
 

 

 

 

 

 

 

 

 

めっきり秋の気配ですね。 

今年は、司馬遼太郎の長編小説「峠」を読みました。 

それがきっかけで、「慈眼寺」を見学したり、「河井継之助記念館」に足を運んだり、 

「花燃ゆ」の仮装をしたり、継之助に縁あるイベントが続きました。 

 

 

 長岡藩、牧野家の家臣河井家に生まれ、幕末には長岡藩家老となる。 

少年期、剣術・馬術を習っても、師匠の言うことを聞かずサジを投げられる。他方、王陽明の「陽

明学」に出会い、傾倒する。 

陽明学の教えのひとつに「知行合一」がある。 

「知ること」と「行うこと」は同じ心の良知から発する作用であり、

分離不可能。知って行わないのは、未だ知らないことと同じであり、 

いくら知識があっても行動が伴わなければ意味がなく実践が重要である

と説く。 

 継之助は「自分は原理を追求する」と言い、「人の一生は短い。学問が

得意な人が時間と根気を費やしてそれをやればよい。自分は必要なとき

その方面の権威に話しを聞く」とした。 

学者を必要に応じて利用し、自分の判断基準を信じ、合理的に先を読み、なすべきことを実行

する・・・今の時代の経営者にも学ぶところが多いと思います。 

 

 

 江戸への遊学の他、山田方谷の藩政改革を学びに備中松山（現在の岡山県）も訪れた。九州 

長崎まで足を延ばして知見を広め、横浜ではスイス人などとも交友を持つ。 

遊学の後、長岡藩に戻ると賄賂・賭博・遊郭を禁止し、藩の経済を一気に立て直した。 

また、旧態依然の武士に西洋式の銃や大砲を取り入れさせた。 

今の価値で３億円するガトリング砲を 2 門備えたのはあまりに有名。 

しかも、それらは必ずしも戦いに使用する目的ではなかった・・・と 

信じたいと思います。 

 

 

 長岡藩が中立の立場をとり、西軍と東軍を仲介して、徳川家も会津藩も救おうと考えた継之助。

しかし、動乱の幕末にその大きな役目を果たすことは叶わなかった。西軍の岩村軍監は談判に取

り合わず、維新史上、最も壮烈な北越戦争に突入。継之助は「長岡藩士」を全うして散ります。 
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河井継之助は、実践の人 

河井継之助の藩政改革 

小千谷「慈眼寺」においての談判 決裂 



 

 

 小千谷市平成にある慈眼寺は、予約の電話をして「会見談判の間」の見学が可能です。 

私が伺った日、運良く船岡住職のお話を聞くこと 

ができました。 

写真奥に西軍の岩村精一郎が座り、継之助は 

手前の座布団位置に座っていたか･･･あるいは、 

継之助はふすまをまたがず手前の部屋から、 

伏してお願いしたのかもしれないとのこと。 

 慈眼寺には、遠方からも「継之助ファン」が 

訪ねてくるそう。また、「貴寺にあるべき」と 

継之助にゆかりのある品が自然と集まるとか。 

 平成 16 年の中越大震災で、「会見談判の間」 

も甚大な被害を受けたが、全国から支援があり、無事に復旧。 

震災後に再び訪れた方も「変わっていなくて安心した」と喜んでくれるそうです。 

 

 

 長岡市長町の記念館は、継之助の生家跡に建てられています。土日だったのでボランティアの

案内役の男性から様々なお話を伺うことができました。（平日には居ません） 

米百俵で有名な小林虎三郎とは幼馴染みで一緒に遊んでいただろうとか、河井家から家老にな

るのは大抜擢であること、継之助の没した福島県只見町には以前から「記念館」があるが、長岡

に出来たのは最近である等など･･･、案内役の方もかなりの継之助ファンであることが伝わって

きました。 

また、小学生の息子は、ガトリング砲の銃口を 

グルグル回させてもらっていました。 

 長岡城下の様子や戊辰戦争、後に空襲の標的にも 

なる「要地・長岡」の歴史を感じる場所です。 

 

 

「峠」は、河井継之助を一躍有名にした歴史小説。当然ですが、継之助はヒーローとして描か

れています。女性の視点からすると、大の遊郭好きと表現される継之助には呆れもしますが、 

小説である以上、史実と異なる部分も少なくないのでしょう。例えば、湯沢にはなかった旅籠に

泊ったり、創作と思われる福澤諭吉と親交の場面があったり、前述の船岡住職いわく「真言宗の

慈眼寺が峠では禅寺と書かれている」そう。 

 ところで、「峠」は、上・中・下巻からなる長編。長すぎて途中で挫折しそうになるかも 

しれません。（私はなりました･･･） 

しかし、登場する地名が身近ですし、 

転がるように北越戦争へ突入する 

劇的なストーリーは秀逸。 

長岡・小千谷にゆかりのある人は 

「下巻」だけでも目を通されると 

面白いと思います。 

 

小説 峠について 

小千谷「慈眼寺」の見学と住職のお話 

河井継之助記念館   



 

 

 

 

≪次に該当する方は、居所への通知カードの送付が可能≫ 

・東日本大震災被災者 

・DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者 

・医療機関、施設等へ長期の入院、入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない 

・上記以外で、やむを得ない理由により住所地で通知カードを受けることができない 

≪居所登録に必要なもの≫ 

★「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」 

☆添付書類 

・申請者の本人確認書類（運転免許証など） 

・居所に居住していることを証する書類（公共料金の領収書など） 

※代理人が申請する場合は委任状や代理人の本人確認書類が必要 

≪期間≫ 平成 27 年 8 月 24 日（月）～9 月 25 日（金） 

（住民票のある市町村または区役所へ持参又は郵送の場合は必着） 

 

