
会津若松商工会議所

地
域
資
源
再
発
掘
会
津
遺
産

伝
え
た
い

会
津
藩
の
教
学

よ
み
が
え
れ
、会
津
の
心 お

し
え



3 2

　
　

巻　

頭　

言

会
津
若
松
商
工
会
議
所
　
　
会
頭
　
　
宮
　
森
　
泰
　
弘

　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
、
東
日
本
大
震
災
・
福
島
原
発
事
故
か
ら
五
年
が
経
過
し
ま
し
た

が
、
会
津
は
未
だ
に
風
評
被
害
が
続
き
、
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
や
観
光
は
そ
の
影
響
が
色
濃
く
、
復
興
は
道
半
ば
に
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　

会
津
若
松
商
工
会
議
所
は
、
こ
れ
ま
で
一
日
も
早
い
復
興
を
目
指
し
て
、
様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ

の
ひ
と
つ
に
「
会
津
遺
産
」
事
業
が
あ
り
ま
す
。
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
「
宝
」
に
光
を
当
て
、
地
域
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
こ
れ
ま
で
に
「
残
し
た
い
美
し
い
会
津
弁
」「
会
津
の
風
土
が
育
ん
だ
伝
統
料
理
」
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
今
回
は
締
め
く
く
り
と
し
て
、
会
津
の
精
神
文
化
の
屋
台
骨
で
あ
る
「
会
津
藩
の
教
学
（
お
し
え
）」
に
取
り
組
む
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

会
津
は
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）、
蘆
名
直
盛
が
統
治
し
、
そ
の
後
、
伊
達
政
宗
、
蒲
生
氏
郷
、
上
杉
景
勝
、
加
藤
嘉
明
ら

名
だ
た
る
戦
国
武
将
が
治
め
る
地
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
後
、
会
津
藩
祖
・
保
科
正
之
公
が
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に
会
津

に
入
府
し
、
そ
の
時
の
政
事
が
「
会
津
の
精
神
文
化
」
の
源
流
と
な
り
ま
す
。

　

以
来
、
会
津
藩
は
三
百
七
十
余
年
が
過
ぎ
、
間
も
な
く
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
に
会
津
戊
辰
戦
争
終
結
百
五
十
年
の
節

目
の
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
間
に
は
い
く
つ
も
の
苦
難
の
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
力

の
源
泉
こ
そ
が
「
会
津
藩
の
教
学
」
で
す
。
是
非
、
地
域
の
活
性
化
に
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
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大た
い
く
ん君
の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
く
、

列
国
の
例
を
以も

て
自
ら
処よ

る
べ
か
ら
ず
。

若も

し
二ふ

た

心ご
こ
ろ

を
懐い

だ

か
ば
、
則す

な
わ

ち
我
が
子
孫
に
非あ

ら

ず
、

面
々
決
し
て
従
ふ
べ
か
ら
ず
。

「
家か

訓き
ん

十
五
カ
条
」

な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す

幼
年
訓
「
什
じ
ゅ
う

の
掟
」
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会
津
の
精
神
文
化
と
は

　
「
会
津
の
精
神
文
化
」
と
い
い
ま
す
と
一
様
に
、「
頑
固
」

と
か
「
愚
直
」
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ
れ
ま
す
が
、「
会
津
人
」

「
会
津
魂
」
と
い
っ
た
言
葉
で
も
表
現
さ
れ
ま
す
。

　

京
都
人
と
か
大
阪
人
、
あ
る
い
は
関
西
人
と
い
う
呼
び
名

は
、
東
京
へ
の
対
抗
心
や
独
立
心
の
表
れ
か
ら
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、京
都
「
魂
」
と
か
大
阪
「
魂
」
と
い
っ

た
呼
び
名
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
会
津
人
・
会
津
魂
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
地
方
の

一
小
都
市
が
連
想
さ
れ
る
例
は
極
め
て
ま
れ
で
、
こ
の
呼
び

名
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
先
人
が
築
い
て
き
た
、
会
津
独
特

の
精
神
文
化
を
表
す
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
よ
り
、
会
津
藩
や
そ
の
礎
を
築
い
た
、
保

科
正
之
公
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

会
津
松
平
藩
に
つ
い
て

会
津
松
平
藩
は
、
保
科
正
之
を
初
祖
と
し
徳
川
親
藩
の

御
家
門
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
徳
川
親
藩
は
、
徳
川
家
康

の
男
系
男
子
の
子
孫
が
始
祖
で
あ
り
、
将
軍
家
の
血
筋
を
継

ぐ
藩
と
し
て
徳
川
姓
を
名
乗
る
御
三
家
、
御
三
卿
、
松
平
姓

の
御
連
枝
、
御
家
門
が
あ
り
ま
す
。

　

正
之
は
、
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
の
四
男
に
あ
た
り
ま
す
が

庶
子
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
幼
年
期
を
過
ご
し
た
高
遠
・
保

科
家
を
生
涯
の
恩
と
し
、
松
平
姓
・
葵
紋
の
上
意
を
固
辞
し

保
科
姓
を
通
し
ま
す
が
、
三
代
松
平
正ま
さ

容か
た

の
時
に
こ
れ
を
受

け
入
れ
御
家
門
と
な
り
ま
す
。

　

正
之
は
補
佐
す
る
兄
、
三
代
将
軍
家
光
の
遺
言
に
よ
り
、

ま
だ
十
一
才
と
い
う
幼
少
に
あ
る
四
代
将
軍
家
綱
の
後
見
役

に
任
ぜ
ら
れ
将
軍
代
行
格
と
し
て
、
直
接
幕
政
に
携
わ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
武
断
政
治
か
ら
文
治
政
治
へ

の
政
策
転
換
を
は
じ
め
、
玉
川
上
水
の
開
削
や
明
暦
の
大
火

　
　
　1

　
　
　2

に
よ
り
多
く
を
焼
失
し
た
江
戸
の
復
興
な
ど
、
将
軍
家
御
膝

元
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
大
江
戸
再
建
に
む
け
て
、
数
々
の
都

市
政
策
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
徳
川
将
軍
家
の
御

威
光
が
軽
ん
じ
ら
れ
な
い
よ
う
、
自
ら
の
業
績
を
示
す
文
書

は
全
て
消
去
さ
せ
、
あ
く
ま
で
家
綱
の
後
見
に
徹
し
ま
し 

た
。

こ
れ
は
、
徳
川
宗
家
の
血
筋
を
守
る
た
め
に
、
特
別
に

任
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
、極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
会
津
松
平
藩
の
命
運
を
示
す
、
家

訓
十
五
カ
条
の
制
定
、
会
津
藩
教
学
の
精
神
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
す
。

保科正之（土津神社蔵）

【保科家】

【会津松平家】
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【
保
科
正
之
公
の
出
生
】

　

秀
忠
の
乳
母
に
大お

お
ば
の
つ
ぼ
ね

姥
局
と
呼
ば
れ
た
女
性
が
お
り
、
そ
こ

に
、
旧
北
条
氏
の
家
臣
・
神
尾
伊い

よ予
栄ひ

で

加ま
す

の
娘
で
あ
る
お
志

津
（
静
）
が
仕
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
お
志
津
が
秀
忠
の
寵

愛
を
受
け
懐
妊
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
正
室
の
達
子
（
お
江
・
崇
源
院
）
の
恐
妻
ぶ
り

か
ら
、
嫉
妬
の
恐
ろ
し
さ
に
堪
え
き
れ
ず
、
身
ご
も
っ
た
子

を
水
に
流
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

な
り
ま
す
。
正
之
は
、
養
父
正
光
が
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）

に
逝
去
し
た
後
、
高
遠
藩
主
と
な
り
、
寛
永
十
三
年

（
一
六
三
六
）、山
形
・
最
上
二
十
万
石
へ
と
移
封
さ
れ
ま
し
た
。

【
幕
閣
の
中
心
へ
】

　

正
之
が
幕
政
に
参
画
し
た
の
は
、
最
上
時
代
の
寛
永
十
六

年
（
一
六
三
九
）、
二
十
九
歳
の
時
で
し
た
。
徳
川
時
代
に
、

将
軍
の
実
子
が
幕
政
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
後
に
も
先
に
も
正

之
た
だ
一
人
で
あ
り
、
血
の
繋
が
り
の
あ
る
正
之
に
と
っ
て

幕
政
に
参
加
す
る
こ
と
は
己
だ
け
に
し
か
な
い
「
使
命
感
」

を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に
島
原
の
乱
が
起
り
、
こ
の

乱
後
、
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
、
鎖
国
が
断
行
さ
れ
、
次
第
に

戦
国
の
風
潮
が
静
ま
り
、
世
は
「
武
断
政
治
」
か
ら
「
文
治

政
治
」
へ
と
流
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
し
た
。

　

会
津
の
藩
政
に
お
い
て
も
、民
生
福
祉
政
策
が
採
ら
れ「
社

倉
制
度
」「
飢
餓
救
済
」「
親
孝
行
の
奨
励
」「
高
齢
者
へ
の

見性院肖像

　

そ
の
後
、
お
志
津
は
再
び
懐
胎
し
、
ま
た
水
に
流
し
て
し

ま
お
う
と
考
え
ま
し
た
が
「
将
軍
の
御
子
を
二
度
ま
で
水
と

す
る
こ
と
は
天
罰
が
下
る
」
と
周
囲
よ
り
反
対
を
受
け
、
慶

長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
男
子
を
生
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
後

の
正
之
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
老
中
土
井
利
勝
が
、
秀
忠
に
伝
え
、
こ
の
時

「
幸こ

う

松ま
つ

」
と
名
づ
け
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
幸
松
と
名
付
け
ら
れ
た
正
之
は
母
と
共
に
、
武
田
信

玄
の
娘
で
穴
山
梅
雪
の
妻
で
あ
っ
た
見
性
院
と
そ
の
妹
の
信

松
院
に
預
け
ら
れ
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
信
州
の
高

遠
藩
主
・
保
科
正
光
に
七
歳
に
な
っ
た
幸
松
を
養
子
と
し
て

引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

高
遠
で
は
、
二
歳
歳
下
の
田
中
三
郎
兵
衛
正ま

さ
は
る玄
に
出
会

い
、
正
玄
は
正
之
の
生
涯
の
補
佐
役
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に

志津肖像

徳川将軍家・保科家関係図

徳
川
家
康

秀
忠

お
志
津（
静
）

達
子
（
お
江
・
祟
源
院
）

秀
康

忠
直

正
之

千
姫

子
々
姫

勝
姫

初
姫

家
光

忠
長

和
子

忠
輝

伝
通
院

久
松
俊
勝

多
劫
姫

松
平
広
忠

三
河
岡
崎
城
藩
主

徳
川
家
初
代
将
軍

二
代
将
軍

三
代
将
軍

［
自
害
］

［
真
田
よ
り
養
子
］

［
改
易
］

［
改
易
］

正
貞

氏
重

正
直

弾
正
忠

高
遠
藩
主養

子
と
な
る

養
子
と
な
る

正
光

正
之

正
景

左
源
太

正
貞

正
重

会
津
藩
祖

　
　
　

藩
祖
保
科
正
之
公

　

会
津
の
教
学
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
、
必
ず
会
津
藩
祖
正

之
の
生
き
様
に
源
流
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ほ

ど
正
之
の
教
え
は
会
津
藩
の
基
本
的
な
教
学（
教
育
と
学
問
）

の
隅
々
ま
で
染
み
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
正
之
が
二

代
将
軍
秀
忠
の
庶
子
と
は
い
え
、
徳
川
家
の
血
を
受
け
継
い

で
い
る
こ
と
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
す
。

3
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山崎闇斎

Memo

山崎闇斎

元和 4 年 12 月（1619 年 1 月）、京都生まれ。
幼くして比叡山に入り、妙心寺に移って僧へ
となりました。その後、湘南宗化の弟子とな
り、土佐南学派の谷時中に朱子学を学び、ま
た野中兼山や小倉三省らとも交流して、朱
子学への傾倒を深めていきます。寛永 19 年

