
　
会
津
若
松
と
い
う
と
白
虎
隊
の
悲
劇
を
連
想
す

る
よ
う
に
、
ま
ち
自
体
も
戊
辰
戦
争
で
大
き
な
被

害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
西
国
の
歴

史
都
市
の
よ
う
に
古
い
町
並
み
が
軒
を
連
ね
て
残

っ
て
い
る
と
い
う
風
情
で
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

近
代
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
古

い
町
家
や
武
家
屋
敷
も
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
。

鶴
ヶ
城
も
現
在
の
も
の
は
１
９
６
５
年
に
再
建
さ

れ
た
博
物
館
施
設
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
会
津
若
松
に
歴
史
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
会
津
の
誇
り
高
き
歴
史
を
随
所

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　
ひ
と
つ
に
は
、
歴
史
の
変
転
を
生
き
延
び
て
き

た
造
り
酒
屋
や
海
産
物
問
屋
な
ど
の
大
店
が
明
治

以
降
に
勇
壮
な
店
構
え
の
商
店
や
居
宅
を
建
設
あ

る
い
は
再
建
し
、
ま
ち
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
現
在
で
も
店
舗
と

し
て
健
在
で
あ
る
か
、
別
の
お
店
と
し
て
転
用
さ

れ
て
お
り
、
中
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
博
物
館
や

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
お
店
を
訪
れ
な
が
ら
地
区
を
巡
る
と
い
う

回
遊
性
の
あ
る
ま
ち
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

早
く
も
１
９
７
１
年
に
は
こ
う
し
た
老
舗
の
連
合
体

と
し
て
「
会
津
復
古
會
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
復
古
調
の

名
前
の
組
織
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
会
の
特

色
は
、
伝
統
的
な
町
家
建
築
を
活
か
す
こ
と
を
軸
に

活
動
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
今
か

ら
35
年
も
前
に
、
面
や
線
と
し
て
残
っ
た
町
家
群
か

ら
成
る
町
並
み
の
ほ
か
に
、「
点
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
い
う
新
し
い
も
の
の
見
方
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
は
、
失
わ
れ
た
町
並
み
を
少
し
ず
つ
回
復

す
る
た
め
の
努
力
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
何
と
い
っ
て
も
七
日
町
だ
ろ
う
。

今
で
も
町
家
地
区
の
中
心
部
に
は
「
大
町
四
つ
角
」
と

呼
ば
れ
る
へ
そ
が
あ
る
が
、
七
日
町
は
こ
の
大
町
四

つ
角
か
ら
西
に
伸
び
る
商
店
街
で
、
か
つ
て
の
繁
華

街
だ
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
中
心
商
店
街
と
同
様
に

こ
こ
も
次
第
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
１
９
９
０
年
代
前
半
か
ら
町
内
の
Ｕ
タ
ー
ン

組
を
中
心
に
、
七
日
町
通
り
の
町
並
み
の
再
評

価
が
お
こ
な
わ
れ
、
サ
ッ
シ
や
看
板
で
面
影
は

消
え
か
け
て
は
い
る
も
の
の
、
本
体
の
建
物
は

十
分
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
も

と
に
大
正
浪
漫
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ

う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
１
９
９

４
年
に
は
「
七
日
町
通
り
ま
ち
な
み
協
議
会
」

が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
を
行
政
も
し
っ
か
り
と
あ
と
押

し
を
し
て
い
る
。
会
津
若
松
市
に
は
１
９
９
２
年

に
制
定
さ
れ
た
都
市
景
観
条
例
が
あ
り
、
そ
の
な

か
に
景
観
協
定
の
認
定
制
度
が
あ
る
。
七
日
町
通

り
は
こ
の
認
定
制
度
を
利
用
し
て
、
七
日
町
通
り

下
の
区
町
並
み
協
定
（
１
９
９
５
年
９
月
）
、
旧
七

日
町
町
並
み
協
定
（
１
９
９
５
年
12
月
）
、
七
日
町

中
央
ま
ち
な
み
協
定
（
１
９
９
６
年
９
月
）
が
次
々

と
制
定
さ
れ
、
市
長
か
ら
認
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
地
区
は
そ
の
後
も
協
定
対
象
地
区
を
拡

大
し
て
お
り
、
現
在
で
は
協
定
地
区
面
積
は
当
初

の
1.5
倍
に
な
っ
て
い
る
。
協
定
地
区
内
の
協
定
同

意
者
は
建
物
の
修
景
に
市
の
助
成
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
３
つ
の
協
定
地
区
内
で
こ
れ
ま
で
に

