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世
界
中
が
コ
ロ
ナ
に
蹂
躙
さ
れ
た
一
年
で
し
た
。

　

今
年
度
は
昨
年
に
続
い
て
コ
ロ
ナ
に
明
け
、
コ
ロ
ナ

に
終
わ
っ
た
な
ん
と
も
や
り
き
れ
な
い
１
年
で
し
た
。
当

初
計
画
し
た
行
事
は
殆
ど
延
期
と
な
り
ま
し
た
。
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
コ
ロ
ナ
禍
で
賛
否
両
論
が
飛
び
交
う

中
で
開
催
さ
れ
、
何
と
か
乗
り
切
り
ま
し
た
が
心
か
ら

感
動
す
る
本
来
の
平
和
の
祭
典
と
は
程
遠
い
も
の
で
し

た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争

加
え
て
２
月
か
ら
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
戦
争
が
始
ま
り
、

世
界
を
震
撼
さ
せ
ま
し
た
。
独
裁
者
プ
ー
チ
ン
の
暴
挙

を
断
じ
て
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
戦
争
は
ロ

シ
ア
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
な
く
、
プ
ー
チ
ン
対
世
界
で

す
。
最
大
の
被
害
者
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
で
す
が
、
ロ

シ
ア
国
民
も
ま
た
被
害
者
で
あ
っ
て
、
今
後
百
年
以
上

に
亘
っ
て
世
界
か
ら
白
い
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
我
が
国
を
は
じ
め
世
界
各
国
が
経
済
的
負

担
を
強
い
ら
れ
・
心
理
的
被
害
を
被
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
旧
ソ
連
時
代
（
１
９
３
２
～
３
３
年
）

に
大
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
独
裁
者
ス
タ
ー

リ
ン
が
国
境
を
封
鎖
し
て
農
民
の
国
外
へ
の
移
動
を
禁

じ
た
上
、
小
麦
の
強
制
徴
収
と
出
産
を
禁
止
し
た
た
め
、

千
三
百
万
人
（
三
百
万
～
二
千
万
と
の
説
も
あ
る
）
が

意
図
的
に
殺
害
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど

多
く
の
自
国
民
を
虐
殺
し
た
例
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
六
百
万
人
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

で
虐
殺
し
ま
し
た
が
、
自
国
民
の
殺
害
は
多
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
プ
ー
チ
ン
は
大
義
名
分
が
無
い
ま
ま
ウ
ク
ラ

イ
ナ
を
武
力
攻
撃
し
た
の
で
意
図
的
な
殺
害
と
見
做
さ

れ
、
い
ず
れ
歴
史
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

白
虎
隊
の
“
義
”

　

本
会
の
目
的
は
「
白
虎
隊
の
“
義
”」
を
後
世
に
伝
え

る
こ
と
で
す
。
白
虎
隊
の
“
義
”
と
は
「
な
ら
ぬ
こ
と

は
な
ら
ぬ
」
の
会
津
の
教
え
で
あ
っ
て
、
人
と
し
て
生

ま
れ
た
限
り
、
あ
る
べ
き
規
範
を
守
り
、
筋
を
通
し
た

生
き
方
を
貫
く
こ
と
で
す
。
血
気
盛
ん
な
20
名
も
の
白

虎
隊
士
が
一
糸
乱
れ
ず
粛
々
と
自
刃
し
た
理
由
は
い
わ

れ
な
き
会
津
戦
争
の
潔
白
を
証
す
る
と
い
う
大
義
名
分

が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
あ
の
悲
劇
か
ら

百
五
十
年
以
上
経
っ
た
今
も
そ
の
“
義
”
を
後
世
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相
次
ぐ
訃
報
と
役
員
の
異
動

　

令
和
３
年
８
月
６
日
に
本
会
顧
問
で
白
虎
隊
に
詳
し

い
会
津
郷
土
史
家
の
佐
藤
一
男
氏
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

同
年
10
月
27
日
に
は
本
会
会
長
山
本
英
市
氏
が
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
本
会
で
は
11
月
１
日
付
け
で
、
会
長
を
飯