（1642）25 歳で蓄髪・還俗して儒学者となり、
明暦元年（1655）に京都で闇斎塾（現在「山
崎闇斎邸跡」）を開きます。そして寛文 5 年

（1665）、江戸に出て、会津藩主・保科正之の
賓師に迎えられました。吉川神道の創始者で
ある吉川惟足に学んで、神道研究にも本格的
に取り組むようになり、従来の神道と儒教を
統合して（神儒融合）、垂加神道を開きました。

年
金
の
支
給
」
な
ど
の
施
策
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
「
社

倉
制
度
」
は
利
子
を
貯
え
凶
作
に
備
え
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
日
本
で
こ
の
制
度
を
初
め
て
取
り
入
れ
た
の
は
会
津
藩

で
あ
り
ま
し
た
。

【
正
之
の
教
学
精
神
】

　

正
之
は
幼
少
の
頃
か
ら
読
書
を
好
み
、
禅
を
学
ん
で
い
ま

し
た
が
、
儒
教
に
つ
い
て
深
く
学
び
は
じ
め
た
の
は
後
年
の

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）、
正
之
が
四
十
歳
の
こ
ろ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
は
京
都
よ
り
山

崎
闇あ
ん
さ
い斎
を
招
い
て
、
更
に
儒
教
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

五
十
一
歳
の
頃
に
は
幕
府
神
道
方
と
な
る
吉
川
惟こ
れ
た
り足
に
も

師
事
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
正
之
の
教
学
の
基
底
に
横
た

わ
る
精
神
は
、
山
崎
闇
斎
の
儒
教
（
朱
子
学
）
と
吉
川
惟
足
の

神
道
に
尽
き
、
そ
れ
は
こ
れ
以
後
の
会
津
藩
の
精
神
的
な
支

え
と
な
っ
て
子
孫
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　

家
訓
十
五
カ
条

　

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
正
之
か
ら
発
せ
ら
れ
た
家
訓

十
五
カ
条
は
、
二
百
年
後
の
戊
辰
戦
争
終
結
に
よ
り
明
治
新

政
府
か
ら
会
津
藩
が
滅
藩
さ
れ
る
ま
で
引
き
継
が
れ
ま
し

た
。
歴
代
藩
主
の
命
に
よ
り
家
老
に
登
用
さ
れ
た
者
は
、
そ

の
末
尾
に
記
名
血
判
し
、毎
年
頭
に
は
こ
の
家
訓
を
奉
続
し
、

藩
主
家
臣
共
々
平
伏
し
て
こ
れ
を
拝
聴
す
る
と
い
う
厳
粛
な

儀
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
は
、
会
津
松
平
家
の
宗
家
で
あ
る
徳
川
将
軍
家

に
は
絶
対
の
忠
誠
を
尽
く
す
も
の
と
し
、
第
一
条
に
「
大
君

の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
く
、
列
国
の
例
を
以
て

自
ら
処
る
べ
か
ら
ず
。 

若
し
二
心
を
懐
か
ば
、
則
ち
我
が

子
孫
に
非
ず
、
面
々
決
し
て
従
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
挙
げ
、
大

君
で
あ
る
徳
川
将
軍
家
へ
の
忠
誠
心
は
絶
対
の
も
の
で
他
藩

の
考
え
を
判
断
材
料
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
教
え

に
背
く
心
を
抱
い
た
な
ら
、
そ
の
時
は
我
が
子
孫
で
は
な
い

4

家訓（会津若松市蔵）
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か
ら
家
臣
は
主
君
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
こ
の
考
え
が
会
津
藩
独
特
の
学
問
と
し
て
発

展
し
、
そ
の
後
の
歴
代
藩
主
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
き

ま
す
。
歴
代
の
藩
主
は
代
々
、
こ
の
大
是
に
従
い
政
治
を
執

り
行
い
、
他
の
藩
と
異
な
る
「
士
道
と
忠
孝
」
の
一
体
思
想

を
第
一
義
と
し
ま
し
た
。
徳
川
本
家
を
支
え
る
こ
と
は
「
親

へ
の
孝
」「
君
へ
の
忠
」
で
あ
り
、そ
の
目
的
の
た
め
に
「
士

道
」
が
あ
る
と
い
う
教
え
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　

正
之
の
精
神
は
、
寛
文
四
年
（
一
六
四
八
）、
横
田
俊と
し

益ま
す

に
よ
る
庶
民
の
学
校
「
稽
古
堂
」
の
創
設
、
そ
し
て
享
和
元

年
（
一
八
〇
三
）、
会
津
松
平
家
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
五
代

藩
主
・
容か
た
の
ぶ頌
の
も
と
、
名
家
老
と
謳
わ
れ
た
田
中
玄は
る
な
か宰
に
よ

る
「
藩
校
日
新
館
」
の
造
営
及
び
『
日
新
館
童
子
訓
』
の
編

纂
へ
と
引
き
継
が
れ
ま
す
。

そ
の
精
神
は
日
新
館
教
育
を
通
じ
て
幕
末
ま
で
守
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
数
々
の
悲
劇
を
生
ん
だ
会
津
戊
辰

戦
争
の
要
因
と
も
な
る
京
都
守
護
職
の
就
任
要
請
を
九
代
藩

主
・
松
平
容
保
が
受
け
入
れ
る
の
は
「
大
君
の
義
」
に
よ
る

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

松
平
容
保
公
の
京
都
守
護
職
拝
命
と
家
訓

　

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）、
京
都
で
は
長
州
を
中
心
と
す

る
尊
攘
派
に
よ
る
天
誅
騒
動
が
相
次
ぎ
、
京
都
所
司
代
だ
け

で
は
手
の
打
ち
よ
う
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
幕
府
は

新
た
に
「
京
都
守
護
職
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
め
、
白
羽

の
矢
を
立
て
ら
れ
た
の
が
会
津
藩
の
松
平
容
保
で
し
た
。
当

時
、
病
床
に
あ
っ
た
容
保
は
再
三
固
辞
し
ま
す
が
、
幕
府
政

事
総
裁
で
あ
っ
た
福
井
藩
主
・
松
平
春し
ゅ
ん

嶽が
く

か
ら
家
訓
第
一

条
「
大
君
の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
く
…
」
を
持

ち
出
さ
れ
、
苦
悩
の
末
に
守
護
職
を
受
諾
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
京
都
御
所
の
蛤
御
門
の
変
（
禁
門
の
変
）
に
始
ま
り
、
鳥

羽
・
伏
見
の
戦
い
、
そ
し
て
戊
辰
戦
争
・
会
津
戦
争
へ
と
続

く
会
津
藩
の
悲
劇
の
は
じ
ま
り
と
な
る
の
で
す
。

5

　
　
　

容
保
公
の
い
ち
ず
な
思
い　

　

こ
の
一
連
の
戦
い
を
巡
り
、
容
保
の
一
貫
し
た
姿
勢
を
表

す
記
事
が
会
津
会
（
在
京
の
会
津
出
身
者
に
よ
る
親
睦
会
）

の
会
報
に
あ
り
ま
す
。
蛤
御
門
の
変
で
長
州
藩
を
撃
退
し
た

会
津
藩
士
に
も
三
十
名
の
戦
死
者
が
出
ま
し
た
が
、後
に「
御

所
を
守
っ
た
会
津
藩
士
が
な
ぜ
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
な
い

の
か
、
合
祀
さ
せ
る
べ
き
」
と
い
う
運
動
が
起
こ
り
ま
す
。

松
平
家
に
調
査
依
頼
が
あ
り
、
そ
の
意
向
を
容
保
が
聞
か
れ

た
と
こ
ろ
「
蛤
御
門
に
せ
よ
、
鳥
羽
伏
見
に
せ
よ
、
も
ち
ろ

ん
会
津（
戦
争
）に
せ
よ
、予
の
心
に
お
い
て
は
み
な
同
じ（
天

皇
を
守
ろ
う
と
）
忠
義
を
尽
く
し
た
者
た
ち
で
あ
り
、
ど
う

し
て
蛤
御
門
の
戦
死
者
の
み
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
」
と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。
容
保
の
会
津
人
と
し
て
の
愚

直
な
一
面
が
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

6

Memo

松平容保

天保 6 年～明治 26 年（1835 ～ 1893）。会津藩松平氏の 9
代藩主。美濃国高須藩主松平義建の六男。容敬の養子とな
り、嘉永 5 年（1852）養父死去により 18 歳で藩主に就任し
ました。文久 2 年（1862）、新設の京都守護職に任命され、
京都では治安の維持をはかり、新撰組を配下において尊王
攘夷に対処しました。なおこの際、守護職拝命を固辞した
ものの越前福井藩主松平春嶽により将軍家に尽くすとした

「家訓」を持ち出されたことはよく知られたエピソードです。
幸いにも孝明天皇から篤い信頼を賜りましたが、崩御され
てからは旧幕府側の中心として新政府軍の標的となりまし
た。大政奉還・王政復古の大号令の後、戊辰戦争が始まると、
養子の喜徳に家督を譲り、会津若松へ帰って、開城を迎え
ました。戦後は東京に蟄居を命じられた後、日光東照宮の
宮司を歴任しました。
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「
家
訓
十
五
カ
条
」　

（
毎
年
一
月
十
三
日
の
評
定
初
め
な
ど
年
三
回
藩
士

を
前
に
し
て
家
老
が
こ
れ
を
読
み
上
げ
て
い
た　

）

一
、
大
君
の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
く
、

列
国
の
例
を
以
て
自
ら
処よ

る
べ
か
ら
ず
。
若も

し
二

心
を
懐
か
ば
、
則
ち
我
が
子
孫
に
非
ず
、
面
々
決

し
て
従
ふ
べ
か
ら
ず
。

一
、
武
備
は
怠
る
べ
か
ら
ず
。
士
を
選
ぶ
を
本
と
す

べ
し
。
上
下
の
分
、
乱
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
兄
を
敬
ひ
、
弟
を
愛
す
べ
し
。

一
、
婦
人
女
子
の
言
、
一
切
聞
く
べ
か
ら
ず
。

一
、
主
を
重
ん
じ
、
法
を
畏お
そ

る
べ
し
。

一
、
家
中
は
風
儀
を
励
む
べ
し
。

一
、
賄
ま
か
な
いを
行
ひ
。
媚こ
び

を
求
む
べ
か
ら
ず
。

一
、
面
々
、
依え

怙こ

贔
ひ
い
き

屓
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
士
を
選
ぶ
に
便べ
ん

辟ぺ
き

便べ
ん

佞ね
い

の
者
を
取
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
賞
罰
は
家
老
の
外
。
こ
れ
に
参
加
す
べ
か
ら
ず
。

若も

し
出し
ゅ

位つ
い

の
者
あ
ら
ば
、こ
れ
を
厳
格
に
す
べ
し
。

家
訓
十
五
ヵ
条
︿
現
代
語
訳
﹀

一
、
将
軍
へ
の
徳
義
は
心
を
合
わ
せ
て
大
切
に
忠
勤
を
保
つ

べ
き
で
、
諸
国
の
例
で
も
っ
て
自
分
自
身
の
拠
り
所
と
し

て
は
い
け
な
い
。
も
し
背
く
心
を
懐い
だ

い
た
な
ら
ば
、
そ
の

時
は
我
が
子
孫
で
は
な
い
。
各
々
決
し
て
従
っ
て
は
な
ら

な
い
。

一
、
戦
い
の
備
え
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
。
民
の
上
に
立
つ