46
件
の
建
物
が
修
景
に
よ
っ
て
見
違
え
る
よ
う
に

「
浪
漫
チ
ッ
ク
」
に
甦
っ
て
い
る
。
建
物
の
改
修
が

も
っ
と
も
集
中
し
て
い
る
地
区
で
は
、
連
続
し
た

10
軒
の
町
家
が
、
文
字
通
り
軒
並
み
に
修
景
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
景
観
協
定
が
現
在
で
は
市
内

に
合
計
12
地
区
に
あ
る
。

　
そ
し
て
何
よ
り
も
、
会
津
若
松
に
は
こ
う
し
た

町
衆
の
創
意
工
夫
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ

と
の
で
き
る
近
世
以
来
の
都
市
構
造
が
あ
る
。
城

郭
を
取
り
囲
む
武
家
地
と
主
と
し
て
そ
の
北
側
に

配
さ
れ
た
町
人
地
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
を
取
り
囲

む
よ
う
に
立
ち
並
ぶ
寺
院
群
、
そ
し
て
こ
の
近
世

の
城
下
町
に
北
側
に
設
け
ら
れ
た
会
津
若
松
駅
の

絶
妙
な
配
置
。
い
か
に
戦
禍
を
被
ろ
う
と
も
、
こ

う
し
た
都
市
の
構
造
ま
で
破
壊
し
尽
く
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
都
市
の
骨
組

み
に
新
し
い
衣
を
ま
と
わ
せ
る
よ
う
に
、
ま
ち
の

魅
力
が
徐
々
に
再
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
武
家
地
の
通
り
は
当
初
か
ら
東
西
路
で
10
〜
12

間
（
約
18
〜
22
ⅿ
）
、
南
北
路
で
8
〜
10
間
（
約
14
〜

18
ⅿ
）
と
い
う
広
幅
員
の
堂
々
と
し
た
道
路
で
あ
り
、

現
在
で
も
お
城
か
ら
北
上
す
る
北
出
丸
大
通
り
や

裁
判
所
や
検
察
庁
、
図
書
館
や
博
物
館
、
国
や
県

の
合
同
庁
舎
や
県
立
の
総
合
病
院
な
ど
各
種
の
公
共

施
設
が
勢
揃
い
し
た
お
城
の
前
の
古
く
か
ら
の
東
西

の
幹
線
道
路
な
ど
を
み
る
と
、
道
路
パ
タ
ー
ン
と
い

う
歴
史
遺
産
が
い
か
に
都
市
に
風
格
を
与
え
て
い
る

か
得
心
が
い
く
。

　
さ
ら
に
町
人
地
は
同
じ
く
格
子
状
の
道
路
形
状
な

が
ら
、
四
つ
辻
は
ほ
と
ん
ど
ど
こ
も
東
西
路
の
軸
線

が
わ
ず
か
に
ず
れ
て
、
意
図
的
に
食
い
違
い
の
十
字

路
ば
か
り
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
い
ま
で
も
よ
く

読
み
と
れ
る
。
食
い
違
っ
た
四
つ
角
が
江
戸
時
代
か

ら
の
辻
で
、
整
形
の
辻
は
新
し
い
道
路
に
よ
っ
て
明

治
以
降
に
で
き
た
も
の
だ
と
す
ぐ
に
分
か
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
駅
か
ら
す
ぐ
に
南
下
す
る
大
町
通
り
は
古

く
、
そ
の
す
ぐ
東
隣
の
中
央
通
り
（
国
道
１
１
８
号

線
）
は
新
し
い
と
い
う
こ
と
が
辻
の
か
た
ち
か
ら
す

ぐ
に
わ
か
る
。
大
町
通
り
の
南
に
続
く
の
が
野
口
英

世
が
や
け
ど
し
た
左
手
の
手
術
を
し
た
と
い
う
病
院

（
現
在
は
喫
茶
店
に
な
っ
て
い
る
）
が
残
る
野
口
英
世

青
春
通
り
で
あ
る
。

　
大
町
四
つ
角
と
い
う
核
を
起
点
に
白
河
街
道
、
下

野
街
道
（
会
津
西
街
道
）、
二
本
松
街
道
、
米
沢
街
道
、

越
後
街
道
の
い
わ
ゆ
る
会
津
五
街
道
が
四
方
に
伸
び

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
浪
漫
の
多
様
な
発
言
、
そ
れ
が
ま
ち
に
活
力
を
与

え
、
魅
力
的
な
町
並
み
を
生
み
出
し
て
い
く
原
動
力

と
も
な
る
。
そ
の
底
に
は
み
ず
か
ら
の
故
郷
に
対
す

る
自
負
と
誇
り
が
あ
る
。
そ
う
し
た
心
意
気
を
若
松

の
人
た
ち
は
浪
漫
と
表
現
し
、
そ
れ
が
明
治
以
降
、

会
津
若
松
の
町
並
み
を
創
り
出
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
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