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会
津
藩
の
栄
光
と
悲
劇
の
歴
史
を
読
み
直
す

    ―

戊
辰
１
５
０
年
目
の
視
点
か
ら

直木賞作家
中村彰彦氏
講演会
より

「義」の想い
つなげ未来へ―。
戊辰１５０周年。

　

明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
目
と
い
う

こ
と
で
、
関
西
以
西
で
は
「
明
治
維
新

１
５
０
周
年
」
と
い
う
表
現
を
よ
く
用

い
て
い
ま
す
が
、
関
東
以
北
で
は
一
般

に
「
戊
辰
１
５
０
周
年
」
と
い
っ
て
お

り
ま
す
。
戊
辰
戦
争
で
命
を
散
ら
し
た

人
々
を
悼
む
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
、

「
戊
辰
１
５
０
周
年
」
と
表
現
し
た
方
が

味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

こ
の
百
五
十
年
の
間
に
、
戊
辰
戦
争

や
会
津
藩
に
対
す
る
受
け
止
め
方
に
は
、

か
な
り
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

が
、
相
変
わ
ら
ず
旧
態
依
然
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
変
化
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
紹

介
し
ま
す
と
、
旧
長
州
藩
領
で
あ
る
山

口
県
周
南
市
に
、
入
手
し
難
く
な
っ
た

歴
史
史
料
を
復
刻
し
て
菊
池
寛
賞
を
受

け
た
マ
ツ
ノ
書
店
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

社
長
、
松
村
久
氏
は
こ
の
十
年
ほ
ど
、

会
津
藩
の
幕
末
史
料
『
京
都
守
護
職
始

末
』
や
『
会
津
戊
辰
戦
史
』
な
ど
十
数

点
を
復
刻
し
、
大
好
評
を

博
し
ま
し
た
。
旧
長
州
藩

領
で
も
貴
重
な
会
津
の
史

料
を
残
そ
う
と
い
う
動
き

が
顕
著
に
な
っ
た
わ
け
で

す
が
、
史
書
の
世
界
で
は

会
津
藩
関
係
が
長
州
藩
関

係
の
史
料
を
圧
倒
す
る
売

れ
行
き
を
示
し
て
い
ま

す
。

　

逆
に
旧
態
依
然
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、

会
津
藩
に
対
す
る
誤
解
が

ま
だ
一
人
歩
き
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
こ

と
で
す
。保

科
正
之
の
功
績

明
治
維
新
１
５
０
周
年
と

戊
辰
１
５
０
周
年

若
松
城
天
守

保
科
正
之

一
九
四
九
年
栃
木
県
生
ま
れ
。

作
家
。
東
北
大
学
文
学
部
卒
。

在
学
中
に
﹃
風
船
ガ
ム
の
海
﹄
で
第

三
十
四
回
文
學
界
新
人
賞
佳
作
入
選
。

卒
業
後
一
九
七
三
年
～
一
九
九
一
年

文
藝
春
秋
に
編
集
者
と
し
て
勤
務
。

一
九
八
七
年
﹃
明
治
新
選
組
﹄
で
第
十

回
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説
大
賞
を

受
賞
。
一
九
九
一
年
よ
り
執
筆
活
動
に

専
念
す
る
。
一
九
九
三
年
、﹃
五
左
衛

門
坂
の
敵
討
﹄
で
第
一
回
中
山
義
秀
文

学
賞
を
、一
九
九
四
年
、﹃
二
つ
の
山
河
﹄

で
第
百
十
一
回（
一
九
九
四
年
上
半
期
）

直
木
賞
を
、
二
〇
〇
五
年
に
﹃
落
花
は

枝
に
還
ら
ず
と
も
﹄
で
第
二
十
四
回
新

田
次
郎
文
学
賞
を
、
ま
た
二
〇
一
五
年

に
は
第
四
回
歴
史
時
代
作
家
ク
ラ
ブ
賞

実
績
功
労
賞
を
受
賞
す
る
。

近
著
に
﹃
会
津
の
怪
談
﹄﹃
花
な
ら
ば

花
咲
か
ん　

会
津
藩
家
老
・
田
中
玄
宰
﹄

﹃
戦
国
は
る
か
な
れ
ど　

堀
尾
吉
晴
の

生
涯
﹄﹃
疾
風
に
折
れ
ぬ
花
あ
り　

信

玄
息
女
松
姫
の
一
生
﹄﹃
幕
末
﹁
遊
撃

隊
﹂
隊
長 

人
見
勝
太
郎
﹄﹃
歴
史
の
坂

道
﹄﹃
幕
末
史 

か
く
流
れ
ゆ
く
﹄
な
ど

が
あ
る
。
幕
末
維
新
期
の
群
像
を
描
い

た
作
品
が
多
い
。

中
村
彰
彦
氏
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

会
津
藩
の
歴
史
を
振
り
返
る
場
合
は
、

何
よ
り
も
初
代
会
津
藩
主
・
保
科
正
之

の
政
治
の
見
事
さ
を
頭
に
入
れ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　

保
科
正
之
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三

年
）
に
会
津
入
り
す
る
と
、
ま
ず
年
貢

率
を
下
げ
ま
し
た
。
さ
ら
に
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
藩
士
達
へ
の
俸
給
で
あ
る
米