者
を
選
ぶ
こ
と
を
基
と
す
べ
き
で
あ
る
。
上
下
の
身
分
を

乱
し
て
は
い
け
な
い
。

一
、
兄
を
敬
い
、
弟
を
慈
し
む
べ
き
で
あ
る
。

一
、
婦
人
、
女
性
の
言
葉
を
一
切
聞
い
て
は
い
け
な
い
。

一
、
主
君
を
重
ん
じ
、
法
を
畏
れ
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
家
中
の
者
は
作
法
・
行
儀
を
正
し
く
励
む
べ
き
で
あ
る
。

一
、
不
法
な
報
酬
を
受
け
取
っ
た
り
、
上
の
者
に
へ
つ
ら
っ

た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

一
、
各
々
、
特
定
の
者
を
ひ
い
き
し
て
は
い
け
な
い
。

一
、
民
の
上
に
あ
る
者
を
選
ぶ
の
に
、
媚
び
へ
つ
ら
い
、
人

の
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
立
ち
回
る
者
を
取
り
上
げ
て
は

い
け
な
い
。

一
、
近き
ん

侍じ

の
者
を
し
て
、
人
の
善
悪
を
告
げ
し
む
べ

か
ら
ず
。

一
、
政
事
は
利
害
を
以
て
道
理
を
枉ま

ぐ
べ
か
ら
ず
。

僉せ
ん

議ぎ

は
私
意
を
挟
み
て
拒
む
べ
か
ら
ず
。
思
ふ
所

を
蔵
せ
ず
、
以
て
こ
れ
を
争
ふ
べ
し
。
甚
だ
相
争

ふ
と
雖
い
え
ど
も
我
意
を
介
す
べ
か
ら
ず
。

一
、
法
を
犯
す
者
は
宥ゆ
る

す
べ
か
ら
ず
。

一
、
社
倉
は
民
の
た
め
に
こ
れ
を
置
き
、
永
く
利
せ

ん
と
す
る
も
の
な
り
。
歳と
し

饉う

う
れ
ば
則
ち
発
出
し

て
こ
れ
を
済す
く

ふ
べ
し
。

一
、
若も

し
そ
の
志
を
失
ひ
、
遊
楽
を
好
み
、
驕
き
ょ
う

奢し
ゃ

を

致
し
、
士
民
を
し
て
そ
の
所
を
失
は
し
め
ば
、
則

ち
何
の
面
目
あ
り
て
封
印
を
戴
き
、
土
地
を
領
せ

ん
や
。
必
ず
上
表
し
て
蟄ち
っ

居き
ょ

す
べ
し
。

　

右
十
五
件
の
旨
堅
く
こ
れ
を
相
守
り
、
以
往
も
ち

　

て
同
職
に
申
し
伝
う
べ
き
も
の
な
り
。

　
　

寛
文
八
年
戊
申
四
月
十
一
日

会
津
中
将　
　

家
老
中

一
、
賞
罰
を
行
う
時
は
、
家
老
以
外
の
者
が
参
加
し
て
は
い

け
な
い
。
も
し
職
分
以
外
の
者
が
行
う
な
ら
ば
厳
格
に
処

置
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
藩
主
の
近
く
に
仕
え
る
者
に
対
し
て
人
の
善
悪
を
告
げ

さ
せ
て
は
い
け
な
い
。

一
、
政
ま
つ
り
ご
とは
利
害
に
よ
っ
て
道
理
を
曲
げ
て
は
い
け
な
い
。

評
議
は
私
ご
と
を
挟
ん
で
拒
ん
で
は
い
け
な
い
。
思
う
所

を
心
に
納
め
ず
大
い
に
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
烈は
げ

し
く

争
っ
て
も
我
が
意
に
介
し
て
は
い
け
な
い
。

一
、
法
を
犯
す
者
を
許
し
て
は
い
け
な
い
。

一
、「
社
倉
」
は
民
の
た
め
に
設
置
し
て
、
永
く
（
民
の
た

め
に
）
利
益
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
年

に
（
民
が
）
飢
え
れ
ば
、
直
ち
に
倉
米
を
開
放
し
て
民
を

救
う
べ
き
で
あ
る
。

一
、
も
し
そ
の
志
を
失
い
、
遊
興
を
好
み
、
ぜ
い
た
く
な
生

活
を
し
て
、
人
民
に
対
し
て
そ
の
志
を
な
く
さ
せ
て
し
ま

え
ば
、
そ
の
場
合
は
何
の
面
目
が
あ
っ
て
、
社
倉
の
封
印

を
し
て
そ
の
土
地
を
領
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
そ
の
時
は
、
必
ず
辞
表
を
奉
っ
て
謹
慎
す
べ
き
で
あ

る
。
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会
津
の
教
学
と
稽
古
堂

　

会
津
藩
の
教
え
の
骨
格
は
正
之
が
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
が
、

教
育
・
思
想
を
広
め
る
中
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の

が
横
田
俊
益
で
す
。

　

俊
益
は
肥
後
の
禅
僧
無
為
庵
如に

ょ
も
く黙
を
堂
主
に
迎
え
、
日

本
で
最
初
の
郷
学
（
私
立
学
校
）
稽
古
堂
を
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
の
閏
五
月
に
創
立
し
ま
し
た
。
稽
古
堂
は

四
民
（
士
農
工
商
）
の
子
弟
の
拠
出
金
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
、
教
科
科
目
は
漢
文
・
倭
文
（
和
歌
）・
儒
学
・
経
学
・

医
学
な
ど
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
多
数
の
科
目
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
公
儀
を
は
ば
か
っ
て
城
下
の
外
れ
（
桂
林
寺
町

端
）に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
受
講
生
の
中
に
は
、家
老
で
あ
っ

た
田
中
正
玄
や
友
松
氏
興
、
城
中
の
重
臣
や
役
人
、
医
者
・

農
民
・
職
人
・
商
人
な
ど
身
分
を
問
わ
ず
様
々
な
人
が
お
り
、

大
盛
況
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
江
戸
に
い
た
正
之
は
好
学

奨
励
の
意
味
を
も
っ
て
、
稽
古
堂
の
地
租
を
免
除
し
、
如
黙
に

7

Memo

横田俊益

会 津 藩 の 教 学 の 祖。
幼少から博学多才で、
17 歳 の と き 堀 杏 庵、
林 羅 山 に 学 ぶ。 後 に
加 藤 明 成 に 仕 え て 信
任 を 得 て、 そ の 後 も
学 問 を も っ て 保 科 正
之 に 仕 え ま し た。 寛
文 4 年 (1664)、 若 松
城下の外れに学問所・
稽 古 堂 を 創 設 し 藩 士
子 弟 の 教 育 に あ た り
ました。

は
十
五
口こ

う
ほ
う俸
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
二
代
藩
主
正
経
の
時
に
は
、
本

一
之
丁
甲
賀
町
に
藩
士
の
養
成
を
目
的
と
し
た
学
問
所
「
講

所
」
が
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
会
津
藩
に
お
け
る
官
立

学
校
の
第
一
号
で
、
吉
川
惟
足
が
神
道
、
山
崎
闇
斎
が
大
学

を
講
じ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
集
う
藩
士
は
少
な

く
四
年
後
の
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
は
途
絶
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

稽
古
堂
も
そ
の
後
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
如
黙
が

耶
麻
郡
真
木
村
（
喜
多
方
市
）
へ
配
流
さ
せ
ら
れ
こ
と
も
あ

り
（
諸
説
有
り
）、
閉
鎖
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

稽
古
堂
の
閉
鎖
を
横
田
俊
益
は
残
念
に
思
い
、
長
子
俊
晴

や
河
手
作
左
衛
門
と
共
に
稽
古
堂
の
再
開
に
尽
力
し
貞
享
二

年
（
一
六
八
五
）
十
一
月
復
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

堂
主
は
新
た
に
岡
田
定
好
（
春
越
）
が
任
命
さ
れ
、
元
禄
二

年
（
一
六
八
九
）
に
は
甲
賀
町
口
郭
門
の
東
北
角
屋
敷
に
移

し
、
そ
の
跡
屋
敷
を
補
修
し
て
新
た
に
「
町
講
所
」
と
い
う

学
問
所
を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
会
津
藩
立
学
校
の
第
二
校

に
あ
た
る
も
の
で
し
た
。
赤
岡
の
稽
古
堂
は
こ
の
町
講
所
に

合
併
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
か
ら

の
二
十
五
年
間
庶
民
教
育
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
稽

古
堂
は
こ
こ
に
お
い
て
一
応
幕
を
閉
じ
、
旧
堂
の
跡
地
は
農

地
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。

現在残っている稽古堂阯碑

如黙の墓（喜多方市）
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①
稽
古
堂
（
桂
林
寺
町
北
）

【
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
創
設
】

町
講
所
（
甲
賀
町
）

【
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）】

移
転
改
名

②
郭
内
講
所
（
本
一
之
丁
甲
賀
町
）

【
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
創
設
】

北
学
館

【
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）】

［
青
藍
社
］【
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）】

［
友
善
社
］【
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）】

南
学
館

【
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
創
設
】

改
名

北
素
読
書

【
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）】

改
名

南
素
読
書

【
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）】

改
名

東
講
所

【
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）】

西
講
所

【
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
創
設
】

改
名

日
新
館

【
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
造
営
開
始
／
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
竣
工
】

会津藩の学校系統図

Memo

山鹿素行
会津出身の偉大な軍学者

元和８年～貞享２年（1622 ～ 1685）。会
津若松出身の兵学者で、朱子学を批判す
る立場の儒学・古学を唱えました。6 歳の
時に江戸へ出て、9 歳で朱子学者・林羅山
に師事、さらに甲州流軍学を学び、神道、
国学、老荘思想も修めました。しかし朱
子学を批判する古学を明らかにしたため、
保科正之から赤穂に流されました。赤穂
四十七士の国家老・大石良雄内蔵助も門
弟の一人。なお忠臣蔵の陣太鼓は山鹿流
陣太鼓として有名ですが、これは物語中
の創作とされています。素行は後の吉田
松陰等、松下村塾への教えにも影響を与
えました。「常の勝敗は現在にあり」の名
言を残しています。

　
　
　

も
う
ひ
と
つ
の
会
津
教
学

　

会
津
は
正
之
以
来
の
朱
子
学
を
伝
統
的
に
重
ん
じ
て
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
陽
明
学
者
・
中
江
藤
樹
の
高
弟
・

淵ふ
ち

岡こ
う
ざ
ん山
の
流
れ
を
く
む
会
津
藤
樹
学
の
教
え
も
会
津
の
内
外

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

会
津
藤
樹
学
は
、
朱
子
学
の
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

実
践
倫
理
に
重
点
を
置
く
考
え
で
、
中
江
藤
樹
の
学
説
が
淵

岡
山
を
介
し
て
松
平
藩
政
の
初
期
会
津
に
入
り
、
北
方
（
喜

多
方
）
を
中
心
と
し
て
主
に
庶
民
の
間

に
広
く
伝
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
会
津

藤
樹
学
、
ま
た
は
会
津
心
学
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
中
江
藤
樹
は
近
江
生
ま
れ

で
、
我
が
国
の
陽
明
学
の
祖
と
な
り
ま

す
。
淵
岡
山（
元
和
二
年
〜
貞
享
三
年
・

一
六
一
六
〜
一
六
八
六
）
は
そ
の
高
弟

で
、
寛
文
年
間
に
若
松
の
町
医
大
河
原

8

　
　
　

五
代
藩
主
松
平
容
頌
と
名
家
老
田
中
玄
宰

　

会
津
松
平
藩
中
興
の
祖
・
五
代
藩
主
容
頌
は
、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）、
七
歳
の
時
に
五
代
藩
主
と
な
り
、
六
十
二
歳

