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戊
辰
１
５
０
周
年
に
未
来
を
描
く

小
・
中
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
作
品

次世代へ
つなぐ

子どもたちの
作文集

会
津
の
ハ
ン
サ
ム
ウ
ー
マ
ン

　
　
会
津
若
松
市
立
謹
教
小
学
校

六
年  

野の

中な
か  

律り
つ

　

海
老
名
リ
ン
先
生
は
、
私
が
通
っ
て
い

た
若
松
幼
稚
園
を
つ
く
っ
た
方
で
す
。
幼

稚
園
の
お
遊
ぎ
室
に
は
、
リ
ン
先
生
の
写

真
が
か
ざ
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
の

年
長
の
こ
ろ
、
遠
足
で
リ
ン
先
生
が
眠
る

浄
光
寺
に
行
き
ま
し
た
。
浄
光
寺
に
は
、

リ
ン
先
生
の
石
像
が
あ
っ
て
、
幼
い
私
は
、

「
リ
ン
先
生
は
ど
ん
な
人
な
の
か
な
。
や
さ

し
そ
う
だ
な
。」
と
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い

ま
す
。
小
学
生
に
な
り
、
リ
ン
先
生
の
事

を
よ
く
知
り
た
い
と
思
い
、
調
べ
ま
し
た
。

　

会
津
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
リ
ン
は
、

十
七
才
で
海
老
名
季
昌
の
妻
に
な
り
ま
す
。

季
昌
は
戊
辰
戦
争
の
ろ
う
城
戦
で
、
北
出

丸
の
指
き
官
と
し
て
戦
い
ま
し
た
。
そ
の

時
会
津
に
い
な
か
っ
た
リ
ン
は
、
夫
が
守

る
鶴
ヶ
城
に
ろ
う
城
で
き
な
か
っ
た
事
を

悔
や
み
、
自
刃
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
結

局
会
津
藩
は
負
け
て
し
ま
い
、
季
昌
は
東

京
で
謹
し
ん
を
命
じ
ら
れ
、
斗
南
藩
へ
移

住
し
た
リ
ン
は
、
食
べ
物
も
ろ
く
に
無
い

苦
し
い
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
夫
の
謹
し

ん
も
解
け
、
江
戸
に
来
た
リ
ン
は
、
昔
か

ら
の
日
本
の
「
男
尊
女
卑
」
と
い
う
考
え

方
と
は
違
う
キ
リ
ス
ト
教
の
「
男
女
平
等
」

と
い
う
考
え
方
に
感
動
し
、
熱
心
に
キ
リ

ス
ト
教
を
信
仰
し
ま
す
。
夫
か
ら
も
う
反

︻
小
学
生
高
学
年
の
部
︼

対
さ
れ
ま
す
が
、
信
仰
を
貫
き
、
そ
の
熱

心
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
た
夫
も
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
な
り
ま
す
。
あ
る
日
、
友
人
か
ら

幼
稚
園
の
経
営
を
い
ら
い
さ
れ
た
リ
ン
は
、

改
め
て
幼
児
や
女
子
へ
の
教
育
の
必
要
性

を
知
り
ま
す
。
会
津
に
戻
っ
て
く
る
と
、

私
立
若
松
女
学
校
と
私
立
若
松
幼
稚
園
を

造
り
ま
し
た
。「
男
女
平
等
」
の
考
え
を
大

事
に
し
て
き
た
リ
ン
は
、
福
島
県
で
初
め

て
「
保
母
」
の
資
格
を
と
り
ま
し
た
。

　

こ
の
リ
ン
先
生
の
生
が
い
を
学
ん
で
、

強
い
信
念
を
持
っ
た
生
き
方
だ
と
感
げ
き

し
ま
し
た
。
こ
の
時
代
の
女
の
人
は
、「
男

尊
女
卑
」
の
考
え
方
が
強
い
世
の
中
で
、

苦
し
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
、
女
性
と
い

う
だ
け
で
、
生
き
方
が
制
限
さ
れ
て
し
ま

う
の
は
つ
ら
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で

も
、
強
い
信
念
を
持
っ
て
生
き
た
女
性
た

ち
が
会
津
に
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
新

島
八
重
さ
ん
や
大
山
捨
松
さ
ん
、
も
ち
ろ

ん
海
老
名
リ
ン
先
生
も
で
す
。
こ
の
女
性

た
ち
は
、
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
希
望

を
捨
て
ず
、
夢
を
持
っ
て
、
努
力
し
て
そ

の
夢
を
か
な
え
て
い
ま
す
。
世
の
中
を
見

る
正
し
い
目
と
、
決
し
て
ゆ
る
が
な
い
強

い
意
志
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
の
生

き
方
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
ハ
ン
サ
ム

ウ
ー
マ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ
ら
の
会
津
の
女
性
た
ち
の

よ
う
な
、
強
い
信
念
や
夢
は
ま
だ
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
い
つ
か
、
私
も
努
力
し
て
夢

を
か
な
え
て
、
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
海
老
名
リ
ン
先
生
は
、
子

供
た
ち
の
た
め
に
幼
稚
園
や
学
校
を
つ
く

り
、
今
も
そ
の
幼
稚
園
で
は
た
く
さ
ん
の

子
供
た
ち
が
学
ん
で
い
ま
す
。
自
分
の
し

た
こ
と
が
、
未
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の

は
と
て
も
す
て
き
な
こ
と
だ
な
と
思
い
ま

す
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
勉
強
し
て
、
自
分
の
夢
を
見
つ
け
、
会

津
の
女
性
た
ち
の
よ
う
に
生
ま
れ
育
っ
た

会
津
や
世
界
に
こ
う
け
ん
で
き
る
人
に
な

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
人
の
女
性
か
ら
学
ぶ
こ
と

　
　
会
津
若
松
市
立
謹
教
小
学
校

六
年  

佐さ

さ

き

々
木  

望も

な奈

　

な
よ
竹
の
風
に
ま
か
す
る
身
な
が
ら
も

　

た
わ
ま
ぬ
節
は
あ
り
と
こ
そ
聞
け

　

