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「
甲
州
財
閥
」最
後
の
重
鎮

政
治
活
動
で

能
力
を
発
揮
し
、頭
角
を
現
す

小
林
一
三
ら
と
の
寄
宿
生
活
で

積
極
性
や
大
志
を
育
む

山梨近代人物館
山梨県庁舎別館2階･3階（甲府市丸の内1-6-1）

ふれあい

〈
記
事
監
修
〉
山
梨
大
学 

名
誉
教
授

　齋藤
康
彦

未
来
を
切
り
拓
い
た
郷
土
の
誇
り

やまなしの
偉人たち

20

日
本
の
議
会
政
治
が
黎
明
期
に
あ
っ
た
明
治
後
期
。

目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
政
治
情
勢
の
下

革
新
派
の
幹
部
と
し
て
、人
と
人
と
を
結
ん
で
組
織
基
盤
を
つ
く
り

自
ら
も
衆
議
院
議
員・貴
族
院
議
員
と
し
て
活
躍
。

そ
の一方
で
、数
多
く
の
企
業
の
設
立
に
携
わ
り

要
職
を
歴
任
す
る
な
ど
、実
業
界
に
も
名
を
残
し
た
。

ひ 

ら

甲
州
財
閥
の
先
達
か
ら

薫
陶
を
受
け
る

文
化
文
運
の
高
揚
に
意
を
注
ぐ

開館時間 ： 午前9時～午後5時
休 館 日 ： 第2･4火曜日/年末年始
入 館 料 ： 無料
TEL055-231-0988  FAX055-231-0991

身延線創設五十周年記念塔と創設時の功労者である６名（小野金六、根津嘉一郎、堀内良平
河西豊太郎、小泉日慈、小野耕一）の胸像ブロンズ（身延町・丸山公園）

　河
西
豊
太
郎
は
、１
８
７
４（
明
治
７
）年

巨
摩
郡
十
日
市
場
村（
現
・
南
ア
ル
プ
ス
市

若
草
地
区
）に
、豪
農
河
西
兵
一
郎
の
次
男

と
し
て
生
ま
れ
た
。長
男
早
世
の
た
め
、継

嗣
と
し
て
育
て
ら
れ
た
豊
太
郎
は
１
８
８
５

（
明
治
18
）年
、父
の
逝
去
に
よ
り
11
歳
で

家
督
を
相
続
す
る
。翌
年
、三
恵
小
学
校
を

卒
業
す
る
が
、あ
ま
り
に
内
向
的
な
性
格

を
心
配
し
た
母
の
勧
め
で
、自
由
民
権
運
動

家 

加
賀
美
平
八
郎
が
経
営
す
る
私
塾「
成

器
舎
」に
入
塾
。3
年
間
、漢
学
や
英
語
、数

学
を
学
ん
だ
。寄
宿
舎
で
、後
に
政
財
界
で

名
を
成
す
小
林
一
三
ら
と
寝
食
を
共
に
す

る
う
ち
に
、積
極
的
で
気
概
の
あ
る
青
年
へ

と
成
長
し
た
。卒
業
後
は
当
主
と
し
て
家

業
を
継
ぐ
た
め
進
学
を
断
念
し
、帰
郷
。し

か
し
胸
の
内
に
潜
む
大
志
は
抑
え
き
れ
ず
、

栃
木
県
の
那
須
野
ヶ
原
や
北
海
道
の
新
天

地
開
拓
を
志
し
た
が
、周
囲
の
反
対
な
ど
に

よ
り
頓
挫
し
た
。

　そ
の
頃
、日
本
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え

て
い
た
。１
８
８
９（
明
治
22
）年
、大
日
本
帝

国
憲
法
制
定
、翌
年
に
は
第
一
回
帝
国
議
会

を
務
め
注
目
を
浴
び
た
。１
９
４
２（
昭
和

17
）年
に
は
、本
県
選
出
最
後
の
貴
族
院
議

員
と
な
り
、活
躍
し
た
。

　ま
た
、１
９
２
０（
大
正
９
）年
の
忍
野
電
力

会
社
創
設
を
皮
切
り
に
、実
業
界
に
も
進
出
。

戦
前
戦
後
を
通
し
て
数
多
く
の
企
業
の
設
立

や
経
営
に
携
わ
り
、富
士
身
延
鉄
道（
現
在
の

J
R
身
延
線
）の
創
設
に
尽
力
す
る
な
ど
、産

業
面
に
お
い
て
も
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
。

　一方
、自
ら
も
嘯
月
の
雅
号
で
詩
作
に
い
そ

し
み
、三
江
の
雅
号
で
絵
筆
を
執
る
な
ど
、芸

術
に
対
す
る
深
い
理
解
と
高
い
見
識
を
持

ち
、文
化
振
興
に
対
し
て
も
意
を
注
い
だ
。

根
津
嘉
一
郎
の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、豊
太
郎

が
中
心
と
な
っ
て
設
立
し
た
根
津
美
術
館

（
東
京
・
南
青
山
）は
、後
に
、日
本
に
お
け
る

代
表
的
な
美
術
の
殿
堂
と
な
っ
た
。

　政
治
に
、実
業
に
、文
化
に
多
く
の
功
績
を

残
し
た
豊
太
郎
は
、１
９
５
９（
昭
和
34
）年

85
歳
で
生
涯
を
終
え
た
。

開
会
と
、近
代
国
家
と
し
て
の
体
制
が
急
速

に
固
め
ら
れ
て
い
く
中
、政
治
活
動
に
多
く

の
青
年
が
心
を
躍
ら
せ
た
。豊
太
郎
の
恩
師

加
賀
美
平
八
郎
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。豊
太

郎
は
、尊
敬
す
る
加
賀
美
を
通
し
て
、県
政

界
で
活
躍
す
る
進
歩
系
運
動
家
た
ち
と
の

交
際
が
始
ま
り
、政
治
的
な
会
合
に
も
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　１
８
９
９（
明
治
32
）年
、憲
政
本
党
支

部
が
発
足
し
、25
歳
の
豊
太
郎
も
幹
部
役

員
に
名
を
連
ね
、各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。１
９
０
４（
明
治
37
）

年
に
は
、村
会
議
員
に
当
選
し
た
。
30
歳

だ
っ
た
。

　加
賀
美
失
脚
の
後
、豊
太
郎
は
、県
内
進

歩
派
の
首
脳
と
な
っ
た
根
津
嘉
一
郎
か
ら
政

治
や
実
業
の
面
で
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
。根
津
の
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お

い
て
、総
参
謀
を
担
っ
た
豊
太
郎
の
采
配
振

り
や
統
率
力
は
、欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
、そ
の
政
治
力
は
高
く
評
価
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。こ
う
し
て
、県
政
界
で
の
地

位
を
固
め
た
豊
太
郎
が
、中
央
政
界
へ
乗
り

出
し
た
の
が
、１
９
１
７（
大
正
６
）年
の
衆
議

院
議
員
選
挙
。43
歳
に
し
て
見
事
初
当
選
を

果
た
す
と
、一
年
生
議
員
な
が
ら
院
内
幹
事

河西豊太郎の胸像ブロンズ

根津嘉一郎（前列左から4人目）を囲んで。豊太郎は前列右端

し
ょ
う
げ
つ

さ
ん
こ
う

れ
い
め
い 

き

せ
い 

 

き  

し
ゃ

（個人蔵）
（個人蔵）
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