ、
繊維商内藤家の養子となった。多額の
金員や蓄音機などを寄附し、互尊文庫
の復興に大きな貢献を果たした。

現在の互尊文庫
昭和42年（1967）、市制60周年記念事業として鉄筋コンクリート３階建てで
新築された現在の互尊文庫。昭和62年に開館した長岡市立中央図書館の地
域館として、明治公園内の互尊翁銅像とともに今も市民から親しまれている。

互尊文庫の正面玄関

にぎわう復興開館後の互尊文庫
明治公園内に木造2階建てで移転・新築された互尊文庫の一般閲覧室は、
大勢の市民に利用にされ、満席が続いた。

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。

第10回

京都編

　

長
岡
に
は
市
民
が
楽
し
み
に
す
る
三
大

祭
り
、
長
岡
ま
つ
り
、
雪
し
か
祭
り
、
米

百
俵
ま
つ
り
が
あ
る
。
米
百
俵
ま
つ
り
は

時
代
行
列
や
子
ど
も
の
米
百
俵
劇
な
ど
城

下
町
な
ら
で
は
の
賑
わ
い
の
日
に
な
る
。

そ
の
中
に
私
が
参
加
し
て
い
る
江
戸
幕
府

輸
送
艦
順
動
丸
隊
が
あ
る
。

　

順
動
丸
隊
と
は
坂
本
龍
馬
や
白
峰
駿
馬

や
勝
海
舟
が
い
る
が
長
岡
と
何
の
繋
が
り

も
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

　

龍
馬
は
土
佐
（
高
知
県
）
出
身
で
海
援

隊
や
亀
山
社
中
の
設
立
を
し
た
人
物
。

　

駿
馬
は
長
岡
出
身
の
武
士
で
、
龍
馬
と

初
め
て
出
会
っ
た
場
所
こ
そ
が
順
動
丸
船

上
と
い
う
。
海
軍
操
練
所
で
勝
の
弟
子
と

な
る
が
、
操
練
所
閉
鎖
後
は
勝
の
勧
め
で

龍
馬
の
元
に
行
き
海
援
隊
に
入
る
。
の
ち

に
白
峰
造
船
所
を
開
き
日
本
人
初
の
洋
式

造
船
を
建
設
し
た
人
物
だ
。

　

勝
は
龍
馬
や
幕
末
の
志
士
達
を
乗
せ
て

い
た
順
動
丸
の
指
揮
官
と
い
う
経
歴
が
あ

り
、
第
7
回
で
も
紹
介
し
た
が
順
動
丸
は

〜
長
岡
志
士
が
残
し
た
現
代
長
岡
〜

後
世
に
残
し
た
長
岡
魂
を
つ
な
ぐ
た
め
に…

龍馬を斬った刀や龍馬が口にした醤油？の
展示など数多くの展示物がある。

霊山歴史館（上）
霊山歴史館の木村幸比古副館長。
部屋の一番奥には松下幸之助や
田中角栄など立派な方々が座った
という椅子がある。

木村副館長と（右上）

京都の町並みを見渡せるところにある京都東
山。両隣に中岡慎太郎、藤吉のお墓があり今
でも龍馬を支えているに違いない。

坂本龍馬、中岡慎太郎、藤吉の墓

再建した寺田屋だがこの部屋の窓から色々な良き日
本を想い日本の夜明けをイメージしていたんだろう。

寺田屋、龍馬の部屋

龍馬の等身大の人形。リアルな人形は龍馬フ
ァン必見。

坂本龍馬と自分

新
政
府
軍
と
の
戦
い
で
自
爆
し
最
期
を
寺

泊
沖
で
終
え
た
船
で
あ
る…

。

　

今
回
は
歴
史
を
残
し
現
代
に
語
り
継
ぐ

R
O
O
T
S
が
多
く
あ
る
京
都
に
向
か
っ
た
。

　

京
都
は
、
龍
馬
の
墓
で
役
を
演
じ
る
事

の
お
礼
と
役
作
り
で
毎
年
欠
か
さ
ず
行
っ

て
い
る
が
、
今
回
は
幕
末
の
歴
史
を
詳
し

く
知
っ
て
い
る
霊
山
歴
史
館
副
館
長
の
木

村
幸
比
古
氏
に
話
を
聞
き
に
行
っ
て
き
た
。

　

ま
ず
は
木
村
氏
に
お
会
い
し
霊
山
顕
彰

会
の
歴
史
や
幕
末
偉
人
の
話
を
聞
か
せ
て

も
ら
っ
た
。
館
内
に
入
る
と
五
千
点
を
超

え
る
収
蔵
資
料
の
展
示
が
あ
り
、
日
本
の

歴
史
、
文
明
開
化
、
伝
統
、
繁
栄
様
々
な

出
来
事
を
感
じ
ら
れ
た
。
大
人
だ
け
で
は

な
く
子
ど
も
が
歴
史
に
興
味
を
持
ち
学
ぶ

事
の
第
一
歩
と
し
て
も
訪
れ
た
い
場
所
だ

と
思
っ
た
。

　

木
村
氏
は
説
明
中
い
つ
も
笑
顔
で
ユ
ー

モ
ア
あ
る
ト
ー
ク
で
僕
に
過
去
と
現
代
を

照
ら
し
合
わ
せ
た
歴
史
の
一
面
を
細
か
く

説
明
し
て
く
れ
、
今
も
刻
ま
れ
て
行
く
歴

史
に
入
り
込
ま
せ
て
く
れ
た
。

　