の
渡
し
方
を
変
え
た
点
で
す
。
そ
れ
ま

で
上
級
藩
士
は
米
を
も
ら
う
の
で
は
な

く
、「
知
行
取
り
」
と
い
っ
て
知
行
所
と

し
て
農
地
を
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
知
行
所
内
で
年
貢
高
を
勝
手
に
高
く

し
て
農
民
を
苦
し
め
る
こ
と
も
で
き
た

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
保
科
正
之
は
こ
れ

を
廃
止
し
、
領
内
か
ら
集
め
ら
れ
た
年

貢
米
は
全
て
を
一
旦
、
藩
の
米
蔵
に
入

れ
て
、
そ
こ
か
ら
藩
士
た
ち
に
蔵
米
と



2425 「義」の想い つなげ未来へ―。戊辰１５０周年。「義」の想い つなげ未来へ―。戊辰１５０周年。

「
討
幕
の
密
勅
」と
戊
辰
戦
争

そ
の
後
の
会
津
藩

し
て
分
配
す
る
方
法
を
取
っ
た
の

で
す
。

　

ま
た
、
社
倉
と
い
う
名
の
大
き

な
米
蔵
を
領
内
各
地
に
た
く
さ
ん

作
っ
て
米
を
大
量
に
貯
え
て
お
き
、

凶
作
や
飢
饉
に
備
え
ま
し
た
。
こ
れ

が
会
津
藩
の
社
倉
制
度
で
、
飢
饉
の

年
に
餓
死
者
が
出
な
か
っ
た
の
は

こ
の
制
度
の
お
か
げ
で
す
。

　

さ
ら
に
は
身
分
男
女
の
別
を
問

わ
ず
九
十
歳
に
達
し
た
者
に
は
終

生
一
人
扶
持
（
一
日
五
合
、
年
に
一

石
八
斗
）
を
与
え
る
と
い
う
国
民
年

金
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
子
供
の
間
引
き
を
禁
止

し
、
救
急
医
療
制
度
、
医
療
給
付
制

度
を
も
充
実
さ
せ
ま
し
た
。

　

い
わ
ば
正
之
は
「
揺
り
籠
か
ら
墓

場
ま
で
」
と
い
う
福
祉
政
策
を
充
実

さ
せ
農
民
を
保
護
す
る
と
い
う
、
時

代
に
ま
れ
な
善
政
を
行
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
会
津
藩

の
人
口
は
爆
発
的
に
増
加
し
ま
し

た
。
当
時
の
人
口
増
は
そ
の
ま
ま
労

働
力
の
増
加
と
新
田
開
発
に
繋
が

り
ま
す
か
ら
、
藩
も
潤
っ
た
と
い
う
わ

け
で
、
一
口
に
徳
川
三
百
藩
と
い
い
ま

す
が
、
そ
の
中
で
も
会
津
藩
は
あ
る
べ

き
理
想
的
な
藩
の
姿
を
も
っ
と
も
良
く

体
現
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。

　

そ
し
て
正
之
は
自
分
の
考
え
、
精
神

が
間
違
い
な
く
次
の
藩
主
以
降
に
も
伝

わ
り
、
善
政
が
続
く
よ
う
に
と
願
っ
て

「
会
津
藩
家か

き
ん訓
」
を
残
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
の
会
津
藩
は
、
物
価
の
上
昇

と
と
も
に
人
口
も
減
少
傾
向
に
転
じ
た

こ
と
か
ら
、
次
第
に
藩
財
政
が
傾
い
て

ゆ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
五
代
藩
主
容か

た
の
ぶ頌

の
時
代
、
筆
頭
家
老
・
田
中
玄は

る
な
か宰
が
藩

政
全
般
に
渡
っ
て
大
改
革
を
断
行
し
ま

し
た
。
こ
れ
が「
会
津
藩
の
寛
政
の
改
革
」

で
す
。
そ
し
て
五
十
七
万
両
に
ま
で
膨

ら
ん
で
い
た
借
金
の
返
済
に
目
処
が
つ

い
た
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
年
）、
幕
府

か
ら
樺サ

ハ
リ
ン太
出
兵
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
実

際
に
出
動
し
た
の
は
、
そ
の
二
年
後
の

戊
辰
の
年
で
し
た
。

　