で
逝
去
す
る
ま
で
の
五
十
六
年
間
、
会
津
藩
の
治
政
に
尽
く

　
　
　9 養

白
と
荒
井
真
庵
ら
が
京
都
で
教
え
を
受
け
、
そ
の
学
風
に

感
銘
を
受
け
て
郷
里
で
普
及
に
努
め
た
の
が
会
津
藤
樹
学
の

始
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
は
、
藩
よ
り
北
方
藤
樹
学

に
禁
止
命
令
が
出
る
ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
を
み
せ
ま
し
た

（
二
年
後
に
解
除
）。
日
新
館
教
育
に
も
そ
の
一
部
が
取
り
入

れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
享
保
か
ら
安
永
の
こ
ろ

（
十
八
世
紀
）
は
や
や
振
る
わ
ず
、
続
く
天
明
・
寛
政
に
は

再
び
多
く
の
優
秀
な
研
究
者
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
幕

末
に
は
再
び
退
潮
し
、
戊
辰
戦
争
の
混
乱
も
あ
っ 

て
系
統
は

途
絶
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

し
ま
し
た
。
成
人
し
た
容
頌
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
代
藩
主
に

よ
っ
て
累
積
し
た
五
十
二
万
両
に
も
及
ぶ
藩
の
借
金
解
消
に

対
し
て
、
非
常
な
決
意
を
持
っ
て
挑
み
ま
す
。
そ
の
際
、
一

部
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
後
に
名
家
老
と
う
た
わ
れ
た
田
中

玄
宰
を
起
用
し
、
抜
本
的
な
藩
政
の
改
革
を
推
し
進
め
ま
し

た
。
玄
宰
は
酒
、
漆
器
、
陶
器
な
ど
の
殖
産
興
業
や
農
民
の

地
位
向
上
と
い
っ
た
農
村
体
制
の
再
編
に
努
め
た
ほ
か
、
藩

士
の
教
育
と
人
材
の
登
用
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　

容
頌
は
、
田
中
玄
宰
の
意
見
具
申
を
よ
く
取
り
入
れ
、
会

津
藩
校
日
新
館
の
造
営
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
教
育

書
『
日
新
館
童
子
訓
』
を
著
し
、
徹
底
し
て
藩
祖
・
保
科
正

之
の
精
神
を
子
弟
教
育
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
藩
と
し
て
の

青
少
年
教
育
の
指
針
を
明
確
化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
幼
少

年
の
実
践
指
導
に
力
を
入
れ
、
基
本
的
な
行
動
規
範
を
示
し

た
「
幼よ
う
ね
ん
し
ゃ

年
者
心こ
こ
ろ

得え

之の

廉か
ど
が
き書
」
を
制
定
、
こ
れ
を
藩
の
子
供

す
べ
て
に
配
布
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
日
新
館
に
入
学
す
る
前
の
六
歳
か
ら
九
歳
ま
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田中玄宰肖像（長谷川恵一画）

Memo

田中玄宰

寛延元年～文化5年（1748 ～1808）。
代々家老の家柄で、父が早世して
13 歳で千石を賜り、使番、奉行、
若年寄を経て 34 歳で家老に任じ
られました。会津藩を襲った大飢
饉から藩政改革を決意。藩主・容
頌も賛成し、「寛政の改革」を断行
した。会津藩校日新館の創設をは
じめとした学術振興、会津清酒の
品質改良などの産業奨励、武備充
実、人材登用、多方面にわたり大
きな成果を挙げました。文化 5 年

（1808）、樺太警備にあたり同年、
当地で死去。享年 61 歳。

松平容頌（土津神社蔵）

Memo

松平容頌

延 享 元 年 ～ 文 化 2 年（1744 ～
1805）。会津藩 5 代藩主。容貞の
長 子。 寛 延 3 年 (1750) 容 貞 死 去
により、7 歳で藩主に就任し、以
後 62 歳に至るまで 55 年間在任し
ました。会津藩中興の祖といわれ、
天明の大飢饉後の藩政立て直し、
特に家老田中玄宰の建議を積極的
に採用し農村の復興や殖産興業な
ど様々な改革を実施しました。後
に藩校日新館を建立し、教科書と
なる『日新館童子訓』を編纂させ
ました。また領内の本郷原で追鳥
狩という軍事演習を初めて行うな
ど文武両道を推し進め、会津藩を
日本有数の雄藩への導きました。

日新館童子訓

で
の
幼
年
者
は
、
午
前
中
は
城

下
の
私
塾
や
寺
子
屋
で
素
読
や

書
道
の
稽
古
に
励
み
、
帰
宅
後

は
切
腹
の
作
法
を
練
習
し
、
幼

い
頃
か
ら
会
津
武
士
の
誇
り
を

守
れ
る
よ
う
に
と
厳
し
く
教
育

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

遊
ぶ
時
は
藩
士
の
子
弟
が
班

（
什じ
ゅ
う
）
を
つ
く
り
ま
し
た
。
什

は
人
と
し
て
大
切
な
心
構
え
を

学
ぶ
場
で
も
あ
り
、
日
新
館
入
学
後
の
『
日
新
館
童
子
訓
』

に
よ
る
学
校
教
育
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
会
津
藩
校
日
新
館
と
日
新
館
童
子
訓

　

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
儒
者
で
あ
っ
た
古ふ
る

屋や

昔せ
き
よ
う陽
は
藩

主
容
頌
に
仕
え
、
会
津
で
侍
講
を
勤
め
る
傍
ら
、
藩
士
た
ち

　
　
　
会
津
藩
校
日
新
館
と
日
新
館
童
子
訓

10

に
教
授
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
学
制
の
改
革
が
整
備
さ

れ
て
い
く
中
で
、
当
時
あ
っ
た
東
・
西
講
所
、
南
・
北
講
所

は
補
修
さ
れ
た
建
物
で
あ
っ
た
た
め
勉
学
に
と
っ
て
は
と

て
も
不
便
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
新
た
に
講
所
を
一
つ

に
ま
と
め
、
新
し
く
建
設
し
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が

り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、「
日
新
館
」
の
工
事
が
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
）
に
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
敷
地
は
東
西
約

百
二
十
間
、
南
北
約
六
十
間
、
面
積
七
千
二
百
坪
と
い
う
広

大
な
も
の
で
し
た
。

　

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
日
新
館
の
学
寮
が
完
成
、
翌
享

和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
大
成
殿
が
落
成
、
田
中
玄
宰
が
総

司
と
な
り
孔
子
像
の
遷
座
式
及
び
孔
子
を
祀
る
釈
し
ゃ
く

奠て
ん

の
礼
が

挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

【
藩
士
の
学
び
舎
と
な
っ
た
日
新
館
】

　

会
津
藩
士
の
子
弟
は
十
歳
に
な
る
と
「
素
読
所
」（
小
学

校
）
に
入
り
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
な
ど
四
書
五
経
が
教
科
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日新館絵図

書
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
試
験
で
進
級
す
る
と

「
講
釈
所
」（
大
学
）
で
学
び
、
優
秀
な
藩
士
は
江
戸
の
昌
平

黌
へ
留
学
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
幕
末
に
か
け
て
昌
平

黌
へ
の
会
津
藩
士
の
入
学
生
が
全
国
で
も
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
も
そ
の
学
力
の
ほ
ど
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
書
道
や
礼
節
も
必
修
科
目
と
し
て
あ
り
、

十
五
歳
く
ら
い
か
ら
武
道
の
授
業
も
加
わ
り
、
刀
、
弓
、
槍
、

馬
術
が
必
修
と
な
り
、
文
武
両
道
の
総
合
教
育
に
よ
っ
て
数

多
く
の
優
秀
な
人
物
を
世
に
送
り
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

【『
日
新
館
童
子
訓
』
と
は
】

　

日
新
館
が
完
成
し
た
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）、
容
頌
は

藩
士
の
子
弟
向
け
に
分
か
り
や
す
く
、
礼
儀
作
法
や
儒
教
の

一
部
、
会
津
を
中
心
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
べ
き
事
例
な
ど

を
説
明
し
ま
と
め
た
『
日
新
館
童
子
訓
』
を
編
纂
し
ま
す
。

　

具
体
的
な
内
容
は
、

一
、三
大
恩
（
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
父
母
の
恩
、
先
生
の
恩
、

社
会
の
恩
と
い
う
三
つ
の
大
き
な
恩
を
受
け
、
そ
の
恩
に
報

い
る
「
忠
」「
敬
」「
悌
」
と
い
う
「
人
の
道
」
を
知
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
）

二
、
養
老
の
道
（
孝
行
に
は
「
親
を
尊
敬
し
、
期
待
に
そ
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
勉
学
に
は
げ
む
」「
清
く
正
し
く
生

き
、
親
に
恥
を
か
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
」「
親
に
心
配
を
か
け
る
こ
と
を
せ
ず
心
穏
や
か
に
過

ご
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
」
と
い
う
三
つ
の
孝
行
の
大
切

に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
）

三
、
学
問
技
芸
の
則
（
先
生
に
教
え
を
受
け
る
者
は
先
生
を

尊
敬
、信
頼
し
、教
え
に
背
い
て
は
い
け
な
い
。
勉
学
、運
動
、

学
芸
を
復
習
し
、
身
に
つ
け
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
）　

四
、
福
を
得
る
道
（
身
体
が
健
康
で
子
孫
繁
栄
し
、
豊
か
に

な
る
に
は
親
に
よ
く
仕
え
て
孝
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
）

五
、
日
新
の
徳
（
毎
日
を
真
剣
に
生
き
、
善
の
道
に
進
む
こ

と
が
大
切
で
あ
る
）

と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
た
修
身
の
教
科
書
で
す
。
心
と
行
い
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　什
の
掟

　

家
訓
が
藩
士
の
心
構
え
と
す
る
な
ら
ば
、
武
士
の
子
供
の

心
構
え
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
の
が
「
什
の
掟
」
で
す
。
掟

は
『
日
新
館
童
子
訓
』
に
よ
る
学
校
教
育
の
前
提
と
な
る
も

の
で
し
た
。

　

什
は
先
に
あ
っ
た
と
お
り
、
同
じ
町
内
に
住
む
六
歳
か
ら

九
歳
ま
で
の
藩
士
の
子
供
た
ち
十
人
前
後
で
つ
く
っ
た
グ

ル
ー
プ
で
、
年
長
者
が
一
人
什
長
（
座
長
）
と
な
り
、
毎
日

順
番
に
仲
間
の
い
ず
れ
か
の
家
に
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て

遊
び
の
前
に
、什
長
が
八
カ
条
か
ら
な
る「
掟
」（
二
十
五
ペ
ー

ジ
参
照
）
を
申
し
聞
か
せ
、
こ
れ
に
背
い
た
者
が
い
な
か
っ

た
か
ど
う
か
を
反
省
し
ま
し
た
。

も
し
背
い
た
者
が
い
れ
ば
、
問
い
た
だ
し
て
事
実
を
確

　
　
　什
の
掟

11
福島県立博物館の高橋富雄館長（故
人）は「什の掟」を英訳すると聖書
の言葉そのものであるとの持論を発
表しております。聖書の「マタイ」
の第 5 章の中に「Yes ということは必
ず Yes で通しなさい。No ということ
は必ず No で通しなさい。それが出来
ないとすれば、それはやましい心があ
るからです」とあり、これはまさに「什
の掟」の「ならぬことはならぬもので
す」と同意味であると述べられており
ます。そして会津武士道とは、このこ
とからも世界の武士道になり得るとさ
れています。