沼
一
元
に
交
代
し
ま
し
た
。
ま
た
、
監
事
の
緑
川
正
和

氏
が
体
調
を
崩
さ
れ
た
た
め
、
森
川
敬
寿
氏
に
後
任
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
他

当
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
で
細
々

と
更
新
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨
年
資
料
館
を
一
新
し
、
会

報
や
投
稿
論
文
等
を
掲
載
し
充
実
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、

会
津
大
窪
山
の
調
査
と
墓
地
改
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

会
報
は
本
会
会
員
を
繋
ぐ
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

絆
で
す
。
報
告
事
項
が
少
な
い
の
は
残
念
で
す
が
、
会

員
３
名
か
ら
寄
稿
文
を
頂
き
、
16
ペ
ー
ジ
の
短
縮
版
に

ま
と
め
ま
し
た
。

　

以
下
の
ペ
ー
ジ
に
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

今
年
度
を
ふ
り
返
っ
て

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼
一
元

ロシア国民の戦争反対デモ（2022/2/24）、その後戦争反対者には最長懲役15年の刑
が施行され、強制収監が強化された。
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今
年
度
は
企
画
し
て
い
た
行
事
は
全
て
無
く
な

っ
た
の
で
長
年
の
懸
案
事
項
だ
っ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

　

従
来
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
頼
っ
て
い
た
た
め
最

低
限
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で

し
た
。
有
償
だ
が
格
安
で
頼
め
る
友
人
に
概
略
の

改
変
指
示
を
出
し
て
見
直
し
を
繰
り
返
し
な
が
ら

作
業
を
進
め
ま
し
た
。
こ
れ
と
て
、
掲
載
す
る
デ

ー
タ
は
自
分
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

結
構
時
間
が
と
ら
れ
ま
し
た
。

　

会
員
の
皆
さ
ん
に
役
立
ち
そ
う
な
情
報
と
し
て

会
報
と
投
稿
論
文
を
「
資
料
館
」
に
追
加
し
ま
し

た
。
会
報
は
創
刊
号
か
ら
11
編
と
し
、
会
員
名
簿

は
削
除
し
ま
し
た
。
ま
た
、
投
稿
論
文
は
会
津
人

群
像
３
編
、
会
津
史
談
会
誌
５
編
、
会
津
会
誌
１

編
と
な
り
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼
一
元
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会
報
３
号
の
掲
載
文
を
捧
げ
ま
す
。

巻
頭
言
「
西
郷
頼
母
近
悳
は
今
」

�

会
長　

山
本　

英
市

　

私
は
会
津
藩
家
老
西
郷
頼
母
近
悳
（
た
の
も
ち
か
の

り
、
１
８
３
０
～
１
９
０
３
）
の
次
弟
陽
次
郎
直
節
（
箱

館
戦
争
時
は
会
藩
遊
撃
隊
頭
取
）
の
曾
孫
に
当
た
り
ま

す
。

　

本
会
発
足
後
ま
も
な
く
病
を
得
て
、
会
務
に
携
わ
れ

ぬ
状
態
を
誠
に
残
念
に
思
っ
て
居
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
今
年
は
「
八
重
の
桜
」
を
は
じ
め
頼
母
が
ド
ラ
マ

に
頻
繁
に
登
場
す
る
の
で
、
隠
居
寸
前
状
態
か
ら
脱
し

な
け
れ
ば
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

頼
母
は
ド
ラ
マ
の
重
要
な
引
き
締
め
役
と
し
て
登
場

し
ま
す
が
、「
あ
れ
は
ど
こ
ま
で
史
実
か
？
」
と
思
わ
れ

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。「
大
河
ド
ラ
マ
は
史
実
の
再

現
で
は
な
く
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
メ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
な
い
史
実
や
埋
も
れ
て
い
た
人
物
た
ち
に

光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
“
ｉ
ｆ
”
を
想
像

し
て
貰
い
た
い
で
す
ね
」
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
氏
は
言

い
ま
す
。
私
も
こ
の
ド
ラ
マ
を
通
し
て
頼
母
に
対
す
る

新
た
な
切
り
口
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

会
津
西
郷
家
は
藩
祖
保
科
正
之
と
「
保
科
始
祖
」
を

共
有
し
、
兄
系
列
が
藩
公
、
弟
系
列
が
家
老
と
い
う
歴

代
筆
頭
家
老
職
を
担
う
藩
の
重
鎮
的
存
在
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
頼
母
は
会
津
藩
の
京
都
守
護
職
就
任
反
対
諫