 

 

厚生年金保険の保険料率が、17.474％から 0.354％引き上げられ、「17.828％」となります。 

      

      →   

 

 

 

 

■年金滞納 強制徴収の対象拡大１０月から 

年金保険料の悪質な滞納者に対し国税庁が財産を差し押さえる「強制徴収」の対象を今年 10

月から拡大する。保険料の支払い能力がありながら督促しても滞納を続ける人や企業を対象に、

国税庁に委任して財産差押さえなどの強制的徴収を行う制度をさらに強化する。 

（新しい基準は次のとおり） 

国民年金・・・所得が 1,000 万円以上で滞納期間が 13 か月（現行２年）以上 

厚生年金・・・滞納が２年以上続き滞納額が 5,000 万円（現行１億円）以上 

■パワハラ和解後も職場環境改善されず 社労士団体に賠償命令 

社労士らの労働保険事務組合で働いていた 40 代女性が、上司のパワハラを訴えた裁判で和解

した後も状況が良くならないとして、組合側に 330 万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決

があり、女性の敗訴とした一審の判決を取り消して、組合側に請求額全額の支払いを命じた。 

訴訟は 2012 年に和解が成立して、組合は再発防止を約束していたが改善が進まず、判決は

「専門分野であるはずの労務管理上の対応を誤った」と指摘。 

マイナンバー通知のための居所登録の方法 

最新情報  マイナンバー 通知カード送付先の変更が可能な人 

厚生年金保険料が 9月分（10月納付分）から引き上げ 最新情報 
 

  システム使用の場合は、 

 料率変更を忘れずに。 

ＮＥＷＳ ＨＥＡＤＬＩＮＥ 

（市町村で入手か総務省 HP からダウンロード可能） 

（変更前） 

17.474％ 

（変更後）

17.828％ 

みほん 



 

 

日経新聞の NIKKEI プラス１で興味深い内容が掲載されていたのでご紹介します。 

正答率が一番高かったのは 20～30 代。一番間違いが目立ったのが 50～60 代だそう。 

（2015.8.1 日本経済新聞 NIKKEI プラス１「何でもランキング」） 

 

                                        

 

 

「間が持てない」は、時間をもてあましてどうしたらよいかわからない、あるいは、会話などを

うまくつなぐことができないという意味。一部の辞書に「間が持たない」を載せる辞書も出てき

た。20～30 代の正答率は 10％程度。若い人ほど本来間違いの「間が持たない」を使っていた。 

 

 

 
 
「すきを突かれて失敗させられる」という意味。足はすくえるが、足元はすくえない。他に「足

元を見る」（相手の弱みにつけこむ）という慣用表現があり、混同しやすいので注意。 

正答率は最も高い 20 代が 18％、最低は 40 代で 11％だった。 

 

 

 
 
漢字で書くと「荒らげる」。読み間違えて「あらげる」という人が多い。 

正答率は 60 代の約 26％が最高。20 代は 22％と最低だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    足元をすくわれる  
  

    正答率 14.7％   

日本語は難しいですね。 

意外にも 20～30代の正答率が 

高いことに驚きました。 

正しく言える？誤りがちな日本語表現     

 

慣 用 句 

間が持てない  

    間が持たない 
  

    正答率 14.3％   

 

1位 

足をすくわれる  

声をあららげる  
    声をあらげる 

  
    正答率 24.3％   

 

3位 

采配を振る  

 

新規蒔き直し 

 

しかつめらしい 

 

怒り心頭に発する 

 

押しも押されぬ 
        正答率 35.0％   

8位 

押しも押されもせぬ 

 

熱にうなされる 
        正答率 40.6％   

9位 

熱に浮かされる 

 

目鼻が利く 
        正答率 41.3％   

10位 

目端が利く 

 

 怒り心頭に達する 
        正答率 31.3％   

7位 

 新規巻き返し 
        正答率 29.8％ 

  

5位 

  しかめつらしい 
        正答率 31.0％ 

  

6位 

 采配を振るう 
正答率 29.6％ 

4位 

 

2位 



 

 

 

 

 

 お盆場所を見に行ってきました。 

恒例のお楽しみ抽選会も盛り上がり、遠方から 

来た方に豪華賞品が当たっていて良かったです。 

角突きの実況は、監物
ケンモツ

さんの名調子が有名ですが、 

若手が実況に挑戦していました。若手を育てないと 

いけませんからね。がんばれ～！ 

                  

 

 

ひまわり畑の近くの「沢山ポケットパーク」に 

車を停めて、多くの家族連れやカップルが訪れていました。 

花は人を集めますね。見渡す限りのビタミンイエローに 

元気をもらって、みんなが笑顔になります。 

 秋の山本山では、そば畑の白い花が楽しめます。 

 

 

 

 

 「幕末の小千谷」をテーマに、恒例の女性会の仮装は 

気合い十分です。 

「花燃ゆ」でおなじみの杉ふみや吉田松陰、久坂玄瑞、 

井伊直弼、ペリーも登場。河井継之助や岩村精一郎、 

東軍・西軍入り乱れての大行列になりました。            ↑今年、関根は白塗り！ 

今年も、㈱関鉄工所の関礼子さんを中心に力を合わせ、 

衣装も小道具も凝った手作りです。 

小千谷市長や前小千谷市長、議員さんも例年参加。 

商工会議所青年部も加わり盛り上げてくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小千谷の夏満喫！」を勝手に情報発信コーナー 

仮装『花燃ゆ』が幕末の小千谷にやってきた 

小千谷商工会議所女性会 

東山  牛の角突き   

山本山  ひまわり畑     