「什の掟」は
「聖書」に通じる

columun

あいづっこ宣言
（会津若松市発行リーフレットより）

認
し
た
上
で
、
年
長
者
の
間
で
相
談
し
て
次
の
よ
う
な
罰
を

与
え
ま
し
た
。

一
、
無
念

一
同
に
対
し
て
「
無
念
で
あ
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、

お
詫
び
を
し
ま
す
。「
会
津
武
士
の
子
供
と
し
て
あ
る
ま
じ

き
こ
と
を
し
、
名
誉
を
汚
し
た
こ
と
は
申
し
訳
が
な
い
、
ま

こ
と
に
残
念
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。

二
、
竹
篦
（
し
っ
ぺ
い
）

「
シ
ッ
ペ
」
の
こ
と
。
罰
の
重
大
さ
よ
っ
て
手
の
打
つ
場

所
や
回
数
を
決
め
ま
し
た
。
什
長
が
見
張
っ
て
い
る
た
め
、

友
達
だ
か
ら
と
力
を
抜
く
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
、
絶
交

一
番
重
い
処
罰
。
め
っ
た
に
な
い
罰
で
し
た
が
、
父
か
兄
が

付
き
添
い
什
長
や
仲
間
に
深
く
お
詫
び
を
し
な
け
れ
ば
、
許
し

を
得
て
再
び
什
の
仲
間
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
制
裁
は
典
型
的
な
も
の
で
、
ほ
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
友
達
に
よ
る
罰
は
辛
い
場
面
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
掟
か
ら
の
制
裁

は
強
制
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
で
決
め
て
い
た
こ
と
で
す
。

仲
間
は
お
互
い
に
大
切
に
す
べ
き
と
考
え
、「
会
津
武
士
の

子
と
し
て
恥
ず
か
し
い
行
い
を
し
な
い
」こ
と
を
共
に
守
り
、

成
長
す
る
た
め
に
切
磋
琢
磨
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
す
。

な
お
会
津
若
松
市
で
は
こ
の
什
の
掟
を
現
在
の
教
育
に

生
か
そ
う
と
、
六
カ
条
か
ら
な
る
「
あ
い
づ
っ
こ
宣
言
」
を

策
定
し
、
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

を
清
く
正
し
く
し
、
家
族
や
先
生
、
年
長
者
を
尊
敬
し
敬
う

心
が
け
と
作
法
を
説
い
た
本
で
す
。

「
什
の
掟
」　

一
、
年
長
者
の
い
う
こ
と
に
、
背
い
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

二
、
年
長
者
に
は
お
辞
儀
を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ

三
、
虚
言
を
い
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

四
、
卑
怯
な
振
舞
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

五
、
弱
い
者
を
い
じ
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

六
、
戸
外
で
も
の
を
食
べ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

七
、
戸
外
で
女
の
人
と
言
葉
を
交
え
て
は
な
り
ま
せ
ぬ

八
、
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す
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【
会
津
人
・
柴
五
郎
と
什
の
掟
】

　
「
い
く
た
び
か
筆
と
れ
ど
も
、
胸
塞
が
り
涙
先
立
ち
て
綴

る
に
た
え
ず
（
中
略
）
非
業
の
最
期
を
遂
げ
ら
れ
た
る
祖
母
、

母
、姉
妹
の
面
影
ま
ぶ
た
に
浮
か
び
て
余
を
招
く
が
ご
と
く
、

懐
か
し
む
が
ご
と
く
、
ま
た
老
衰
孤
独
の
余
を
あ
わ
れ
む
が

ご
と
し
」（「
血
涙
の
辞
」
よ
り
）

　

こ
の
一
節
は
陸
軍
大
将
・
柴
五
郎
が
晩
年
、
自
ら
を
会
津

人
と
し
て
記
し
た
「
あ
る
明
治
人
の
記
録
・
会
津
人
柴
五
郎

の
遺
書
」で
残
し
た
も
の
で
す
。
柴
五
郎
は
義
和
団
の
乱「
北

京
籠
城
」
で
多
く
の
欧
米
人
を
救
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
英

国
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王
よ
り
勲
章
を
受
け
、
日
英
同
盟
の
功
労

者
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、「
賊
軍
会
津
」
か
ら
初
め
て

陸
軍
大
将
と
な
り
ま
し
た
。

鶴
ヶ
城
の
開
城
に
際
し
、柴
五
郎
（
当
時
十
歳
）
の
祖
母
、

母
、
姉
妹
の
五
人
は
足
手
ま
と
い
に
な
っ
た
り
、
辱
め
を
受

け
た
り
し
な
い
た
め
に
自
決
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
日
城

下
で
は
、
二
百
三
十
人
余
の
婦
女
子
が
自
決
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
降
伏
に
よ
り
会
津
藩
士
そ
し
て
家
族
一
万
七
千
余
名

は
、下
北
半
島
に
斗
南
藩
と
し
て
流
罪
同
様
の
扱
い
を
受
け
、

移
住
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
極
寒
の
地
で
着
の
身
着
の
ま
ま

の
暮
ら
し
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
餓
死
す
る
者
、

行
き
倒
れ
る
者
の
数
知
れ
ず
、
特
に
不
毛
の
地
で
の
食
料
調

達
は
命
懸
け
の
も
の
で
し
た
。「
稗
の
み
を
常
食
と
し
貧
民

は
稗
と
昆
布
を
臼
で
ひ
い
た
も
の
食
べ
て
い
る
」
と
『
明
治

日
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
ま
い
も
畳
も
無
く
、
板
敷

き
の
上
に
筵
を
敷
き
藁
に
包
ま
り
、
寒
さ
を
し
の
ぎ
ま
し
た

が
寒
さ
と
飢
え
で
病
死
者
が
続
出
し
、
生
活
苦
か
ら
蒸
発
す

る
も
の
も
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

少
年
五
郎
は
次
の
よ
う
に
思
い
起
こ
し
ま
す
。「
会
津
の

乞
食
藩
士
ど
も
、
下
北
に
餓
死
し
て
絶
え
た
る
よ
と
薩
長
の

下
郎
ど
も
に
笑
わ
る
る
ぞ
。
生
き
抜
け
、
生
き
て
残
れ
、
会

津
の
国
辱
を
雪
ぐ
ま
で
は
生
き
れ
あ
れ
よ
、
こ
こ
は
ま
だ
戦

場
な
る
ぞ
と
父
に
厳
し
く
叱
責
さ
れ
、
口
に
含
み
た
る
犬
肉

の
塊
眼
を
つ
む
り
て
一
気
に
飲
み
下
せ
ば
、
胸
に
つ
か
え
て

苦
し
き
こ
と
限
り
な
し
」（
遺
書
よ
り
）

　

極
寒
の
地
に
あ
っ
て
、
わ
ず
か
十
歳
の
少
年
が
ど
う
し
て

こ
の
様
な
強
固
な
精
神
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
会
津
人
・
柴
五
郎
の
精
神
の
根
幹
に「
什

の
掟
」
が
し
っ
か
り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
斗
南
で
の
過
酷
な
生
活
状
況
の
中
で
あ
り
な
が
ら

も
、
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
子
弟
の
教
育
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

　

斗
南
移
住
後
間
も
な
い
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
八
月
に

は
田
名
部
の
商
家
を
借
り
て
講
堂
と
し
て
、
藩
校
日
新
館
の

授
業
を
再
開
し
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
会
津
人
が
移
住
し

日
本
初
と
な
る
リ
ン
ゴ
「
緋
の
衣
」を
栽
培
し
た
北
海
道
余

市
町
に
は
日
新
館
が
改
称
さ
れ
、の
ち
に
当
地
小
学
校
の
前

身
に
な
っ
た
と
い
う「
余
市
教
学
所
跡
の
碑
」
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
困
窮
し
な
が
ら
も
、
日
新
館
を
再
興
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
未
来
の
藩
政
を
担
う
人
材
の
育
成
に
努
め
た
の
で
す
。

会津人・柴五郎

郡長正は安政 3 年～明治 4 年（1856
～ 1871）。会津藩家老・萱野権兵衛の
次男。明治の初め豊津・小笠原藩の藩
校・育徳館に留学した。同藩の子弟に
ののしられたことから、わずか 16 歳
にして切腹して屈辱にこたえます。そ
の原因として、同藩の食事に対しての
不満を母への手紙で述べたことを知ら
れ、会津武士の面目を保つために切腹
したとする説があります。もうひとつ
として戊辰戦争時、800 余名の会津藩
士の東京護送で小笠原藩に世話になっ
たことを知らず、礼節を欠いたことを
詫びるためとの説があります。

武士として生きた
郡長正

columun

　
　
会
津
魂
と
新
し
い
会
津
の
夜
明
け
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広
沢
富
次
郎
【
ひ
ろ
さ
わ
　
と
み
じ
ろ
う
】

天
保
元
年
～
明
治
二
十
四
年
（
一
八
三
〇

～
一
八
九
一
）。
藩
校
日
新
館
で
学
び
、

宗
川
茂
に
師
事
し
、安
政
四
年（
一
八
五
七
）

江
戸
の
昌
平
黌
に
入
り
ま
す
。
容
保
が
京

都
守
護
職
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
一
足
先
に

京
に
入
り
公
用
方
と
し
て
働
き
、
特
に
二

条
右
大
臣
の
信
任
を
得
ま
し
た
。
戊
辰
戦

争
後
に
斗
南
藩
の
少
参
事
と
な
っ
て
開
拓

に
あ
た
り
、
廃
藩
後
は
牧
畜
に
よ
っ
て
生

計
を
た
て
、
酪
農
を
主
と
す
る
農
場
を
経

営
し
成
功
し
ま
し
た
。
三
十
余
年
間
に
開

墾
し
た
土
地
は
、
二
千
三
百
八
十
三
町
に

も
お
よ
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

『
鞅
掌
録
』な
ど
著
書
も
多
く
残
し
ま
し
た
。

秋
月
悌
次
郎
【
あ
き
づ
き
　
て
い
じ
ろ
う
】

文
政
七
年
～
明
治
三
十
三
年
（
一
八
二
四

～
一
九
〇
〇
）。
会
津
藩
士
丸
山
胤
永
の

二
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。
藩
校
日
新
館

に
学
び
、
秀
才
と
も
い
わ
れ
後
に
江
戸

の
昌
平
黌
に
入
り
書
生
寮
の
舎
長
を
つ

と
め
ま
し
た
。
容
保
が
京
都
守
護
職
に
任

じ
ら
れ
る
と
、
従
っ
て
入
京
し
公
用
方
と

し
て
諸
藩
と
の
交
渉
に
あ
た
り
尽
力
し
ま

し
た
。
鶴
ヶ
城
開
城
の
際
に
は
調
印
の
た

め
の
使
者
を
つ
と
め
、
そ
の
後
は
責
任
者

と
し
て
終
身
禁
固
刑
を
受
け
て
し
ま
い
ま

す
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
特
赦
と
な

り
、
太
政
官
に
出
仕
、
そ
の
後
大
学
予
備

門
、
各
高
等
学
校
の
教
職
に
つ
き
、
明
治

二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
熊
本
の
五
高
（
熊

本
大
学
の
前
身
校
）　
を
最
後
に
退
職
し
ま
し

た
。
五
高
時
代
に
同
僚
で
あ
っ
た
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
は
、悌
次
郎
を
「
神