止
を
藩
公
に
迫
る
な
ど
、
度
重
な
る
非
戦
和
戦
の
進
言

が
悉
く
藩
公
ま
た
藩
の
大
勢
と
真
向
か
ら
対
立
し
、
蟄

居
罷
免
を
繰
り
返
し
、
藩
の
異
端
者
と
さ
れ
た
経
緯
が

あ
り
ま
し
た
。

　

頼
母
近
悳
は
文
政
13
年
、
西
郷
家
十
代
近
思
（
ち
か

も
と
、
江
戸
家
老
）四
男
八
女
の
長
男
と
し
て
誕
生
。
家

老
就
任
は
文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
の
事
で
あ
り
ま
す
。

　

欧
米
列
強
の
侵
略
に
備
え
、
幕
府
は
海
防
策
に
乗
り

出
し
ま
す
（
１
７
９
３
）。
こ
こ
で
幕
府
は
会
津
藩
に
蝦

夷
（
１
８
０
６
）、
三
浦
半
島
（
１
８
１
０
）、
房
総
沿

岸
（
１
８
４
７
）
の
防
備
を
次
々
に
命
じ
、
会
津
は
多

大
な
犠
牲
を
払
っ
て
ひ
た
す
ら
こ
れ
に
応
じ
ま
し
た
。

こ
の
間
、
藩
領
内
で
は
２
度
の
冷
害
飢
饉
、
３
度
の
若

松
大
火
に
見
舞
わ
れ
、
領
民
の
疲
弊
と
藩
財
政
の
逼
迫

は
近
悳
の
代
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。
折
り
し
も
、
桜

田
門
外
の
変
（
１
８
６
０
）、
生
麦
事
件
（
１
８
６
２
）

な
ど
国
内
は
騒
乱
に
向
い
つ
つ
あ
る
こ
の
時
期
に
、
筋

違
い
の
京
都
守
護
職
と
は
…
本
来
は
越
前
藩
が
負
う
べ

き
を
徳
川
宗
家
忠
勤
第
一
の
会
津
家
訓
を
持
ち
出
し
、

会
津
に
押
し
付
け
る
松
平
春
嶽
の
姦
計
。
内
外
情
勢
に

明
る
い
頼
母
が
「
薪
を
背
負
っ
て
火
に
飛
び
込
む
も
同

然
」
と
年
下
の
藩
主
松
平
容
保
公
を
必
死
で
諫
止
し
た

気
持
ち
が
私
に
は
痛
い
程
分
か
り
ま
す
。

　

頼
母
は
『
栖
雲
記
』
と
い
う
自
伝
的
遺
書
を
祖
父
重

郎
に
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。
書
の
大
半
は
妻
千
重
子（
貞

吉
の
父
飯
沼
時
衛
の
妹
）
ほ
か
一
族
自
刃
の
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
千
重
子
と
の
間
に
一
男
、
五
女
を
も

う
け
ま
し
た
が
、
慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）
８
月
２
３

日
、
長
男
を
城
に
送
り
出
し
、
頼
母
の
母
、
二
人
の
妹

と
共
に
殉
死
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
白
虎
隊
士
が
自
刃
し

た
の
と
、
同
じ
日
の
ほ
ぼ
同
時
刻
で
し
た
。

　

栖
雲
記
末
尾
に
「
人
の
行
為
は
善
悪
邪
正
共
に
そ
の

血
統
を
評
す
る
も
の
に
候
へ
ば
」
と
記
し
ま
し
た
。
頼

母
の
一
貫
し
た
主
張
は
不
運
不
発
に
終
わ
り
ま
し
た
が
、

誇
り
さ
え
を
も
つ
姿
に
血
統
に
由
来
す
る
衿
持
を
感
じ

ま
す
。

　