毎
年
十
一
月
に
行
わ
れ
る
私
の
学
校
の

学
習
発
表
会
「
し
ら
は
ぎ
祭
」
で
歌
わ
れ

る
こ
の
な
よ
竹
の
歌
は
、
西
郷
千
恵
子
が

よ
ん
だ
歌
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま

し
た
が
、
ど
う
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
、

調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

千
恵
子
は
、
会
津
藩
の
家
老
・
西
郷
頼

母
の
妻
で
あ
り
、
戊
辰
戦
争
の
激
戦
の
中
、

自
決
を
し
て
命
を
落
と
し
た
女
性
で
し

た
。

　

こ
の
歌
に
は
小
さ
く
て
細
い
弱
竹
の
よ

う
に
、
私
は
時
代
の
風
に
身
を
任
せ
て
き

た
。
し
か
し
、
弱
い
竹
に
も
決
し
て
折
れ

ぬ
節
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
な
よ
竹
の
歌
を

歌
っ
た
と
き
に
感
じ
た
暗
く
、
重
い
感
じ

は
千
恵
子
の
つ
ら
い
決
意
と
悲
し
み
か
ら

き
て
い
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

千
恵
子
は
、
女
が
い
て
は
戦
の
足
で
ま

と
い
に
な
る
と
思
い
、
む
す
め
五
人
、
義

母
、
妹
も
ふ
く
め
て
二
十
一
人
で
や
し
き

で
自
刃
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
二
才

と
四
才
の
む
す
め
も
い
た
そ
う
で
す
。
ま

だ
幼
い
の
に
亡
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
千
恵
子
の
武
家
の

女
と
し
て
の
強
い
決
意
を
感
じ
ま
し
た
。

武
家
と
し
て
の
ま
っ
す
ぐ
な
思
い
に
私

は
、
心
を
う
た
れ
ま
し
た
。

　

千
恵
子
と
は
異
な
り
、
戊
辰
戦
争
で
実

際
に
戦
い
に
参
加
し
た
女
性
が
い
ま
す
。

山
本
八
重
で
す
。
て
っ
ぽ
う
と
刀
を
持
っ

て
鶴
ヶ
城
に
入
り
、
男
と
い
っ
し
ょ
に

な
っ
て
戦
っ
た
八
重
と
千
恵
子
は
正
反
対

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
共
通
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

小
学
一
年
生
の
と
き
に
学
校
で
教
わ
っ

た
「
あ
い
づ
っ
こ
宣
言
」
の
も
と
に
な
っ

て
い
る
「
什
の
掟
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
千
恵
子
も
八
重
も
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
こ
の
「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な

ら
ぬ
」
を
つ
ら
ぬ
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
二
人
の
強
い
信
念
は
、
共
通
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
私
自
身
の
こ
と
を
ふ
り
か
え
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
学
校
で
は
、

毎
年
、
六
年
生
が
奉
仕
活
動
を
朝
早
く
か

ら
行
っ
て
い
ま
す
。
学
校
中
の
そ
う
じ
を

し
て
一
年
生
か
ら
五
年
生
が
気
持
ち
良
い

朝
を
む
か
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
正
直
、

「
や
り
た
く
な
い
な
あ
。」

と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
奉
仕
活

動
は
、
代
々
六
年
生
が
受
け
つ
い
で
き
た

こ
と
な
の
で
、
や
り
た
く
な
い
と
き
は
、

自
分
の
心
に
「
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
」

と
い
い
聞
か
せ
て
い
ま
す
。

　

千
恵
子
も
八
重
も
会
津
人
と
し
て
り
っ

ぱ
に
生
き
た
と
思
い
ま
す
。
同
じ
女
と
し

て
す
ご
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。
男
ば
か
り

が
注
目
さ
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
女
は
ひ
か
え
め
だ
っ
た
こ
の
時
代
に
、

二
人
は
ど
う
感
じ
、
ど
う
生
き
て
い
く
か

な
や
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
も

こ
れ
か
ら
先
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
悩
み
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
べ
に
ぶ
つ
か
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
決
し
て
折
れ
な
い

気
持
ち
を
持
っ
て
、
竹
の
よ
う
に
し
な
や

か
に
生
き
て
い
け
る
女
性
に
な
り
た
い
で

す
。

　会津藩は、京都守護職をすんなりと受け入れた訳ではなかった。幕府の台命が下ると、筆頭家老の西郷頼母は
「まきを背負って火中の栗を拾うものだ」と強固に反対し、その後も京都まで赴いて松平容保に京都守護職の辞任を進

言したために家老職を罷免されている。また、家老に復帰後、西郷は自ら指揮を執った白河口の戦いが大敗するなど、とかく「弱
虫」「卑怯者」というレッテルが貼られることが多い。
　しかし、その西郷が戊辰戦争の詳しい戦略について述懐した最晩年（明治32年）のインタビュー記録がこのほど、県立博物館
収蔵資料の中にあることがわかった。元会津藩士の渋谷源蔵が聞き書きした「保科藩老戊辰戦略談一片聞書」。同館の阿部綾子
学芸員は「一貫して愛する古里が戦火に巻き込まれないように、西郷頼母は戦争回避を模索し続けた」と解説する。しかし、戊
辰戦争で戦火が会津におよぶと、西郷邸では妻の千恵子をはじめ一族21人が悲惨な自刃を遂げることになる。

戦争回避の努力 ― 西郷頼母

参考：平成30年4月22日、福島民友新聞「戊辰戦争150年特別企画」
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山
を
訪
れ
、
戸
ノ
口
堰
洞
門
等
会
津
の

歴
史
に
つ
い
て
学
ん
だ
。（
そ
う
だ
、
広

沢
安
任
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。）

　

広
沢
安
任
と
い
う
人
物
は
、
現
在
の

青
森
県
の
基
礎
を
作
っ
た
斗
南
藩
の
実

力
者
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

松
平
容
保
が
京
都
に
行
っ
た
時
、
安

任
も
京
都
に
入
り
、
会
津
の
外
交
の
仕

事
を
し
た
。
戊
辰
戦
争
後
、
安
任
は
、

山
川
浩
、
永
岡
久
茂
と
共
に
、
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
斗
南
に
向
か
う
。
斗
南
は
不
毛

の
地
。
命
を
落
と
す
者
も
多
か
っ
た
。

安
任
は
、
藩
の
財
政
に
力
を
尽
く
し
た
。

　