し
か
も
、
こ
の
と
き
五
百
名
を
出

兵
せ
よ
と
い
う
幕
命
に
対
し
玄
宰
は

六
百
二
十
名
を
出
兵
さ
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
家
訓
」
に
あ
る
幕
府
へ
の
諸

藩
よ
り
強
い
忠
誠
心
を
示
す
と
同
時
に
、

武
士
の
本
分
で
あ
る
「
治
に
い
て
乱
を

忘
れ
ず
」
の
気
迫
の
表
現
で
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
辺
り
か
ら
幕
府
に
は
「
困
っ

た
と
き
の
会
津
藩
頼
み
」
と
い
う
発
想

が
生
ま
れ
、
し
か
も
次
第
に
強
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
会
津
藩
は
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
年
）
か
ら
十
年
間
、
相
模
湾

の
沿
岸
警
備
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七

年
）
か
ら
ペ
リ
ー
が
再
度
来
航
し
た
安

政
元
年（
一
八
五
四
年
）ま
で
は
江
戸
湾
、

南
房
総
の
警
備
を
行
い
ま
す
。
幕
末
の

一
八
〇
八
年
の
戊
辰
の
年
か
ら
次
の
戊

辰
の
年
（
一
八
六
八
年
）
ま
で
幕
府
の

守
り
、
国
の
安
全
保
障
を
会
津
藩
が
一

手
に
引
き
受
け
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
幕
府
が
鎖
国
政
策
か
ら
開

国
策
に
転
じ
る
と
、
外
国
人
へ
の
反
発

か
ら
尊
王
攘
夷
と
い
う
考
え
方
が
出
て

き
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
過
激
派
（
尊
攘

激
派
）
は
自
分
た
ち
に
従
わ
な
い
人
を

「
天
誅
」
と
称
し
て
暗
殺
に
走
り
ま
し
た

の
で
、
幕
府
は
外
憂
と
同
時
に
内
患
に

も
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
最
後
の
会
津
藩
主
・
松

平
容か

た
も
り保
が
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）

に
京
都
守
護
職
に
指
名
さ
れ
、
就
任
し

た
こ
と
が
幕
末
会
津
史
に
悲
劇
性
を
帯

び
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

禁
門
の
変
図
屏
風

松
平
容
保

会
津
藩
家
訓
十
五
箇
条

　

な
ぜ
戊
辰
戦
争
が
起
こ
っ
た
か
と
い

う
と
、
ま
ず
薩
長
同
盟
が
成
立
し
た
こ

と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
次
い
で
薩

長
同
盟
に
対
し
て
「
討
幕
の
密
勅
」
が

出
さ
れ
、
武
力
に
よ
る
討
幕
が
朝
廷
の

方
針
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
「
討
幕
の
密
勅
」
は
、
明
治
天

皇
の
署
名
や
御ぎ

ょ
じ璽
が
な
く
、
ま
た
文
書

と
し
て
の
体
裁
も
お
か
し
い
た
め
、
今

日
こ
れ
は
、
岩
倉
具
視
が
同
志
の
公
家

達
に
作
ら
せ
た
偽
勅
で
あ
る
と
判
明
し

て
い
ま
す
。

　

大
変
早
い
時
期
に
こ
の
密
勅
を
偽
勅

で
あ
る
と
看
破
し
た
の
が
『
会
津
戊
辰

戦
史
』
を
編
纂
し
た
会
津
人
・
山
川
健

次
郎
で
し
た
。
明
治
以
降
、
第
二
次
大

戦
に
敗
北
す
る
ま
で
の
日
本
の
教
育
は

文
部
省
刊
行
の
国
定
教
科
書
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
お
り
、
異
論
を
唱
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う

山川健次郎

な
風
潮
が
あ
っ
た
と
い
う
の
に
、
第
二

次
大
戦
前
に
文
部
省
は
山
川
健
次
郎
の

指
摘
に
反
論
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
文

部
省
は
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

え
っ
て
「
討
幕
の
密
勅
」
が
偽
勅
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

す
が
、
明
治
政
府
が
偽
勅
が
き
っ
か
け

に
で
き
た
国
家
と
捉
え
ま
す
と
、
江

戸
時
代
が
二
百
六
十
五
年
続
い
た
の

に
対
し
、
明
治
以
後
の
国
家
体
制
が

一
九
四
五
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
百
年
も

経
た
ず
に
壊
滅
し
た
と
い
う
の
は
理
の

赴
く
と
こ
ろ
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
討
幕
の
密
勅
」
を
奉
じ
て
薩