身
内
を
全
て
失
っ
た
頼
母
は
後
年
姿
三
四
郎
の
モ
デ

ル
西
郷
四
郎
武
悳
を
養
子
に
し
ま
し
た
。「
会
津
人
は

辛
酸
を
な
め
な
が
ら
も
深
い
刻
印
を
事
蹟
に
残
し
た
。

柔
道
や
合
気
道
の
よ
う
に
力
で
は
な
く
技
と
心
を
磨
い

て
強
く
な
る
。
そ
ん
な
生
き
様
が
光
る
」。（
日
経
２
／

４　

春
秋
欄
）
の
論
評
が
胸
を
打
つ
。

山
本
会
長
を
忍
ん
で

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼 

一
元

戊辰140年祭の藩公行列で子孫隊の西郷頼母役を演じる筆者
（2008年9月）
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白
虎
の
会
が
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
発

足
し
た
時
か
ら
「
顧
問
」
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
自
ら
「
最

後
の
山
師
」
と
称
し
て
い
た
会
津
若
松
市
の
佐
藤
一
男

さ
ん
が
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
病
気
に
よ
り
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。

　

佐
藤
一
男
さ
ん
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
喜
多

方
市
熱
塩
加
納
町
宮
川
の
会
津
石
膏
山
（
後
の
与
内
畑

鉱
山
）
の
社
宅
長
屋
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
の
転
勤
で

喜
多
方
駅
近
く
に
移
転
し
、
福
島
県
立
喜
多
方
商
工
学

校
電
気
科
を
卒
業
。
卒
業
す
る
と
、
生
ま
れ
育
っ
た
与

内
畑
鉱
山
に
勤
務
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
か

ら
は
、
喜
多
方
市
の
加
納
鉱
山
の
地
質
調
査
を
手
始
め

に
、
黒
森
鉱
山
、
黒
岩
鉱
山
、
岩
澤
鉱
山
、
与
内
畑
鉱

山
の
調
査
を
担
当
し
ま
し
た
。
親
子
で
育
っ
た
与
内
畑

鉱
山
は
埋
蔵
量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
鉱
山
は
、
閉

山
と
な
り
山
を
去
り
ま
す
。
そ
の
後
、
全
国
各
地
の
地

質
調
査
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
会
津
若
松
市
一
箕
町
石

ケ
森
の
吹
屋
鉱
区
石
膏
所
の
新
設
を
し
ま
す
。
石
ケ
森

鉱
山
積
出
し
施
設
は
、
今
で
も
市
道
と
な
っ
て
い
る
滝

沢
街
道
脇
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
独
立
し
、「
共
益
社
」

を
設
立
し
不
動
産
事
業
を
始
め
ま
す
が
、
鉱
山
関
係
が

専
門
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
五
十
三
年
に
建
築
設
計

事
務
所
を
設
立
、
喜
多
方
市
と
米
沢
市
の
境
に
あ
る
大

峠
鉱
山
で
石
膏
や
金
鉱
開
発
の
た
め
大
斗
鉱
業
所
を
設

立
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
昭
和
五
十
五
年
に
鉱
山
事
故
が
発
生
し
、

四
名
の
犠
牲
者
が
出
る
と
と
も
に
、
佐
藤
さ
ん
自
身
も

「
く
も
膜
下
出
血
」
で
鉱
山
経
営
を
断
念
し
、
同
年
、
大

峠
鉱
山
は
閉
山
と
な
り
「
山
師
」
を
卒
業
し
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、
会
津
に
三
〇
〇
ほ
ど
あ
っ
た
鉱
山
に
記

録
が
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
を
憂
い
、
鉱
山
系
関
係
の
豊

富
な
知
識
を
生
か
し
、
鉱
山
史
、
産
業
遺
産
の
調
査
と

記
録
保
存
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
傍
ら
、
喜

多
方
市
塩
川
町
の
郷
土
史
研
究
を
進
め
、
住
ん
で
い
た

会
津
若
松
市
東
千
石
や
会
津
地
方
の
郷
土
史
研
究
を
進

め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

佐
藤
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
私
が
市
教
育
委
員
会
に

勤
務
し
、
昭
和
五
十
六
年
に
会
津
若
松
市
文
化
財
パ
ト

ロ
ー
ル
員
制
度
を
創
設
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参

加
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
時
間
の
あ

る
時
に
、
佐
藤
さ
ん
と
共
に
、
会
津
地
方
の
鉱
山
や
遺

跡
、
史
跡
の
調
査
に
出
か
け
て
い
ま
し
た
。

　