廃
藩
置
県
の
後
、
安
任
は
斗
南
に
と

ど
ま
り
、
現
在
の
三
沢
市
に
、
日
本
初

の
洋
式
牧
場
『
開
牧
社
』
を
開
設
し
、

青
森
県
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
畜
産
業

に
大
い
に
貢
献
し
た
。

　

明
治
政
府
で
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
、

と
い
う
中
央
か
ら
の
要
請
を
何
度
も
拒

否
し
、『
野
に
あ
っ
て
国
家
に
尽
く
す
』

の
信
念
で
斗
南
の
開
拓
を
続
け
た
安
任
。

「
こ
れ
は
会
津
藩
士
の
義
の
精
神
だ
ろ
う

ね
」
と
母
が
言
っ
た
。
私
に
は
む
ず
か

し
い
が
、
会
津
と
青
森
の
誇
り
だ
な
ぁ
、

と
思
う
。

　

祖
父
の
本
家
の
あ
る
東
通
村
と
親
戚

の
い
る
む
つ
市
に
行
く
時
、
祖
父
が
運

転
す
る
車
の
窓
か
ら
は
、
お
釜
を
被
っ

た
よ
う
な
釜
臥
山
が
見
え
る
。
斗
南
へ

の
移
住
を
命
じ
ら
れ
た
会
津
の
人
々
は
、

こ
の
釜
臥
山
を
故
郷
の
飯
盛
山
だ
と
思

い
、
陸
奥
湾
を
猪
苗
代
湖
と
思
い
暮
ら

し
て
い
た
そ
う
だ
。
人
々
は
、
ど
ん
な

に
悲
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
人
々
は
、
ど

ん
な
に
苦
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
き
っ
と

ま
た
い
つ
か
会
津
へ
戻
れ
る
と
信
じ
、

辛
く
き
び
し
い
日
々
を
乗
り
越
え
た
の

だ
と
思
う
。

　

ま
た
、
途
中
に
は
、「
斗
南
藩
史
跡
地
」

「
秩
父
宮
両
殿
下
御
成
婚
記
念
碑
」
が
あ

り
、
何
度
か
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
記
念
碑
は
、
会
津
藩
士
の
子
孫
た
ち

で
作
る
斗
南
会
津
会
が
中
心
と
な
っ
て

建
立
さ
れ
た
と
説
明
が
書
い
て
あ
っ
た
。

　
「
安
任
の
時
代
か
ら
今
ま
で
に
は
、
青

森
県
知
事
に
な
っ
た
り
、
む
つ
市
長
、

三
沢
市
長
に
な
っ
た
り
、
ま
た
多
く
の

学
校
で
校
長
先
生
に
な
っ
た
り
と
、
活

躍
し
た
会
津
ゆ
か
り
の
人
が
た
く
さ
ん

い
る
」
と
祖
父
か
ら
聞
い
た
。

　

私
の
ル
ー
ツ
の
あ
る
会
津
と
青
森
が

歴
史
の
中
で
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
私
は
こ

れ
か
ら
も
会
津
の
歴
史
を
し
っ
か
り
学

ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。
同
時
に
広
沢

安
任
の
こ
と
も
覚
え
、
伝
え
る
こ
と
は
、

少
し
だ
け
私
の
役
目
か
も
し
れ
な
い
。

　

安
任
の
お
墓
は
会
津
若
松
市
と
三
沢

市
に
あ
る
。

瓜
生
岩
子
の
よ
う
に
な
り
た
い

　
　
会
津
若
松
市
立
城
西
小
学
校

六
年  

高た
か
は
し橋  

咲さ

き葵

　

私
は
、瓜
生
岩
子
の
よ
う
に
な
り
た
い
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
瓜
生
岩
子
は
幸
せ
な

生
活
か
ら
一
気
に
不
幸
な
状
況
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
も
、
め
ぐ
ま
れ
な
い
人
や

不
幸
せ
な
人
の
た
め
に
生
き
て
い
こ
う

と
尽
く
し
た
人
で
、
私
だ
っ
た
ら
、
落

ち
こ
ん
だ
時
、
立
ち
直
れ
ず
、
と
て
も

瓜
生
岩
子
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
て
な

い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

　

瓜
生
岩
子
は
、
喜
多
方
に
生
ま
れ
、

裕
福
な
家
庭
で
育
ち
、
結
こ
ん
、
出
産

と
幸
せ
な
人
生
を
送
っ
て
い
た
の
に
、

同
時
期
に
愛
す
る
夫
、
母
と
伯
父
も
亡

く
し
て
し
ま
っ
た
が
、
和
尚
さ
ん
の
言

葉
に
救
わ
れ
、
そ
の
後
の
人
生
を
身
を

け
ず
っ
て
人
々
に
尽
く
し
た
人
で
あ
る
。

戊
辰
戦
争
で
は
、
敵
味
方
関
係
な
く
負

傷
者
を
手
当
て
し
、
鉄
ぽ
う
の
た
ま
を

か
い
く
ぐ
っ
て
人
々
を
助
け
た
そ
う
で
、

戦
争
に
よ
っ
て
両
親
を
亡
く
し
た
子
供

た
ち
を
引
き
取
り
、
学
校
を
つ
く
り
、

読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
を
教
え
、
子
供
た

ち
に
食
べ
さ
せ
る
食
料
が
な
く
な
る
と
、

自
ら
が
着
て
い
る
着
物
を
売
っ
て
お
金

に
か
え
る
な
ど
、
人
々
の
た
め
に
役
立

つ
こ
と
を
さ
れ
た
そ
う
だ
。
瓜
生
岩
子

の
行
動
は
、
当
時
の
皇
后
陛
下
に
も
知

ら
さ
れ
、
藍
綬
褒
章
を
受
け
た
。
藍
綬

褒
章
と
は
、
特
に
教
育
医
療
、
社
会
福

祉
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
長
年
の
努

力
に
よ
り
、
人
々
の
利
益
に
こ
う
け
ん

し
た
者
に
授
与
さ
れ
る
そ
う
だ
。
人
々

に
尽
く
し
た
瓜
生
岩
子
に
ふ
さ
わ
し
い

授
章
だ
と
思
う
。

　