の
よ
う
な
人
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

日
新
館
で
学
び
、明
治
時
代
に
活
躍
し
た
人
々

秋月悌次郎詩碑

南
摩
綱
紀
【
な
ん
ま
　
つ
な
の
り
】

文
政
六
年
～
明
治
四
十
二
年
（
一
八
二
三

～
一
九
〇
九
）。
家
禄
三
百
石
の
上
級
藩

士
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
藩
校

日
新
館
で
学
び
、
秋
月
悌
次
郎
と
と
も
に
秀

才
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
に
昌
平
坂

学
問
所
に
留
学
し
、
洋
学
も
お
さ
め
ま
す
。

そ
し
て
西
国
諸
国
を
歴
訪
し
た
見
聞
を
『
負

笈
管
見
』と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

日
新
館
の
教
授
を
務
め
、
幕
末
に
は
京
に
あ

っ
た
会
津
藩
洋
学
校
の
校
長
を
務
め
ま
し

た
。
戊
辰
戦
争
後
は
、
越
後
高
田
藩
で
謹

慎
し
、
赦
免
後
は
淀
藩
に
招
か
れ
藩
学
の

責
任
者
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
京
都
中

学
に
勤
務
し
、
こ
の
京
都
時
代
に
会
津
藩

が
京
都
守
護
職
在
任
中
に
作
成
し
た
『
会

津
藩
庁
記
録
』
を
発
見
し
て
い
ま
す
。
後

に
明
治
政
府
に
招
聘
さ
れ
、
太
政
官
に
出

仕
。
後
に
東
京
大
学
教
授
、
東
京
高
等
師

範
学
校
教
授
な
ど
も
歴
任
し
ま
し
た
。

山
川
健
次
郎
【
や
ま
か
わ
　
け
ん
じ
ろ
う
】

嘉
永
七
年
～
昭
和
六
年
（
一
八
五
四
～

一
九
三
一
）。
会
津
藩
士
・
山
川
重
固
の

三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
山
川
浩
の

弟
で
も
あ
り
、
妹
の
捨
松
は
元
老
・
大
山

巌
公
爵
の
妻
。
戊
辰
戦
争
で
若
松
城
開
城

後
、
猪
苗
代
に
謹
慎
と
な
り
ま
す
。
そ
の

後
、
長
州
藩
士
・
奥
平
謙
輔
の
書
生
と
な

り
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
国
費
留
学
生
に
選
抜

さ
れ
渡
米
し
ま
し
た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
で

物
理
学
の
学
位
を
取
得
後
帰
国
し
、 

東
京

開
成
学
校
（
翌
年
、
東
京
大
学
に
改
編
）
の
教

授
補
に
な
り
ま
す
。
日
本
人
と
し
て
初
の
物
理

学
教
授
に
な
り
、明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）

に
は  

東
京
大
学
初
の
理
学
博
士
号
を
授
与
さ

れ
、 

四
十
八
歳
の
時
に
東
京
帝
国
大
学
総
長
に

就
任
。
そ
の
後
、
貴
族
院
議
員
、
男
爵
と
な
っ

て
い
ま
す
。
薩
長
閥
が
は
び
こ
る
政
官
界
で
会

津
出
身
者
は
冷
遇
さ
れ
ま
し
た
が
、
軍
部
や
教

育
界
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
い
っ
た
も
の
は
多

く
、
多
彩
な
人
物
を
数
多
く
輩
出
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
会
津
日
新
館
で
育
ま
れ
た
会
津

士
魂
が
根
底
に
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。山川健次郎
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【
勢
津
子
妃
殿
下
と
会
津
魂
】

　

会
津
松
平
家
か
ら
昭
和
天
皇
の
弟
宮
、
秩
父
宮
雍
仁
親
王

殿
下
の
お
妃
と
な
ら
れ
た
勢
津
子
妃
殿
下
は
、
九
代
藩
主
容

保
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
。
勢
津
子
様
は
、
自
ら
の
一
生
に
誤

解
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
の
考
え
か
ら
回
想
記
『
銀
の
ボ
ン

ボ
ニ
エ
ー
ル
』
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。

　

徳
川
時
代
の
雄
藩
直
系
の
家
柄
の
出
自
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
厳
し
い
家
庭
の
躾し
つ
けを
受
け
ら
れ
る
と
と
も
に
ご
自
身
も
努

力
さ
れ
、
自
ら
を
お
磨
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
、
日
本
文
化
・
会
津
藩
教
学
の
精
髄
で
あ
る
武
士
道

精
神
を
守
り
抜
い
た
生
涯
で
あ
り
、
著
作
で
は
そ
の
こ
と
を

余
す
こ
と
な
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
皇
室
に
お
入
り
に
な
る
時
の
決
断
の
際
、
そ
の

精
神
に
し
っ
か
り
と
後
押
し
さ
れ
る
様
子
が
浮
か
び
ま
す
。

ご
両
親
の
深
い
煩
悩
、
勢
津
子
様
の
苦
悩
を
側
か
ら
そ
っ
と

見
守
っ
て
き
た
侍
女
・
た
か
が
こ
れ
ま
で
の
会
津
人
の
生
き

様
に
触
れ
、「
皆
様
、
会
津
魂
を
お
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
き
っ
ぱ
り
申
し
上
げ
、
こ
の
一
言
で
妃
殿
下
は
「
皇
太
后

様
の
ご
意
思
を
お
受
け
し
よ
う
」
と
決
意
し
た
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
戊
辰
戦
争
終
結
か
ら
ち
ょ
う
ど
六
十
年
に
あ
た

る
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
九
月
二
十
八
日
、
天
皇
家
と

の
ご
成
婚
と
い
う
慶
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
会
津
が
受
け
た
い

わ
れ
の
な
い
朝
敵
の
汚
名
を
す
す
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

会
津
藩
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
勢
津
子
様
の
崇
高
な
生
き
様

に
よ
り
、
会
津
は
新
し
い
夜
明
け
を
迎
え
る
こ 

と
と
な
っ
た

の
で
す
。

勢津子殿下顕彰碑

１
．
大
君
の
義
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
く
列
国
の

　
　

例
を
以
て
自
ら
処
る
べ
か
ら
ず　

　
　

若
し
二
心
を
懐
か
ば
、
則
ち
我
が
子
孫
に
非
ず
、

　
　

面
々
決
し
て
従
ふ
べ
か
ら
ず

（
家
訓
十
五
カ
条
よ
り
）
保
科
正
之

２
．
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
ら
ぬ
も
の
で
す　

（
什
の
掟
・
締
め
く
く
り
の
言
葉
）

　
　３

．
志
を
得
ざ
れ
ば
再
び
此
の
地
を
踏
ま
ず

（
上
京
の
時
に
家
の
柱
に
刻
ん
だ
言
葉
）
野
口
英
世

４
．
お
ま
イ
の
。
し
せ（
出
世
）に
わ
。
み
な
た
ま
け（
驚

　
　

ろ
き
）
ま
し
た
。

わ
た
く
し
も
よ
ろ
こ
ん
で
を
り
ま
す
る
。（
中
略
）

は
や
く
き
て
く
た
さ
れ
。
は
や
く
き
て
く
た
さ
れ
。

は
や
く
き
て
く
た
さ
れ
。

は
や
く
き
て
く
た
さ
れ
。 

い
し
よ
（
一
生
）の
た
の
み
て
。

あ
り
ま
す
る
。
に
し（
西
）さ
む
い
て
わ
。
お
か
み（
拝

み
）。ひ
か
し
さ
む
い
て
わ
お
か
み
。し
て
お
り
ま
す
。 

き
た
（
北
）
さ
む
い
て
は
お
か
み
お
り
ま
す
。
み
な

み
（
南
）
た
む
い
て
わ
お
か
ん
て
お
り
ま
す
る
。

（
後
略
）

　
（
野
口
英
世
の
母
・
シ
カ
の
手
紙
）

５
．
い
く
た
び
か
筆
と
れ
ど
も
胸
塞
が
り
て
涙
さ
き
だ

　
　

ち
て
綴
る
に
を
得
ず

会
津
の
心残した

い
・
守
り
た
い
言
葉
（
十
節
）

　
　
伝
え
た
い
会
津
の
心

　
　
伝
え
た
い
会
津
の
心

13

～
詩
・
和
歌
・
と
こ
ろ
～
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む
な
し
く
年
を
過
し
て
齢
す
で
に
八
十
路
を
越
え
た
り

（『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』
血
涙
の
辞
よ
り
）
柴
五
郎

６
．
そ
の
後
の
行
く
先
々
で
私
は
会
津
四
十
万
の
民
衆
の
大

　
　

歓
迎
に
こ
た
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
　

私
が
皇
室
に
上
が
る
こ
と
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
会

　
　

津
の
人
々
が

　
　

喜
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
苦
労
が
あ
っ
て

　
　

も
耐
え
て

　
　

皇
太
后
様
の
お
心
に
か
な
よ
う
に
努
力
せ
ね
ば
と

　
　

な
ら
ぬ
と

　
　

決
意
を
新
た
に
い
た
し
た
こ
と
で
し
た
。

（『
銀
の
ボ
ン
ボ
ニ
エ
ー
ル
』
よ
り
）　

秩
父
宮
妃
勢
津
子

７
．
い
く
と
せ
か
峰
に
か
か
れ
る
む
ら
雲
の
晴
れ
て
う

　
　

れ
し
き
光
を
ぞ
見
る

（
勢
津
子
様
の
ご
成
婚
を
喜
び
詠
ん
だ
歌
）
新
島
八
重

８
．
会
津
藩
と
い
う
の
は
、
封
建
時
代
の
日
本
人
が
作

　
　

り
上
げ
た
藩
と
い
う
も
の
の
中
で
最
高
の
傑
作
の

　
　

よ
う
に
思
え
る

（『
歴
史
を
紀
行
す
る
』
よ
り
）
司
馬
遼
太
郎

９
．「
き
み
は
ど
こ
だ
」

　
　
「
僕
は
会
津
だ
」

　
　
「
会
津
っ
ぽ
か
、
強
情
な
訳
だ
」

（『
坊
ち
ゃ
ん
』
よ
り
）
夏
目
漱
石

１０
．
少
年
団
結
白
虎
隊

　
　

し
ょ
う
ね
ん　

だ
ん
け
つ
す　

び
ゃ
っ
こ
の
た
い

　
　

国
歩
艱
難
戍
堡
塞

　
　

こ
く
ふ　

か
ん
な
ん　

ほ
う
さ
い
を
ま
も
る

　
　

大
軍
突
如
風
雨
来

　
　

た
い
ぐ
ん　

と
つ
じ
ょ
と
し
て　

ふ
う
う　

き
た
る

　
　

殺
気
惨
憺
白
日
晦

　
　

さ
っ
き　

さ
ん
た
ん　

は
く
じ
つ　

く
ら
し

　
　

鼙
鼓
喧
闐
百
雷
震

　
　

へ
い
こ　

け
ん
て
ん　

ひ
ゃ
く
ら
い　

ふ
る
う

　
　

巨
砲
連
発
僵
屍
堆

　
　

き
ょ
ほ
う　

れ
ん
ぱ
つ　

き
ょ
う
し　

う
ず
た
か
し

　
　

殊
死
衝
陣
怒
髪
竪

　
　

し
ゅ
し　

じ
ん
を
つ
い
て　

ど
は
つ　

た
つ

　
　

縦
横
奮
撃
一
面
開

　
　

じ
ゅ
う
お
う　

ふ
ん
げ
き　

い
ち
め
ん
ひ
ら
く

　
　

時
不
利
兮
戦
且
卻

　
　

と
き
に　

り
あ
ら
ず　

た
た
か
い　

か
つ　

し
り
ぞ
く

　
　

身
裏
創
痍
口
含
薬

　
　

み
に
は　

そ
う
い
を
つ
つ
み　

く
ち
に
く
す
り
を
ふ
く
む

　
　

腹
背
皆
敵
将
安
之

　
　

ふ
く
は
い
は　

み
な
て
き
な
り　

は
た　

い
ず
く
に
か

　
　

ゆ
か
ん

　
　

杖
剣
間
行
擧
丘
愕

　
　

け
ん
を
つ
え
つ
い
て　

か
ん
こ
う　

き
ゅ
う
が
く
を
よ
ず

　
　

南
望
鶴
城
烟

　
　

み
な
み　

つ
る
が
じ
ょ
う
を　

の
ぞ
め
ば　

え
ん
え
ん

　
　

あ
が
る

　
　

痛
哭
呑
涙
且
彷
徨

　
　