摩
、
長
州
の
兵
が
京
都
に
入
っ
て
く
る

と
、
無
用
な
戦
を
避
け
る
た
め
徳
川
慶

喜
は
、
大
政
奉
還
も
終
わ
っ
て
い
ま
す

の
で
、
松
平
容
保
と
京
都
所
司
代
で
あ
っ

た
桑
名
藩
主
・
松
平
定さ

だ
あ
き敬
以
下
と
と
も

に
大
坂
城
に
移
り
ま
す
。

　

慶
応
四
年（
一
八
六
八
年
）一
月
三
日
、
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旧
幕
府
側
は
京
都
に
兵
を
進
め
ま
す
が
、
朝
廷
か
ら

「
朝
命
を
奉
ぜ
ず
し
て
兵
を
擁
し
上
京
す
る
者
は
朝
敵

な
り
」
と
記
さ
れ
た
文
書
が
届
き
ま
し
た
。
鳥
羽
伏
見

の
戦
い
が
起
こ
っ
て
間
も
な
く
、
旧
幕
府
や
会
津
、
桑

名
の
両
藩
は
こ
の
一
言
で
朝
敵
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
し
た
。

　

一
月
六
日
、
慶
喜
が
大
坂
城
か
ら
逃

亡
し
た
こ
と
で
旧
幕
府
側
は
敗
北
し
、

追
討
令
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で

容
保
も
官
位
、
官
職
を
剥
奪
さ
れ
ま
す

が
、
戊
辰
戦
争
が
西
軍
の
勝
利
と
確
定

し
て
以
降
に
順
逆
史
観
と
い
う
筋
の
悪

い
歴
史
観
が
作
ら
れ
ま
す
。
明
治
の
初

め
に
薩
摩
出
身
や
佐
賀
出
身
の
歴
史
学

者
た
ち
が
、
天
皇
に
従
順
な
者
た
ち
が

従
わ
な
い
逆
賊
を
討
ち
果
た
し
た
の
が

戊
辰
戦
争
だ
と
い
う
意
味
づ
け
を
行
っ

た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
戊
辰
戦
争
の
勝
者
に
属
し

て
い
た
佐
賀
、
熊
本
、
長
州
の
者
た
ち

が
、
明
治
七
、八
年
か
ら
不
平
士
族
の
乱

を
起
こ
し
ま
す
。
こ
れ
は
内
乱
で
あ
り

最
終
的
に
は
明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争

に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
頃
か
ら
「
朝

敵
回
り
持
ち
」
と

い
う
言
葉
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
か
つ
て
官
軍
と

し
て
会
津
藩
や
奥
羽

越
列
藩
同
盟
に
参
加
し
た
諸
藩
を
貶お

と
し

め
た
者
た
ち

が
、
今
度
は
賊
軍
と
し
て
討
た
れ
る
運
命
を
辿た

ど

っ

た
と
い
う
意
味
合
い
で
す
。
西
南
戦
争
で
は
旧
会

津
藩
家
老
だ
っ
た
山
川
浩
や
佐
川
官
兵
衛
が
今
度

は
れ
っ
き
と
し
た
官
軍
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は

良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
全
体
と
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
会
津

藩
出
身
者
に
対
す
る
差
別
は
続
き
ま
し
た
。
日
本

陸
軍
に
お
い
て
軍
功
数
多
の
山
川
浩
や
、
第
一
次

大
戦
中
の
板
東
俘
虜
収
容
所
で
ド
イ
ツ
人
俘
虜
た

ち
に
人
道
的
な
対
応
を
し
続
け
た
松
江
豊
寿
も
少

将
ま
で
し
か
出
世
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
会
津
人
は
少
将
ま
で
し
か

出
世
さ
せ
な
い
、
と
い
う
不
文
律

が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

　

明
治
の
後
半
以
降
は
、
こ
う
し

た
流
れ
に
対
抗
す
る
の
が
会
津
人

の
新
し
い
世
代
の
宿
命
と
な
っ
て

ゆ
き
ま
し
た
。

　