今
の
私
は
、
余
裕
が
な
く
て
、
自
分

の
こ
と
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
で
、
瓜
生

岩
子
の
よ
う
に
人
の
こ
と
ま
で
気
に
か

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
だ
か

ら
、
自
分
自
身
の
こ
と
も
ち
ゃ
ん
と
や

っ
て
、
周
り
の
こ
と
に
も
気
が
付
い
て

行
動
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
学
校
で
は
、
何
事
に

も
積
極
的
に
関
わ
り
、
自
分
の
係
や
担

当
で
な
く
て
も
、
例
え
ば
プ
リ
ン
ト
や

ノ
ー
ト
を
配
っ
た
り
、
困
っ
て
い
る
友

達
が
い
た
ら
声
を
か
け
る
な
ど
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。
ま
た
部
活
で
は
、
六

年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
先
ぱ
い
と
し

て
後
は
い
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
は
で

き
て
い
る
と
思
う
が
、
逆
に
後
は
い
の

気
持
ち
や
意
見
を
聞
き
出
せ
な
い
の
が

な
や
み
で
あ
る
。
誰
で
も
な
ん
で
も
話

せ
る
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。
ま
た
地
域
で
見
守
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
々
に
対
し
て
は
、
感
謝

の
気
持
ち
は
あ
る
が
、
自
分
か
ら
あ
い

さ
つ
が
で
き
な
い
し
、
あ
い
さ
つ
を
し

た
と
し
て
も
明
る
く
あ
い
さ
つ
が
で
き

な
い
の
で
、
自
分
か
ら
明
る
く
あ
い
さ

つ
を
し
、
地
域
で
行
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
あ
っ
た
ら
、
私
も
参
加
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　「その日、昭和3年の9月28
日、秩父宮と松平勢津子姫とのご婚儀が行
われた。戊辰戦争で朝敵の汚名をうけた旧
会津藩主の血をつぐ姫が、秩父宮妃殿下に
なられたのです。…市民のなかには朝敵と呼
ばれたことへの無念が、まだ心のどこかに残
っていた。だから、ご婚約が発表さるとその
喜びは大きかった。市では3日間にわたる慶
祝行事を行い、昼には小学生の小旗行進、夜
には市民の提灯行列が街をねり歩き、暗夜を
明るく彩った」
　明治戊辰100周年を記念した昭和42年9月
15日の「市政だより」は、戊辰戦後の会津が
歴史の大きな転換点に立った当時の喜び、興
奮をこう伝えている。
　勢津子姫は、当時駐米大使だった松平恒雄
（旧会津藩主松平容保の六男、外交官のち
に宮内大臣、初代参議院議長を務める）の長
女で、松平容保の孫にあたる。勢津子姫が秩
父宮殿下に嫁ぐことが決まると、ようやく天
皇家に対する〝朝敵〟〝賊軍〟の汚名が晴ら
された――と会津の人々は心から欣喜した。
今日、ゆかりの御薬園・重陽閣に妃殿下の御
威徳と功績を後世に伝える品々や写真など
が展示される。

松平勢津子さま
御成婚の喜び

広
沢
安
任
と
斗
南
藩

　
　
会
津
若
松
市
立
鶴
城
小
学
校

五
年  

山や
ま
も
と本  

真ま

き紀

　

磐
越
西
線
、
東
北
新
幹
線
、
そ
し
て

青
い
森
鉄
道
を
乗
り
つ
い
で
、
会
津
若

松
市
か
ら
青
森
県
三
沢
市
ま
で
約
五
時

間
。

　

私
の
母
の
故
郷
の
三
沢
市
に
は
、
会

津
で
生
ま
れ
た
『
広
沢
安
任
』
の
資
料

を
展
示
し
て
い
る
『
斗
南
藩
記
念
観
光

村
・
先
人
記
念
館
』
と
い
う
歴
史
資
料

館
が
あ
る
。
祖
父
の
話
に
も
、
時
々
名

前
が
出
て
く
る
。
父
の
故
郷
で
あ
る
会

津
の
広
沢
安
任
と
は
、
ど
う
い
う
人
物

な
の
か
な
、
な
ぜ
遠
く
は
な
れ
た
三
沢

で
有
名
な
の
か
な
、
と
私
は
と
て
も
不

思
議
だ
っ
た
。

　

昨
年
、
四
年
生
の
総
合
学
習
で
飯
盛

し
て
、
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と

思
う
。
そ
し
て
家
で
は
、
家
族
の
手
伝

い
を
積
極
的
に
や
り
た
い
と
思
う
。
つ

い
、
や
ら
さ
れ
て
い
る
、
や
ら
な
く
て

も
や
っ
て
も
ら
え
る
。
と
思
っ
て
し
ま

う
の
だ
が
、
お
手
伝
い
を
し
て
家
族
を

助
け
た
い
と
思
う
。

　

私
は
、
ま
ち
が
っ
た
こ
と
を
し
た
く

な
い
、
完
ぺ
き
に
や
り
た
い
と
思
っ
て

し
ま
っ
た
り
、
め
ん
ど
う
な
こ
と
を
あ

ま
り
や
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ

た
り
す
る
の
で
、
ま
ず
、
何
事
に
も
お

そ
れ
ず
、
が
む
し
ゃ
ら
に
や
っ
て
み
よ

う
と
思
う
。
そ
し
て
、
私
も
瓜
生
岩
子

の
よ
う
に
少
し
で
も
人
々
の
役
に
立
て

る
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
。

　第一次世界大戦真っただ中の大正7年（1918）6月1日、徳島県鳴門市にあった板東俘
虜収容所でベートーベンの交響曲第九番の歌声が響きわたった。収容所の所長は、会津
藩士の子で陸軍中佐だった松江豊寿。収容所長に就任すると、松江はドイツ人捕虜を「人
道的に処遇すべきだ」という信念を貫き通し、捕虜たちはあげて歓喜に満ちた「第九」を
全曲演奏にいたる。日本で「第九」が演奏された最初の瞬間である。
　のちに松江は大正11年から第9代の若松市長を務め、昭和4年に実現する上水道の敷
設に手腕を発揮した。また大正14年には、飯盛山にある白虎隊墓域の拡張事業にも尽く
した。平成18年、松江を主人公とする映画「バルトの楽園」が製作され、全国で公開され
た。奇しくも平成30年は、大正7年の「第九」演奏から100年という節目にあたった。