つ
う
こ
く　

な
み
だ
を
の
ん
で　

か
つ　

さ
ま
よ
う

　
　

社
稷
亡
矣
可
以
巳

　
　

し
ゃ
し
ょ
く　

ほ
ろ
び
ぬ　

も
っ
て
や
む
べ
し
と

　
　

十
有
九
士
屠
腹
死

　
　

じ
ゅ
う
ゆ
う
き
ゅ
う
し　

は
ら
を
ほ
ふ
っ
て　

し
す

　
　

俯
仰
此
事
十
七
年

　
　

ふ
ぎ
ょ
う
す
れ
ぱ　

こ
の
こ
と　

じ
ゅ
う
な
な
と
せ

　
　

畫
之
文
之
世
稍
伝

　
　

こ
れ
を
え
に
し　

こ
れ
を
ふ
み
に
し
て　

よ　

よ

　
　

う
や
く　

つ
と
う

　
　

忠
烈
赫
赫
如
前
日

　
　

ち
ゅ
う
れ
つ
は　

か
っ
か
く
と
し
て　

ぜ
ん
じ
つ

　
　

の
ご
と
し

　
　

圧
倒
田
横
麾
下
賢

　
　

あ
っ
と
う
す　

で
ん
お
う　

き
か
の　

け
ん

（「
白
虎
隊
」）　　

佐
原
盛
純
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１
．
も
の
の
ふ
と
心
あ
は
し
て
い
わ
ほ
を
も

　
　
　

つ
ら
ぬ
き
て
ま
し　

世
々
の
お
も
ひ
て

孝
明
天
皇
御
製

（
京
都
守
護
職
を
拝
命
し
た
容
保
公
に
下
賜
さ
れ
た
和

歌
。
二
人
で
良
い
世
を
目
指
す
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

る
）

２
．
幾
人
の
涙
は
石
に
そ
そ
ぐ
と
も

　
　
　

そ
の
名
は
代
々
に
朽
じ
と
ぞ
思
う

松
平
容
保

（
会
津
戦
争
で
戦
死
し
た
藩
士
へ
の
追
悼
の
意
を
表
し

た
）

３
．
さ
つ
ま
人
み
よ
や
東
の
丈ま
す
ら
お夫
が

　
　
　

さ
け
は
く
太
刀
は
と
き
か
に
ぶ
き
か

山
川
浩
（
大
蔵
）

（
会
津
藩
家
老
。
西
南
戦
争
で
薩
摩
・
西
郷
軍
と
の
戦
い

に
向
か
う
覚
悟
を
詠
ん
だ
）

４
．
む
ら
雪
を
は
ら
は
ぬ
う
ち
に
日
は
入
り
て

　
　
　

お
の
が
旅
路
の
ま
よ
い
と
ぞ
な
る

佐
川
官
兵
衛

（
会
津
藩
家
老
。
西
南
戦
争
白
水
村
の
戦
い
で
会
津
戦
争

の
恨
み
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
死
を
迎
え
た
）

５
．
五
十
年
の
昔
の
ま
ま
に
残
り
け
り

　
　
　

柿
の
実
う
り
し
道
の
べ
の
石

柴
五
郎

（
会
津
戦
争
の
あ
っ
た
五
十
年
前
、
柿
の
実
を
売
っ
て
生

計
を
立
て
た
幼
少
時
の
苦
労
を
詠
ん
だ
）

６
．
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
知
れ

西
郷
千
恵
子

（
会
津
戦
争
で
二
十
一
人
の
女
性
・
子
供
と
自
刃
し

た
西
郷
頼
母
の
妻
。
細
く
し
な
や
か
な
な
女
性
の

よ
う
な
竹
で
あ
っ
て
も
、
曲
が
ら
な
い
節
が
あ
る
、

筋
を
通
す
強
い
信
念
を
詠
ん
だ
）

７
．
あ
ず
さ
弓
む
か
う
矢
先
は
し
げ
く
と
も

　
　
　

ひ
き
な
か
え
し
そ
も
の
の
ふ
の
道

飯
沼
文
子
（
玉
章
・
た
ま
ふ
さ
）

（
白
虎
隊
士
・
飯
沼
貞
吉
の
母
が
贈
っ
た
。
ど
れ
ほ

ど
の
矢
が
射
た
れ
よ
う
が
、
引
き
返
す
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
が
武
士
の
道
で
あ
る
）

８
．
も
の
の
ふ
の
猛
き
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば

　

数
に
も
い
ら
ぬ
我
が
身
な
が
ら
も

中
野
竹
子

（
激
し
い
武
士
の
魂
に
比
べ
れ
ば
、
数
に
も
入
ら
ぬ

自
分
で
は
あ
っ
て
も
戦
い
に
臨
む
。
竹
子
は
娘
子

隊
と
し
て
参
戦
し
、
こ
の
歌
を
薙
刀
に
結
ん
で
奮

闘
し
た
）

９
．
明
日
よ
り
は
い
づ
こ
の
た
れ
か
な
が
む
ら
ん

　
　
　

な
れ
し
大
城
に
残
す
月
か
げ山

本
（
新
島
）
八
重

（
慣
れ
親
し
ん
だ
お
城
に
月
の
光
が
差
す
。
こ
の
景

色
を
明
日
か
ら
は
誰
が
見
る
の
だ
ろ
う
か
。
会
津

藩
が
降
伏
し
、
開
城
に
際
し
て
詠
ん
だ
。）

10
．
う
は
べ
の
み
か
ざ
る
錦
の
か
ら
衣

　
　
　

う
ら
お
も
て
あ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ山

川
二
葉

（
山
川
浩
ら
の
姉
。
表
面
だ
け
を
美
し
く
繕
っ
た
衣

を
着
る
よ
う
な
、
裏
表
の
あ
る
生
き
様
が
許
さ
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
世
相
を
詠
ん
だ
）松平容保の歌碑

会
津
の
心

明
治
戊
辰
あ
と
さ
き
　
残
し
た
い
和
歌
（
十
句
）
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会
津
の
心
に
触
れ
る
と
こ
ろ

こ
れ
ま
で
、
会
津
藩
の
教
え
と
そ
れ
に
育
ま

れ
た
会
津
人
・
会
津
魂
に
つ
い
て
紹
介
し
て

き
ま
し
た
。
会
津
藩
に
関
係
す
る
建
物
の
多

く
は
戊
辰
戦
争
に
よ
っ
て
焼
失
し
ま
し
た

が
、
今
も
残
る
こ
れ
ら
の
名
所
・
旧
跡
等
は
、

そ
の
教
え
の
雰
囲
気
を
感
じ
ら
れ
る
貴
重
な

存
在
で
す
。
是
非
、
各
地
を
訪
れ
て
「
会
津

武
士
の
心
」
を
感
じ
て
く
だ
さ
い
。

1
土
津
神
社

　
会
津
藩
初
代
藩
主
・
保
科
正
之
公
を
祀
っ
た
神
社
。
遺
言
に
よ
っ
て

延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
同
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
社
殿
は
延
宝
三

年
に
完
成
、
奥
日
光
廟
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
荘
厳
な
造
り
で
し
た
が
、

戊
辰
戦
争
で
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
の
社
は
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

【
猪
苗
代
町
見
祢
山
】

上／社殿　下／保科正之墓所上／本堂　下／御三階

2
飯
盛
山

　
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
二
十
三
日
、
西
軍
と
の
戦
か
ら
引
き

揚
げ
て
き
た
白
虎
隊
士
二
十
名
が
自
刃
（
一
名
は
蘇
生
）
し
、
明
治

十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
十
九
名
の
墓
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
戊

辰
戦
争
時
に
自
刃
や
討
ち
死
に
し
た
藩
士
の
婦
女
子
約
二
百
名
の
霊
を

慰
め
る
「
会
津
藩
殉
難
烈
婦
碑
」
も
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
一
帯
に
は

松
平
容
保
に
よ
る
藩
士
を
追
悼
す
る
歌
碑
を
は
じ
め
、
多
く
の
石
碑
が

建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
一
箕
町
】

3
阿
弥
陀
寺

　
戊
辰
戦
争
で
戦
死
し
た
約
千
三
百
名
の
藩
士
が
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

戦
争
後
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、鶴
ヶ
城
本
末
に
あ
っ
た
「
御
三
階
」

が
移
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
建
物
は
外
観
三
階
、
内
部
四
層
で
、
密
議
に

も
使
わ
れ
た
と
さ
れ
、
幕
末
当
時
の
鶴
ヶ
城
の
遺
構
と
し
て
貴
重
な
存

在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
七
日
町
】
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4
善
龍
寺

　
西
郷
頼
母
夫
妻
の
墓
や
西
郷
邸
で
自
決
し
た
「
二
十
一
人
の
墓
」
が

あ
る
。
妻
千
恵
子
の
辞
世
の
句
を
刻
ん
だ｢

な
よ
た
け
の
碑｣

が
昭

和
三
年
（
一
九
二
八
）、
同
寺
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
碑
陰
に
は
戊
辰

戦
争
で
散
っ
た
二
百
三
十
三
名
の
会
津
藩
の
婦
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
な
お
二
十
一
人
が
自
刃
し
た
屋
敷
跡
は
鶴
ヶ
城
北
口
の
同
市
追
手

町
に
あ
り
、
跡
地
を
示
す
石
碑
は
周
囲
の
住
民
が
こ
ま
め
に
献
花
や
清

掃
し
て
篤
く
弔
っ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
門
田
町
黒
岩
】

5
松
平
家
院
内
御
廟

　
歴
代
の
会
津
藩
主
の
墓
所
。
初
代
・
保
科
正
之
の
長
男
正
頼
が
亡
く

な
っ
た
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）、
開
か
れ
た
の
が
始
ま
り
。
二
代
正

経
は
仏
式
、
三
代
正
容
か
ら
九
代
容
保
は
神
式
に
よ
り
ま
す
。
東
西

三
百
間
、
南
北
百
五
十
間
で
、
大
名
の
墓
所
と
し
て
は
屈
指
の
規
模
。

山
中
に
巨
大
な
石
柱
が
林
立
す
る
様
子
は
圧
巻
で
す
。

【
会
津
若
松
市
東
山
町
】

6
御
薬
園

　
松
平
藩
の
庭
園
で
、
国
指
定
名
勝
。
室
町
時
代
に
葦
名
盛
久
が
霊
泉

の
湧
き
だ
し
た
こ
の
地
に
別
荘
を
建
て
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）、
二
代
正
経
が
薬
草
園
を
こ
こ
に

設
け
、
栽
培
を
は
じ
め
た
の
が
名
前
の
由
来
。
徳
川
時
代
の
代
表
的
な

大
名
型
山
水
庭
園
で
す
。

【
会
津
若
松
市
花
春
町
】

7
稽
古
堂
阯

　
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
正
之
の
時
、
横
田
俊
益
が
創
立
し
ま
し
た
。

庶
民
の
た
め
の
学
問
所
と
し
て
は
日
本
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
最
初
の
堂
主
は
如
黙
。
現
在
、
威
徳
院
の
正
面
左
側
に
「
稽
古

堂
阯
」
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）

ご
ろ
に
隣
地
に
あ
っ
た
の
を
移
し
た
も
の
で
、
稽
古
堂
は
こ
の
あ
た
り

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
大
町
】
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9

8

会
津
藩
校

山
鹿
素
行
誕
生
地

日
新
館
天
文
台
跡

　
会
津
藩
の
少
年
達
が
学
ん
だ
藩
校
日
新
館
は
戊
辰
戦
争
で
焼
失
し
、

天
文
台
跡
が
今
に
残
る
唯
一
の
遺
構
。
基
底
十
二
間
余
、
台
上
方
五
間

半
、
高
さ
三
間
半
で
、
天
文
学
習
の
観
測
場
。
冬
至
の
日
に
は
、
暦
学

家
や
天
文
師
範
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
明
年
の
雲
気
候
や
、
晴
雨
考
を
編