佐
藤
さ
ん
が
、
塩
川
町
文
化
協
会
に
所
属
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
飯
沼
貞
吉
に
つ
い
て
、
塩
川
や
沼
尻
時
代

の
様
子
が
判
明
し
た
の
で
す
。
飯
沼
貞
吉
が
八
月
二
十

三
日
自
刃
し
た
翌
日
塩
川
に
到
着
し
、
三
本
住
庵
が
治

療
し
、
さ
ら
に
長
岡
藩
医
が
治
療
し
た
こ
と
に
よ
り
一

命
を
と
り
と
め
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
二

年
（
二
〇
一
〇
）
に
は
、
塩
川
町
で
喜
多
方
市
文
化
協

会
塩
川
支
部
と
し
て
、
佐
藤
さ
ん
の
努
力
に
よ
り
飯
沼

一
元
さ
ん
の
講
演
会
開
催
と
な
り
、
一
躍
、
飯
沼
貞
吉

と
喜
多
方
市
の
関
係
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
の
後
も
郷
土
史
の
研
究
、
鉱
山
史
の
研
究
を
精
力

的
に
進
め
、
米
国
で
Ｕ
Ｓ
Ａ
鉱
山
史
協
会
総
会
に
度
々

出
席
し
て
発
表
す
る
な
ど
し
て
い
ま
し
た
。
平
成
二
十

四
（
二
〇
一
二
）
に
は
福
島
県
教
育
委
員
会
よ
り
社
会

教
育
功
労
賞
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
交
通
事
故

に
逢
い
、
後
遺
症
に
よ
り
車
の
運
転
も
し
な
く
な
り
闘

病
生
活
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

改
め
て
、
佐
藤
さ
ん
の
功
績
に
感
謝
し
ま
す
。
合
掌

佐
藤
一男
氏
を
し
の
ん
で

理
事
　
石
田 

明
夫

善龍寺境内で。前列左端が佐藤一男氏
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私
の
先
祖
・
上
田
一
学
（
学
太
輔
）
二
男
・
木
村
勝

四
郎
は
松
平
容
保
公
の
京
都
守
護
職
の
従
軍
と
し
て
養

父
・
木
村
熊
之
進
（
推
測
）
と
一
緒
に
上
洛
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
京
都
で
戦
死
し
、
会
津
藩
士
殉
難
者
墓
地
に

お
墓
が
あ
り
ま
す
。
没
年
は
慶
応
二
年
九
月
と
な
っ
て

い
ま
す
（
写
真
参
照
）。

　

実
の
と
こ
ろ
木
村
勝
四
郎
の
年
齢
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

勝
四
郎
の
兄
・
上
田
新
八
郎
が
奇
勝
隊
隊
長
で
慶
応
四

年
八
月
に
20
歳
で
戦
死
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
弟
・

勝
四
郎
は
死
亡
時
18
歳
位
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

慶
応
二
年
に
は
大
き
な
戦
い
が
無
い
た
め
病
死
も
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
以
前
に
西
雲
院
の
御
住
職
（
先
代
）
か

ら
「
当
時
は
毎
月
の
よ
う
に
二
～
三
人
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
前
の
大
き
な
戦
い
で
負
傷
し
、
力
尽
き
た

の
で
し
ょ
う
ね
」
と
お
話
し
を
伺
い
、
妙
に
安
堵
し
た

も
の
で
す
。

　

そ
の
様
に
考
え
る
と
勝
四
郎
が
戦
っ
た
の
は
二
年
前

の
「
禁
門
の
変
」
の
可
能
性
も
あ
り
、
当
時
16
歳
位
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
白
虎
隊
と
同
じ
年
齢
（
16
～

17
歳
）
の
少
年
だ
っ
た
と
思
う
と
感
無
量
で
す
。

　