大正七年、松江豊寿の「第九」が響いた！

当時の板東俘虜収容所
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け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
松
江
さ
ん
を

学
ん
だ
か
ら
で
す
。
会
津
の
先
人
は
今

で
も
、
私
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を

伝
え
よ
う
と
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
を
ど
う
受
け
取
る
か
に
よ
っ
て
、

何
が
見
え
る
か
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
が

楽
し
み
で
す
。

　

私
の
故
郷
は
私
の
誇
り
で
す
。
会
津

に
は
や
さ
し
い
心
を
も
っ
た
先
人
が
た

く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
う

れ
し
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
多
く
の

先
人
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
会
津
の
先

人
が
、
そ
し
て
会
津
が
、
故
郷
が
、
大

好
き
で
す
。

会
津
人
の
魂
に
ふ
れ
て

　
　
会
津
若
松
市
立
北
会
津
中
学
校

三
年  

金か
ね

子こ  

弥や

よ

い生

　

私
は
、
去
年
の
夏
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
大

使
と
し
て
、
徳
島
県
の
鳴
門
市
に
訪
問

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
、
鳴

門
市
と
会
津
若
松
市
は
姉
妹
都
市
と
い

う
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
深
い
関
係
も
作
っ
て
く
れ
た
我
ら
が

誇
る
人
物
は
、
松
江
豊
寿
さ
ん
で
す
。

私
は
、
こ
の
作
文
を
通
し
て
、
松
江
豊

寿
さ
ん
か
ら
学
ん
だ
会
津
人
と
し
て
の

魂
を
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

松
江
さ
ん
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中

に
板
東
俘
虜
収
容
所
の
所
長
を
務
め
て

い
ま
し
た
。
そ
の
収
容
所
に
は
た
く

さ
ん
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
俘
虜
と
し
て

入
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
最
初
、
俘

虜
所
だ
か
ら
か
な
り
ひ
ど
い
仕
打
ち
を

受
け
て
そ
こ
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
徳
島
県
を
訪
れ
て
、
そ
の
考
え
は

百
八
十
度
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
松
江
さ

ん
は
そ
の
俘
虜
所
で
ド
イ
ツ
人
俘
虜
た

ち
に
人
道
に
基
づ
い
た
待
遇
で
接
し
、

可
能
な
限
り
自
由
で
様
々
な
活
動
を
許

し
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
俘
虜
所
の
中

に
多
数
の
運
動
施
設
、
酪
農
場
を
含
む

農
園
、
パ
ン
を
焼
く
た
め
の
竃
、
野
菜

の
農
園
な
ど
の
施
設
を
設
け
ま
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
元
民
間
人
の
俘
虜
た
ち

は
様
々
な
職
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
他
に
も
ボ
ー
リ
ン
グ
が
で
き
る

娯
楽
施
設
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時

代
と
し
て
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
ば
か

り
で
あ
ふ
れ
る
俘
虜
所
で
し
た
。

　

な
ぜ
、
松
江
さ
ん
は
こ
ん
な
に
も
人

道
的
な
人
物
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
き
っ
か
け
は
戊
辰
戦
争
に
あ
り
ま

し
た
。
か
つ
て
、
会
津
藩
は
戊
辰
戦
争

で
敗
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
悲

哀
な
経
験
を
味
わ
っ
た
会
津
藩
士
の
子

弟
に
生
ま
れ
た
体
験
が
大
き
く
彼
の
良

心
的
な
人
格
形
成
に
影
響
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
会
津
人

が
悲
し
み
を
味
わ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ

の
過
ち
を
ま
た
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に

す
る
松
江
さ
ん
は
本
当
に
誇
り
に
思
え

ま
す
。
そ
ん
な
松
江
さ
ん
は
、
他
に
も

俘
虜
た
ち
に
地
元
の
住
民
と
交
流
を
さ

せ
た
り
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
ド
イ
ツ

人
俘
虜
に
よ
っ
て
、
日
本
で
初
め
て
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
九
番
が
演
奏
さ
れ

ま
し
た
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
な

曲
で
す
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
第
一
次

世
界
大
戦
が
終
了
し
、
そ
れ
と
共
に
板

東
俘
虜
収
容
所
も
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
俘
虜
た
ち
は
解
放
さ
れ
た
後

も
、
俘
虜
所
で
受
け
た
温
か
い
扱
い
を

忘
れ
ず
こ
う
語
り
ま
し
た
。

「
世
界
の
ど
こ
に
松
江
の
よ
う
な
素
晴

ら
し
い
俘
虜
収
容
所
長
が
い
た
だ
ろ
う

か
。」

　

彼
ら
は
、
一
生
忘
れ
な
い
松
江
さ
ん

の
会
津
人
の
魂
を
感
じ
た
の
で
す
。

　

私
は
、
松
江
さ
ん
を
通
し
て
、
戊
辰

戦
争
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
会
津

人
の
魂
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
人
道
が
あ
り
、
国
境

を
越
え
て
愛
さ
れ
て
い
る
彼
を
見
習
う

よ
う
日
々
、
二
〇
一
八
年
の
平
成
の
会

津
人
と
し
て
そ
の
魂
を
や
ど
ら
せ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
切
な
一
歩
は
会
津
か
ら

　
　
会
津
若
松
市
立
北
会
津
中
学
校

三
年  

坂ば
ん
な
い内  

愛あ
い

莉り

　

私
は
私
の
故
郷
を
誇
り
に
思
い
ま
す
。

会
津
は
大
き
な
都
市
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
会
津
の
誇
り
は
何
と
言
っ
て
も
、

全
国
で
活
躍
し
た
先
人
で
す
。
会
津
の

先
人
は
い
ろ
ん
な
分
野
で
多
く
の
人
が

名
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
私
が
生
き
方

を
学
ん
だ
先
人
は
松
江
豊
寿
で
す
。
松

江
さ
ん
の
何
か
ら
生
き
方
を
学
ん
だ
か

と
言
う
と
、
人
間
を
全
員
平
等
に
扱
う

美
し
い
心
か
ら
で
す
。

　