長
岡
人
の
R
O
O
T
S
に
は
自
分
達
を
育

て
築
き
上
げ
て
き
た
精
神
「
常
在
戦
場
」
が

あ
る
。
発
展
、
繁
栄
、
敗
戦
、
復
興
、
様
々

な
歴
史
が
長
岡
を
支
え
て
き
た
。
知
ら
な
け

れ
ば
た
だ
の
歴
史
に
過
ぎ
な
い
が
知
っ
た
時

に
郷
土
の
良
さ
、
愛
、
誇
り
、
精
神
が
近
代

長
岡
の
礎
を
つ
く
り
上
げ
る
大
き
な
原
動
力

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

所在地／京都市東山区清閑寺霊山町1
電　話／075-531-3773

し
ら
み
ね
し
ゅ
ん
ま

15　千也がゆく！ 開府四百年のあゆみ　14



ながおか
ROOTSな話

福
泉
堂
の
パ
ン

地
域
を
つ
な
ぐ

先
人
の
心

越
後
の
上
山
藩
分
領
と
金
子
清
邦

©

越後長岡ROOTS400 第10号　互尊思想
～長岡市民が創造した世界観

ベーカリー フクセンドー　長岡市東坂之上町2-5-8
TEL 0258-35-0088

互尊翁が愛した福泉堂のあんぱん（写真は現在販売されているもの）

三島地域 七日市の明新館支館跡

小国地域 山口庭園内の金子清邦の碑

　

野
本
恭
八
郎
は
菜
食
主
義
者
で

粗
衣
粗
食
を
貫
い
た
。
昭
和
十
一

年
、
八
十
五
歳
で
没
す
る
ま
で
、

朝
昼
の
食
事
は
茶
漬
け
か
餅
雑
炊

に
一
菜
。
茶
は
番
茶
。
夕
食
は
玄

米
飯
と
調
和
煮
と
い
わ
れ
る
十
種

類
ほ
ど
の
野
菜
を
醤
油
で
煮
た
も

の
を
好
み
、
十
日
に
一
度
、
塩
鮭

な
ど
を
付
け
た
。　

　

と
こ
ろ
が
案
外
、
甘
い
も
の
や

珍
し
い
も
の
を
好
ん
だ
。

　

当
時
、
長
岡
に
は
製
氷
会
社
が

あ
り
、
サ
イ
ダ
ー
工
場
が
あ
っ
た
。

夏
に
な
る
と
野
本
は
そ
の
サ
イ

ダ
ー
を
愛
飲
。
晩
年
に
は
栄
養
価

の
高
い
チ
ー
ズ
を
食
べ
、
牛
乳
は

一
日
に
三
合
を
三
回
飲
ん
で
い
る
。

　

明
治
四
十
年
、
観
光
院
町
（
現
・

東
坂
之
上
町
）
に
福
泉
堂
（
フ
ク

セ
ン
ド
ー
）
パ
ン
屋
が
開
業
し
た
。

創
業
者
は
銀
座
木
村
屋
総
本
店
で

修
行
を
積
ん
だ
渡
辺
政
吉
。
木
村

屋
の
あ
ん
ぱ
ん
は
明
治
天
皇
と
皇

后
に
愛
さ
れ
、
文
明
開
化
を
代
表

す
る
庶
民
の
食
べ
物
と
な
っ
た
。

　

野
本
は
こ
の
福
泉
堂
の
パ
ン
を

取
り
寄
せ
て
終
生
贔
屓
に
し
て
い

た
。
当
時
は
洋
食
が
流
行
り
、「
福

泉
堂
の
パ
ン
粉
」
も
評
判
を
呼
ん

だ
と
い
う
。

　

慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
に
長
岡
市
七
日
市

（
三
島
地
域
）
に
上
山
藩

校
明
新
館
の
支
館
を
開

い
た
の
は
、
上
山
藩
士

金
子
清
邦
で
あ
る
。
古

い
物
事
に
と
ら
わ
れ
ぬ

経
済
感
覚
で
藩
政
の
刷

新
を
行
い
、倹
約
と
殖
産
を
振
興
。

七
日
市
の
大
庄
屋
山
田
権
左
衛
門

や
横
沢
の
山
口
家
、
塚
野
山
の
長

谷
川
家
が
領
民
と
と
も
に
、
殖
産

を
振
興
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
と

り
わ
け
大
庄
屋
格
で
あ
っ
た
山
口

家
の
子
弟
、
野
本
恭
八
郎
や
兄
の

山
口
権
三
郎
ら
の
経
済
的
な
先
見

に
も
、
金
子
の
考
え
方
が
影
響
を

与
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

勤
皇
の
志
士
で
あ
っ
た
金
子
清

邦
は
、
朝
廷
を
尊
重
し
な
が
ら
公

武
合
体
を
図
っ
た
。
そ
の
金
子
の

評
判
を
聞
い
て
、
河
井
継
之
助
が

明
新
館
支
館
を
訪
ね
た
。
上
山
市

で
は
、
ふ
る
さ
と
の
先
人
金
子
清

邦
は
長
岡
の
河
井
継
之
助
と
並
ぶ

人
物
だ
と
伝
わ
る
。
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