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三

年
）、
松
平
容
保
が
逝
去
さ
れ
ま

す
。
こ
の
時
に
孝
明
天
皇
か
ら

賜
っ
た
宸し

ん
か
ん翰
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ

に
は
「
そ
の
方
だ
け
が
頼
り
だ
」

と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
、
山
川
浩
は
『
京

都
守
護
職
始
末
』
を
書
い
て
披
露

し
よ
う
と
し
ま
す
が
明
治
三
十
一

年
に
亡
く
な
り
、
弟
の
健
次
郎
が

そ
の
著
述
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

健
次
郎
は
時
の
有
力
者
た
ち
に
出

版
計
画
を
伝
え
ま
す
が
、
こ
れ
を

出
版
さ
れ
る
と
こ
れ
ま
で
の
順
逆

史
観
が
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で

困
る
と
反
対
さ
れ
、
会
津
松
平
家

へ
の
賠
償
金
を
引
き
出
す
こ
と
と

引
き
換
え
に
出
版
を
見
合
わ
せ
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く

北
原
雅
長
と
い
う
容
保
の
京
都
守

順
逆
史
観
、

　

  

差
別
と
の
戦
い

会津戦争記聞

泣血氈（きゅうけつせん）
会津藩降伏の際に敷かれていた緋毛氈。会津藩士はこれを「泣血氈」
と呼び、その悔しさを忘れないようにと誓いあったという。

孝
明
天
皇
よ
り
賜
っ
た
御
宸
翰

護
職
時
代
に
小
姓
を
し
て
い
た
藩
士
が

『
七
年
史
』
と
い
う
本
を
自
費
出
版
し
て
、

そ
の
中
で
宸
翰
の
存
在
を
公
に
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
健
次
郎
も
、
遠

慮
す
る
こ
と
な
く
『
京
都
守
護
職
始
末
』

を
発
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

幕
末
の
会
津
藩
は
ひ
た
む
き
に
国
家

の
た
め
に
尽
力
し
た
存
在
で
あ
り
、
朝

敵
な
ど
と
呼
ば
れ
る
筋
合
い
の
な
い
こ

と
を
、
こ
れ
ら
の
史
書
は
見
事
に
証
明

し
て
み
せ
た
の
で
し
た
。
初
め
に
こ
れ

ら
の
史
書
の
マ
ツ
ノ
書
店
版
が
よ
く
売

れ
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
関
西

以
西
に
は
会
津
藩
に
つ
い
て
、
よ
く
知

ら
ず
に
過
ご
し
て
き
た
人
々
が
多
い
の

で
、
ひ
と
つ
読
ん
で
み
よ
う
、
と
い
う

気
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

前
後
し
ま
し
た
が
、
早
川
喜
代
次
さ

ん
が
ま
だ
白
虎
隊
記
念
館
を
開
設
す
る

前
の
昭
和
十
五
年
、
教
科
書
改
訂
運
動

を
行
っ
た
こ
と
を
最
後
に
紹
介
し
て
お

き
ま
す
。
早
川
さ
ん
は
松
江
豊
寿
や
そ

の
弟
で
シ
ュ
ガ
ー
キ
ン
グ
と
呼
ば
れ
た

松
江
春
次
ら
と
、
文
部
省
に
対
し
て
、

国
定
教
科
書
に
あ
る
会
津
藩
に
関
す
る

悪
意
あ
る
表
現
を
改
め
る
よ
う
改
訂
交

渉
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
改
訂
運
動
は
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
昭
和
十
六
年
に
認
め
ら
れ
た
の
で
、

早
川
さ
ん
た
ち
は
大
宴
会
を
開
い
て
運

動
の
成
功
を
喜
び
合
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
戊
辰
戦
争
以
降
百
五
十

年
間
の
会
津
史
の
流
れ
を
見
て
ま
い
り

ま
す
と
多
士
済
々
な
方
々
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
会
津
差
別
と
戦
っ
て
き

た
こ
と
が
再
確
認
で
き
て
頭
を
下
げ
た

く
な
り
ま
す
。

　

今
日
の
会
津
若
松
市
は
こ
れ
ら
先
人

達
の
努
力
と
市
民
の
皆
さ
ん
の
優
し
い

心
に
よ
り
、
観
光
客
達
が
た
く
さ
ん
や
っ

て
く
る
美
し
い
都
市
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
こ
の
町
が
ど
う
発
展
し
て
ゆ

く
の
か
、
私
は
皆
さ
ん
と
御
一
緒
に
見

守
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

戊
辰
１
５
０
周
年
を
迎
え
る
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
記
念
と
し
て
、
平
成
三
十
年
一
月

二
十
八
日
（
日
）
に
会
津
若
松
ワ
シ
ン
ト

ン
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
直
木
賞
作
家
・

中
村
彰
彦
氏

に
よ
る
歴
史

講
演
会
。

　

中
村
先
生

の
興
味
深
い

お
話
を
た
く

さ
ん
の
方
々

と
共
有
で
き

ま
し
た
。