松
江
さ
ん
は
歴
史
の
教
科
書
に
は

載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
教
科
書
に
載
る

く
ら
い
の
偉
人
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

︻
中
学
生
の
部
︼

私
は
去
年
、
会
津
ジ
ュ
ニ
ア
大
使
と
し

て
松
江
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
松
江

さ
ん
で
す
が
、
こ
の
体
験
を
し
て
か
ら
、

私
の
憧
れ
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
理
由
こ
そ
、
松
江
さ
ん
の

行
動
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
時
、
日

本
の
敵
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
俘
虜
に
対

し
、
松
江
さ
ん
は
人
道
的
な
扱
い
を
し

ま
し
た
。
敵
で
あ
る
の
に
。
私
だ
っ
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
力
の
差
を

見
せ
つ
け
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
は
松
江
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
本
当

の
や
さ
し
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ

で
き
る
こ
と
で
す
。
板
東
俘
虜
収
容
所

で
の
出
来
事
以
来
、
ド
イ
ツ
の
俘
虜
た

ち
は
、
帰
国
し
て
か
ら
も
松
江
さ
ん
を

愛
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
学
び

私
は
感
激
し
ま
し
た
。
多
く
の
人
か
ら

愛
さ
れ
た
先
人
が
私
た
ち
と
同
じ
会
津

人
だ
と
思
う
と
う
れ
し
く
な
っ
て
き
ま

す
。
そ
こ
で
私
は
考
え
ま
し
た
。
簡
単

に
松
江
さ
ん
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た

い
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
て
も
難

し
い
こ
と
で
す
。
松
江
さ
ん
の
よ
う
に

な
ろ
う
、
と
言
っ
て
明
日
か
ら
変
わ
れ

ま
す
か
。
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。
で
す

が
、
一
歩
ず
つ
近
づ
く
こ
と
は
で
き
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
、
今
の
自
分

を
見
つ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

十
人
十
色
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
性

格
も
考
え
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
だ
か
ら

同
じ
生
き
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、
生

き
方
を
学
び
ま
す
。
温
故
知
新
で
す
。

そ
こ
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
多
い
は
ず
で

す
。
私
も
考
え
て
み
ま
し
た
。
松
江
さ

ん
の
や
さ
し
さ
の
原
点
は
な
に
か
。
そ

の
答
え
は
松
江
さ
ん
に
限
ら
ず
、
会
津

の
先
人
み
ん
な
に
共
通
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
思
い
や
り
で
す
。
他
人
の
気

持
ち
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
簡

単
に
言
え
ま
す
し
、
実
行
し
や
す
そ
う

に
思
え
ま
す
が
、
と
て
も
難
し
い
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
誰

か
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に

止
め
に
入
れ
ま
す
か
。
私
も
な
か
な
か
、

一
歩
が
踏
み
出
せ
ま
せ
ん
。
も
し
そ
の

一
歩
が
踏
み
出
せ
た
な
ら
、
き
っ
と
松

江
さ
ん
に
、
会
津
の
先
人
に
一
歩
近
づ

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の

私
で
は
と
て
も
足
元
に
も
お
よ
び
ま
せ

ん
が
、
誰
だ
っ
て
最
初
か
ら
完
璧
で
は

な
い
の
で
す
か
ら
。
ま
ず
は
自
分
を
見

つ
め
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
何
が
自
分

に
で
き
る
の
か
。
落
と
し
物
を
拾
っ
て

届
け
る
だ
け
で
も
思
い
や
り
な
の
で
す
。

自
分
が
動
け
ば
ど
こ
か
で
誰
か
が
笑
っ

て
く
れ
る
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す

ね
。
私
が
こ
ん
な
風
に
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
も
、
思
い
や
り
を
見
つ

　戦後、窮乏化する市財政のなかで、昭和23年（1948）9月には新制中学校四校、すなわ
ち第一中学校～第四中学校の新設の財源として、旧城址本丸に競輪場を誘致することが
決議された。会津のシンボルとしての鶴ヶ城を破壊して、お城のど真ん中に競輪場を設置
するという話は内外からの反対をよんだ。しかし、史跡保存のため文部省から施工前の状
況に復すること、五年間の時限を定める等の条件付きで認可された。
　会津競輪は、昭和25年4月に第一回が開催され、年八回実施された。予想外の収入によ

り市の財政は危機から免れ、そのため、新制中学校四校の校舎建設の財源が確保できた。のち昭和33年3月には小田垣地
域に移転し、同38年まで競輪が開催され、結果的には市財政を救った。

戦後、窮乏する市財政を救った会津競輪

参考：会津若松市史１０「会津、戦後から明日へ」より
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山
川
捨
松
に
学
ぶ

　
　
会
津
若
松
市
立
河
東
学
園
中
学
校

三
年  

福ふ
く
は
ら原  

さ
く
ら

　

皆
さ
ん
は
、
山
川
捨
松
と
い
う
女
性
を

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

彼
女
は
、
十
一
才
の
と
き
に
日
本
初
の

女
子
留
学
生
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、

帰
国
後
、
慈
善
活
動
や
女
子
教
育
を
支
援

し
た
方
だ
。
ち
な
み
に
、
捨
松
と
い
う
名

前
は
、
留
学
す
る
と
き
、
捨
松
の
母
が
「
娘

を
一
度
捨
て
た
気
で
待
つ
」
と
い
う
意
味

を
こ
め
て
改
名
し
た
名
前
だ
そ
う
だ
。

　

私
は
、
山
川
捨
松
か
ら
二
つ
の
こ
と
を

学
ん
だ
。

　

一
つ
目
は
、
強
い
心
を
持
つ
と
い
う
こ

と
だ
。

　

捨
松
は
、
留
学
中
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
も

な
ら
ず
、
十
年
間
と
い
う
長
い
期
間
を
ア

メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
。
ま
た
、
自
ら
が
始

め
た
慈
善
活
動
や
女
子
教
育
も
最
後
ま
で

遣
り
遂
げ
た
。

　

私
は
、
捨
松
の
よ
う
に
強
い
心
を
持
っ

て
最
後
ま
で
物
事
を
遣
り
遂
げ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
勉
強
や
部
活
な
ど
で
嫌
な