ん
で
藩
に
提
出
し
ま
し
た
。
天
文
学
の
授
業
で
ど
れ
ほ
ど
実
測
用
に
活

用
さ
れ
た
か
不
明
で
す
が
、
教
育
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
す
。

山
鹿
素
行
（
や
ま
が
そ
こ
う
、元
和
八
年
～
貞
享
二
年
（
一
六
二
二

～
一
六
八
五
）
は
、
会
津
若
松
出
身
の
兵
学
者
で
、
六
歳
の
時
に
江
戸

へ
出
て
、
九
歳
で
朱
子
学
者
・
林
羅
山
に
師
事
、
更
に
甲
州
流
軍
学
を

学
び
、
神
道
、
国
学
、
老
荘
思
想
も
修
め
ま
し
た
。
赤
穂
四
十
七
士
の

国
家
老
・
大
石
良
雄
内
蔵
助
も
門
弟
の
一
人
。
な
お
忠
臣
蔵
の
陣
太
鼓

は
山
鹿
流
陣
太
鼓
と
し
て
有
名
で
す
。
誕
生
地
に
は
石
碑
が
あ
り
、「
山

鹿
素
行
誕
生
地
　
大
正
十
五
年
春
　
元
帥
伯
爵
東
郷
平
八
郎
書
」
と
雄

渾
な
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
米
代
】

【
会
津
若
松
市
山
鹿
町
】

10
鶴
ヶ
城

　
国
指
定
史
跡
・
若
松
城
跡
。
鶴
ヶ
城
は
今
か
ら
六
百
三
十
年
ほ
ど
前
、

そ
の
前
身
と
も
い
え
る
東
黒
川
館
を
葦
名
直
盛
が
築
い
た
の
が
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
蒲
生
氏
郷
が
天
守
閣
を
築
き
、
加
藤
明
成
が
大
改

修
に
着
手
。
東
日
本
で
は
江
戸
城
よ
り
北
で
最
大
級
の
城
郭
で
、
戊
辰

戦
争
で
は
約
一
ヶ
月
に
及
ぶ
激
し
い
攻
防
戦
に
耐
え
た
名
城
と
し
て
、

そ
の
名
を
天
下
に
知
ら
し
め
ま
し
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
取

り
壊
さ
れ
、
現
在
の
天
守
閣
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
に
再
建
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
は
赤
瓦
へ
の
ふ
き
替
え

が
完
了
し
、
幕
末
当
時
の
姿
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
会
津
若
松
市
追
手
町
】

明治初期の鶴ヶ城
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会
津
若
松
商
工
会
議
所
　
会
津
遺
産
関
係
事
業
の
紹
介

　
会
津
若
松
商
工
会
議
所
は
、
東
日
本
大
震
災
・
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、
地
域
の
宝
を
見

つ
め
直
す
「
会
津
遺
産
事
業
」
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
関
係
し
た
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

　平成 22 年（2010）春、日本を代
表する桜守・佐野藤右衛門氏によ
り、京都府庁旧本館中庭の桜が京都
守護職松平容保にちなみ、「容保桜」
と命名されました。観桜会が予定さ
れたましたが、東日本大震災、原発
事故により延期となりましたが、平
成 24 年（2012）4 月に開催されま
した。ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」
の放映を翌年に控え、復興の足掛
かりとなりました。翌 25 年は、当
所と京都商工会議所が「相互交流
Ｙ-ear推進協定」を締結し、物産展
等の事業を展開しました。これに
よって会津藩が取り持つ各地との
縁を考えるきっかけとなりました。

　平成 24 年（2012）9 月、保科正之の足跡を検証しようと
発行。前年が正之公生誕 400 年、当年が松平容保の京都守
護職就任 150 年の節目の年であり、また正之が関わったと
される改暦をテーマとした映画「天地明察」の公開年でもあ
りました。正之の業績のほか、会津の自然や文化、産業、祭
礼、年中行事を網羅し、まさに現代の暦として会津を紹介し
た内容となりました。

１
容保桜～

京都商工会議所
との連携

2
現代版

『会津暦 あいづ今
ごよみ』

発行

平 成 25年（2013）9 月、NHK 大
河ドラマ「八重の桜」の主人公・
新島八重を顕彰する銅像「八重
之像」が鶴ヶ城三の丸に建てら
れました。福島県二本松市名誉
市民で文化功労者、元日展理事
長の彫刻家・橋本堅太郎氏が制
作。費用は八重の像実行委員会

（委員長＝宮森会頭）が県民から
募りました。東日本大震災の苦
難を乗り越える県民の象徴、復
興のモニュメントとなりました。

平成 25 年（2013）11 月、真の会津の歴史を記し
た作家の故・司馬遼太郎氏の思いを伝える「司馬遼太
郎文学碑」が鶴ヶ城三の丸に設置されました。随筆『歴
史を紀行する』と、幕末の会津藩主松平容保を描いた
歴史小説『王城の護衛者』の一節が銅板に刻まれ磐梯
石に取り付けられています。文学碑の建立は、司馬氏
と親交があった郷土史家の故・宮崎十三八氏の遺志を
継いで会津若松商工会議所をはじめとする経済・文化
団体、報道機関、企業などでつくる司馬遼太郎文学碑
実行委員会が寄付金を募るなどして建立しました。

3
「八重之像」

建立

4
「司馬遼太郎
文学碑」建立
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平成 26 年（2014）11 月、「会津遺産事業」の一
環として刊行。会津弁小冊子の刊行にあたっては、
前年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」で会津弁指導
を行った当市出身の河原田ヤスケさんをアドバイ
ザーに、アネッサクラブ、国際ソロプチミスト会津、
当所女性会の協力を得ました。京都との連携の中か
ら学んだ、おもてなし言葉「京言葉」との比較など
も織り交ぜており、市内観光関連業者・施設他幅広
く配布し、おもてなしの機運醸成に努めました。

　平成 27 年（2015）12 月、会津遺産事業の第２
弾として発行しました。会津の食文化をテーマに、

「会津十食」として、会津地域の特徴的な食を独
自に九食選定、残り一食（十食目）は、読者の皆
様に選んでもらうという構成です。会津の食文化
を語る上で欠かせない、かつて北前船がもたらし
た海産物（乾物）を使った伝統料理をはじめ、当
地固有食材や地場産品であしらった郷土料理のレ
シピ等も数多く掲載しています。

5
『残したい美しい
会津弁　おあいな

はんしょ』
発行

6
『会津の風土が

育んだ食文化
会津伝統料理（ごっつお）

十食』発行

平成 28 年（2016）7 月、会津藩や徳川家、松平家などとゆかりを持つ各地の商
工会議所が連携する「ゆかりの地ＣＣＩ観光ネットワーク」が発足。京都市で設立
会議が開かれ、当所をはじめとした十会議所が末永い交流を誓いました。日本商工
会議所は観光による地域振興に力を入れており、全国 515 会議所による「ＣＣＩ観
光ＮＥＴ」を構築しました。本ネットワークはこの趣旨に則り、地域間連携を進め
ようと昨年 8 月、当所とむつ商工会議所（青森県）と余市商工会議所（北海道）と
の間で設立を確認し、ゆかりの商工会議所に参加を呼び掛けました。参加商工会議
所は次の通りです。
函館、余市、むつ、米沢、日光、横須賀、静岡、浜松、岡崎、京都（支援参加）

7
平成 28 年

「ゆかりの地CCI
観光

ネットワーク」
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会
津
若
松
市

会
津
武
家
屋
敷

會
津
藩
校
日
新
館

福
島
県
立
博
物
館

土
津
神
社

泰
清
寺

会
津
若
松
商
工
会
議
所

国
立
国
会
図
書
館

資
料
提
供
者
一
覧
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

会
津
若
松
市
『
会
津
若
松
市
史
』

会
津
若
松
市
民
文
化
祭
実
行
委
員
会
『
明
治
戊
辰
の
あ
と
さ
き
』

秋
月
悌
次
郎
詩
碑
建
立
委
員
会
『
秋
月
悌
次
郎
詩
碑
建
立
記
念
誌
』

財
団
法
人
会
津
保
松
会
『
会
津
保
松
会
の
あ
ゆ
み
』

平
石
弁
蔵
『
会
津
戊
辰
戦
争
』

会
津
大
辞
典
編
纂
会
『
会
津
大
辞
典
』（
国
書
刊
行
会
）

会
津
若
松
商
工
会
議
所
『
現
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あ
と
が
き

　

福
島
県
内
を
は
じ
め
、隣
県
各
地
に
お
い
て
教
育
旅
行
（
修
学
旅
行
）
で
会
津
を
訪
れ
た
と
い
う
経
験
を
お
持
ち
の
方
は
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
校
生
活
の
中
で
も
一
番
の
思
い
出
の
行
事
と
な
る
場
所
と
し
て
、
当
地
方
が
選
ば
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は

大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
教
育
旅
行
は
会
津
な
の
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
戊
辰
戦
争
に
よ
っ
て
会
津
藩
に
も
た
ら
さ
れ
た
悲
劇
が
背
景
に
あ
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
心
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
白
虎
隊
で
す
。「
会
津
武
士
道
」
を
全
う
し
た
生
き
様
は
、
今
も
人
々
の
心
を

強
く
揺
さ
ぶ
り
ま
す
。

　

で
は
日
新
館
で
学
ん
だ
若
き
隊
士
た
ち
は
飯
盛
山
で
自
決
の
道
を
選
ぶ
ま
で
、
ど
う
い
う
教
え
を
受
け
、
学
問
を
身
に
着
け
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。
封
建
時
代
の
階
級
社
会
に
縛
ら
れ
た
、
辛
く
、
苦
し
い
だ
け
の
道
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
答
え
は
「
否
」。
本
書
で
述
べ
ら
れ
た

よ
う
に
日
新
館
で
は
人
品
を
磨
き
、
国
家
の
役
に
立
つ
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
「
人
間
教
育
」
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
武
芸
だ
け
で
な

く
、
音
楽
か
ら
天
文
学
、
礼
儀
作
法
な
ど
幅
広
く
学
問
が
教
授
さ
れ
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
先
進
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

加
え
て
会
津
藩
の
教
学
は
幼
少
の
教
育
、
藩
校
・
日
新
館
教
育
、
そ
し
て
藩
士
と
し
て
の
心
得
へ
と
体
系
化
さ
れ
、
藩
を
思
想
面
か
ら
支
え

て
い
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点
で
す
。
一
方
で
、
そ
の
教
え
の
仕
組
み
が
し
っ
か
り
し
て
い
た
が
故
に
、
会
津
藩
の
悲
劇
へ
と
真
っ
す
ぐ
に

突
き
進
ん
だ
面
も
否
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

近
代
社
会
が
成
熟
し
、
物
質
的
豊
か
さ
が
飽
和
し
た
現
在
、
私
た
ち
は
次
の
豊
か
さ
を
追
い
求
め
て
暗
中
模
索
し
て
い
ま
す
。
不
透
明
な

今
こ
そ
真
っ
す
ぐ
さ
、愚
直
さ
、揺
る
ぎ
な
い
信
念
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
こ
れ
は
会
津
藩
教
学
が
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、

我
々
は
会
津
藩
の
教
学
を
「
無
形
文
化
遺
産
」
と
と
ら
え
、
士
道
教
育
の
頂
点
を
極
め
た
精
神
的
支
柱
と
し
て
再
び
世
に
問
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
建
物
の
多
く
は
滅
し
て
も
、
魂
は
会
津
に
残
っ
て
い
ま
す
。
本
書
を
手
に
取
ら
れ
た
方
が
当
地
を
訪
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
時
代
の

雰
囲
気
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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