そ
の
状
況
か
ら
、
ま
だ
少
年
だ
っ
た
勝
四
郎
が
京
都

在
勤
と
な
っ
た
養
父
と
一
緒
に
京
都
へ
行
っ
た
こ
と
に

も
疑
問
を
持
ち
ま
す
。
実
は
養
父
が
木
村
熊
之
進
で
あ

る
こ
と
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
津
歴
史
家
の
方

に
先
祖
の
木
村
家
を
調
べ
て
い
た
だ
い
た
際
、
母
が
知

る
幾
つ
か
の
逸
話
か
ら
「
木
村
熊
之
進
（
熊
之
助
）」
の

名
前
が
挙
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
木
村
家
の
屋
敷
は

お
城
の
す
ぐ
東
側
に
あ
っ
た
こ
と
。
勝
四
郎
が
木
村
家

に
養
子
と
な
っ
た
際
、
子
供
の
名
前
を
養
父
の
名
前

「
熊
」
の
一
字
を
も
ら
っ
て
「
勝
彦
」
か
ら
「
熊
太
郎
」

に
改
名
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　

ま
た
屋
敷
跡
を
調
べ
る
と
、
木
村
熊
之
進
の
屋
敷
は

幕
末
の
城
下
図
に
無
く
、
安
政
五
年
の
役
名
禄
高
住
所

明
細
に
内
小
田
垣
二
番
丁
西
ヨ
リ（
鶴
ヶ
城
東
側
の
堀
）

に
「
木
村
熊
之
進
（
三
百
石
）」
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

木
村
熊
之
進
は
京
都
滞
在
の
た
め
屋
敷
を
藩
に
返
上
し

た
の
で
は
と
会
津
歴
史
家
の
方
も
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
木
村
熊
之
進
を
調
べ
る
と
、
文
化
十
四
年
生

ま
れ
、
文
武
に
秀
で
た
が
物
頭
・
組
頭
に
と
ど
ま
り
人

に
惜
し
ま
れ
る
。
戊
辰
戦
争
で
は
（
軍
事
奉
行
添
役
の

任
）
朝
廷
へ
の
恭
順
を
主
張
し
た
が
受
け
い
れ
ら
れ
ず

藩
に
従
う
。
慶
応
四
年
五
月
一
日
に
白
河
の
戦
い
で
死

去
。
五
十
二
歳
。
名
は
重
光
。
字
は
中
羽
、
号
は
蕉
陰

と
あ
り
ま
す
（
引
用
：
デ
ジ
タ
ル
版�

日
本
人
名
大
辞
典
）。

改
め
て
養
父
・
木
村
熊
之
進
を
尊
敬
し
ま
す
。

梶
原
家
、
木
村
家
、
横
山
家
…
と
の
親
戚
関
係

　

木
村
熊
之
進
（
重
光
）
は
七
代
目
木
村
又
右
衛
門
重

徳
を
父
と
し
、
母
は
上
田
家
六
代
目
上
田
右
膳
（
兼
揮
）

の
孫
娘
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
養
父
の
木
村
家
と
縁
戚
関

係
か
ら
勝
四
郎
（
二
男
）
が
木
村
家
へ
養
子
に
な
っ
た

こ
と
も
頷
け
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
上
田
右
膳
（
兼
揮
）

の
娘
が
木
村
忠
次
（
忠
央
）
へ
嫁
ぎ
、
こ
の
系
譜
木
村

家
の
初
代
が
木
村
忠
次
で
息
子
が
忠
成
で
す
。
他
に
横

山
家
の
六
代
目
横
山
主
税
（
常
徳
）
は
上
田
一
学
（
学

太
輔
）
の
祖
母
の
兄
弟
に
当
た
り
、
横
山
家
と
の
繋
が

り
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
唯
一
血
縁
に
あ
る
の
は
梶
原
家
で
す
。
数
代

に
渡
り
梶
原
家
か
ら
上
田
家
に
嫁
ぎ
、
直
近
で
は
梶
原

平
馬
（
景
保
）
の
娘
が
上
田
一
学
（
学
太
輔
）
の
母
で

あ
り
、
梶
原
健
之
助
（
景
範
）
の
養
子
に
な
っ
た
内
藤

家
二
男
の
梶
原
悌
彦
（
景
武
）
は
従
兄
弟
関
係
に
な
り

ま
す
。

　