こ
と
が
あ
っ
た
り
失
敗
し
た
り
す
る
と
、

「
も
う
ダ
メ
だ
」
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
こ

と
が
多
く
あ
っ
た
。
強
い
心
を
持
っ
て
最

後
ま
で
遣
り
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
は
と
て

も
難
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ

れ
を
乗
り
越
え
た
先
に
達
成
感
や
成
果
が

あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
捨
松
の
よ
う
な
強

い
心
を
持
っ
て
様
々
な
こ
と
に
挑
戦
し
、

遣
り
遂
げ
て
い
き
た
い
。

　

二
つ
目
は
、
人
を
助
け
る
優
し
い
心
だ
。

　

捨
松
は
、
戊
辰
戦
争
の
と
き
の
籠
城
戦

で
「
焼
き
弾
押
さ
え
」
と
い
う
危
険
な
作

戦
を
取
っ
て
い
た
い
た
と
き
に
大
怪
我
を

負
っ
た
。
そ
し
て
、留
学
か
ら
日
本
に
戻
っ

た
と
き
に
、
大
山
巖
と
結
婚
し
た
捨
松
は
、

日
清
、
日
露
戦
争
の
際
に
戊
辰
戦
争
の
と

き
の
自
ら
の
よ
う
に
大
怪
我
を
し
た
人
た

ち
の
救
護
を
行
っ
た
。

　

困
っ
て
い
る
人
や
悩
ん
で
い
る
人
を
見

か
け
た
ら
助
け
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
で
き

て
い
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
と
き
に
、
私

は
、
そ
の
人
た
ち
の
こ
と
を
見
て
見
ぬ
ふ

り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
多
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い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
捨
松
は
、

戊
辰
戦
争
の
と
き
に
自
分
の
敵
だ
っ
た
人

た
ち
の
こ
と
も
分
け
隔
て
な
く
助
け
て
い

る
。
私
も
捨
松
の
よ
う
な
全
て
の
人
達
に

温
か
く
優
し
く
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
人

に
な
り
た
い
。

　

捨
松
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
才
能
を
持
っ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
き
っ
と
多
く
の
努

力
を
し
て
、
と
て
も
強
い
心
と
と
て
も
優

　

だ
が
こ
の
後
、
十
四
代
将
軍
・
家
茂
が
亡

く
な
り
、
立
て
続
け
に
孝
明
天
皇
も
亡
く
な

り
、
倒
幕
派
の
新
政
府
軍
と
、
そ
れ
を
阻
止

し
た
い
旧
幕
府
軍
と
の
戦
い
が
始
ま
り
、
幕

府
軍
は
追
い
つ
め
ら
れ
、
つ
い
に
大
政
奉
還

を
し
て
戦
い
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、

新
政
府
軍
は
明
治
天
皇
に
、
に
せ
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
「
幕
府
や
そ
れ
に
協
力
し
て
い

る
会
津
は
賊
軍
で
あ
る
」
と
い
う
手
紙
を
出

し
、
汚
名
を
着
せ
た
。

　

そ
の
後
戊
辰
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
い
東

北
諸
藩
は
必
死
に
戦
っ
た
も
の
の
、
次
々
に

降
伏
。
会
津
藩
は
孤
立
し
た
が
、
そ
れ
で
も

約
一
ヶ
月
間
籠
城
し
、
抵
抗
し
続
け
た
。
戦

い
で
は
ま
だ
十
六
〜
十
七
歳
の
少
年
達
か
ら

な
っ
て
い
る
白
虎
隊
ま
で
も
が
前
線
に
投
入

さ
れ
、
若
い
命
を
落
と
し
た
。
ま
た
、
女

性
や
若
人
、
幼
い
子
供
は
足
手
ま
と
い
に
な

る
ま
い
、
と
次
々
に
自
刃
し
て
い
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
女
子
は
約
二
百
三
十

人
、
そ
の
他
約
百
人
、
実
際
は
こ
れ
よ
り
多

い
と
言
わ
れ
る
。
鶴
ヶ
城
開
城
時
、
こ
こ
ま

で
の
会
津
藩
の
戦
死
者
は
約
三
千
人
以
上
。

遺
体
は
新
政
府
軍
の
命
令
に
よ
り
野
晒
し
と

な
っ
た
。
旧
幕
府
軍
全
て
を
合
わ
せ
れ
ば
約

四
千
六
百
九
十
人
と
な
る
。
こ
う
し
て
た
く

さ
ん
の
犠
牲
を
出
し
な
が
ら
会
津
で
の
戦
い

が
終
わ
り
、
そ
の
後
の
五
稜
郭
の
戦
い
を
最

後
に
戊
辰
戦
争
は
終
結
し
、
明
治
維
新
は
行

わ
れ
た
。

　

会
津
藩
は
こ
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
、
天
皇

に
そ
む
い
た
と
し
て
朝
敵
、
賊
軍
と
汚
名
を

着
せ
ら
れ
た
り
、
教
科
書
に
悪
く
書
か
れ
た

り
と
差
別
を
受
け
、
住
む
場
所
を
変
え
ら
れ

る
な
ど
、
辛
い
冬
の
よ
う
な
時
期
を
過
ご
し

た
。
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
日
本
の
た
め
に

つ
く
し
て
き
た
の
に
、
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
会
津
藩
の
こ
と
を
私
の
祖
母
は
誇

ら
し
気
に
、

「
会
津
藩
は
義
の
心
を
持
っ
た
、
忠
義
の
藩

だ
。」

と
語
っ
て
い
た
。
な
の
に
、
私
は
何
も
知
ら

な
い
の
に
、「
負
け
戦
だ
か
ら
」
と
知
ろ
う

と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
人
は
多
い
の
で

は
な
い
か
。
誇
り
な
ど
持
っ
て
も
い
な
い
。

そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
う
。
先
人
た
ち
の

想
い
を
、
こ
の
機
会
に
知
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
強
い
逆
風
の
中
、
強
い
意
志
を
持
っ

て
生
き
た
先
人
た
ち
に
敬
意
を
持
ち
、
理
解

を
深
め
、
誇
り
を
胸
に
生
き
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

　

今
年
は
戊
辰
戦
争
か
ら
百
五
十
周
年
を
迎

え
る
。
こ
れ
を
機
に
様
々
な
人
々
に
こ
の
歴

史
が
伝
わ
っ
て
義
の
想
い
を
誇
る
会
津
人
の

心
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
、
そ
う
強
く
思
う
。

　
「
義
」
の
想
い
、
つ
な
げ
未
来
へ
―

　

会
津
の
義
の
心
。
そ
れ
は
、
な
に
が
あ
っ

て
も
め
げ
ず
に
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
き
、
自
分

が
思
う
正
し
い
道
を
つ
き
進
ん
で
い
く
、
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

想
像
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
彼
ら
の
心
情
を

知
り
た
い
。
そ
う
思
っ
て
興
味
を
持
ち
始
め

た
。

　

江
戸
時
代
、
三
代
将
軍
・
徳
川
家
光
の
異

母
弟
で
あ
る
保
科
正
之
公
を
初
代
藩
主
に
持

つ
会
津
藩
は
徳
川
家
の
親
藩
。
ま
た
、
教
育

熱
心
な
藩
で
も
あ
り
、
有
名
な
藩
校
・
日
新

館
を
建
設
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
幕
府
か

ら
の
信
頼
も
厚
く
、
会
津
藩
は
二
十
三
万
石

の
親
藩
と
し
て
、
幕
末
に
及
ぶ
。

　

時
は
流
れ
、
長
ら
く
鎖
国
し
て
い
た
日
本

は
、
外
国
か
ら
「
開
国
し
ろ
」
と
迫
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
日
本
近
海
に
異
国
船
が
出
没

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
会
津
藩
は
自

ら
出
兵
を
幕
府
に
願
い
出
た
。
そ
し
て
国
防

の
第
一
前
線
で
活
躍
し
て
い
く
。
あ
の
「
ペ

リ
ー
黒
船
来
航
」
の
際
も
警
備
に
あ
た
っ
て

い
る
。
ま
た
、
幕
府
を
倒
そ
う
と
す
る
倒
幕

派
が
「
天
誅
」
と
称
し
て
要
人
を
襲
う
テ
ロ

が
京
都
で
お
こ
る
よ
う
に
な
る
と
、「
京
都

守
護
職
」
と
い
う
京
都
の
警
備
の
最
高
責
任

者
に
就
任
し
、治
安
を
守
っ
た
。
そ
の
た
め
、

幕
府
と
天
皇
と
い
う
日
本
の
ツ
ー
ト
ッ
プ
ど

ち
ら
に
も
信
頼
を
得
た
。
九
代
藩
主
・
松
平

容
保
公
は
こ
の
行
い
に
よ
り
、
孝
明
天
皇
よ

り
「
御
宸
翰
」
と
い
う
天
皇
直
筆
の
手
紙
と

「
宸
翰
」
と
い
う
天
皇
直
筆
の
和
歌
を
与
え

ら
れ
た
。
容
保
公
は
こ
れ
ら
を
人
目
に
触
れ

さ
せ
ず
、
い
つ
も
肌
身
離
さ
ず
持
ち
歩
い
て

い
た
と
い
う
。

　会津若松市子ども会育成会連絡協議会は、戊辰150年の今年、結成から66年
目を迎えます。年々少子化傾向にありますが、子どもたちを健やかに育てるこ
とは、あらゆる時代を超え、変わることのない社会の要請であり、子を持つ親
の切なる願いであります。
　会津藩校日新館以来、会津若松市は社会教育による人材育成に力を入れてき
た歴史と伝統があり、私たちはそのことを誇りとしています。
　本会では、会津ゆかりの地での子ども達の研修をはじめて今年で30年目にな
ります。この活動を長年続けているのは全国でも会津若松市だけです。なぜで
きるのか、それは会津の先人の方々が全国で活躍し、足跡を残された実績と歴
史によるものです。子どもたちが、その先人の方とゆかりある市町村での交流
を通して、自分の故郷の歴史を繙

ひもと

き、日常生活で忘れがちな協調性、創造性、
積極性を自然と身に着け、同時に会津の歴史を学び、郷土愛を育みます。
　年々市内子ども会が少なくなり、様々な課題を抱えている中で大切なことは
いつの時代でも地域での子ど
もの育成です。
　戊辰戦争から150年の今年、
会津の先人の方々が繋いでき
た会津の歴史への誇りを、未
来を担う子ども達に伝えてい
かなければなりません。
　白虎隊士が貫いた什の掟精
神を基に、子ども達の健全な
成 長 を 子 ど も 会 と し て 努 力
し、見守り続けたいと思いま
す。

会津若松市子ども会
育成会連絡協議会のあゆみ

し
い
心
を
手
に
入
れ
た
の
だ
と
思
う
。
会

津
か
ら
捨
松
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
女
性

が
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
で
も
活
躍
し
て

い
た
こ
と
を
私
は
誇
り
に
思
う
。

　

私
は
、
将
来
、
捨
松
の
よ
う
な
常
に
他

人
の
こ
と
を
よ
く
考
え
、
何
事
に
も
最
後

ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
遣
り
遂
げ
る
こ
と
の

で
き
る
人
に
な
れ
る
よ
う
に
多
く
の
努
力

を
し
て
い
き
た
い
。

提灯行列

「
義
の
想
い
」
を
い
つ
ま
で
も

　
　
福
島
県
立
会
津
学
鳳
中
学
校

一
年  

小お

貫ぬ
き  

蒼あ

お

い依

　
「
義
」
の
想
い
。
つ
な
げ
未
来
へ
―
。

　

こ
こ
会
津
が
戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
戊
辰

戦
争
か
ら
今
年
で
百
五
十
年
を
迎
え
る
。
そ

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
こ
そ
が
初
め
に
述
べ

た
言
葉
で
あ
る
。こ
の
中
に
入
っ
て
い
る「
義

の
想
い
」
と
は
会
津
人
た
ち
の
ど
ん
な
想
い

の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
、
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
戦
争
で
は
多
く
の
人
が
亡
く

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
幕
府
や
藩
主
と
い

う
赤
の
他
人
の
た
め
に
命
を
落
と
せ
る
の
だ

ろ
う
か
。
身
分
が
低
い
農
民
な
ど
の
人
々
は

格
上
の
藩
主
な
ど
、
顔
も
見
た
こ
と
の
な
い

存
在
だ
ろ
う
。
現
代
人
の
私
た
ち
か
ら
で
は