ち
な
み
に
上
田
家
の
お
墓
は
天
寧
寺
で
す
が
、
木
村

家
の
初
代
木
村
忠
次
・
忠
成
氏
と
横
山
家
の
横
山
主
税

（
常
徳
）
氏
の
お
墓
が
会
津
大
窪
山
墓
地
に
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
お
墓
参
り
に
行
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

先
祖
・
木
村
勝
四
郎
も
白
虎
隊
と
同
じ
年
齢
で
…

�

会
員
　
松
崎 

寛
志
（
埼
玉
県
吉
川
市
）

木村勝四郎の墓、京都金戒光明寺
会津藩士殉難者墓地
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慶
応
四
年
八
月
十
一
日
白
虎
寄
合
二
番
隊
は
阿
賀
野

川
沿
い
の
佐
取
村
（
新
潟
市
五
泉
市
）
の
戦
か
ら
敗
走

し
対
岸
の
石
間
関
門
（
新
潟
県
阿
賀
町
）
の
胸
壁
で
防

戦
し
た
。
一
方
、
寄
合
一
番
隊
が
参
戦
し
た
新
発
田
藩

国
境
付
近
の
赤
谷
口
・
新
谷
の
戦
で
会
津
軍
は
敗
走
し
、

両
隊
は
奇
し
く
も
同
時
期
八
月
十
五
日
に
会
津
藩
領
西

側
玄
関
口
・
津
川
代
官
所
へ
戻
っ
た
。
現
在
跡
地
は
狐

の
嫁
入
り
屋
敷
に
な
っ
て
い
る
。
津
川
は
川
港
と
し
て

栄
え
た
所
で
雁
木
造
り
発
祥
の
地
。
現
在
も
街
並
み
に

風
情
が
漂
う
。
会
津
軍
は
舟
筏
を
収
容
し
て
い
た
為
、

西
軍
は
阿
賀
野
川
を
渡
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
津
川
と

下
流
の
五
十
島
を
死
守
す
る
攻
防
線
が
始
ま
り
、
寄
合

白
虎
両
隊
も
尽
力
し
た
。

　

八
月
二
十
三
日
、
陣
将
上
田
学
太
輔
の
元
に
母
成
峠

の
敗
報
が
入
り
、
容
保
公
と
喜
徳
公
の
安
否
確
認
、
本

城
の
指
揮
を
仰
ぐ
急
使
を
派
遣
。
一
番
隊
高
崎
駒
之
助

（
十
六
歳
）
が
津
川
で
負
傷
し
八
木
山
（
阿
賀
町
）
へ
搬

送
（
二
十
五
日
落
命
）。
若
松
方
向
か
ら
砲
煙
あ
が
る
の

報
せ
を
受
け
津
川
の
会
津
軍
は
防
戦
を
続
け
る
か
、
城

下
へ
総
退
却
か
選
択
を
迫
ら
れ
後
者
に
決
定
。
引
き
揚

げ
の
途
中
、
派
遣
し
た
急
使
が
八
木
山
で
陣
将
上
田
に

復
命
し
た
。「
城
は
東
方
か
ら
諸
隊
が
引
き
上
げ
防
戦
成

る
。
城
に
入
る
の
は
困
難
。
西
方
を
死
守
せ
よ
。」
急
使

は
若
松
か
ら
一
里
の
高
久
村
の
陣
将
萱
野
権
兵
衛
に
面

会
し
た
内
容
を
報
告
。
今
す
ぐ
城
へ
向
か
う
べ
き
か
、

留
ま
り
防
戦
す
べ
き
か
再
び
決
断
を
迫
ら
れ
た
結
果
、

会
津
平
野
の
入
口
で
あ
る
只
見
川
を
挟
ん
で
の
防
衛
に

決
定
し
た
。

　

八
月
二
十
六
日
、
束
松
峠
の
会
津
軍
は
峠
上
か
ら
若

松
城
下
の
砲
煙
を
見
る
。
会
津
戊
辰
戦
史
に
は
「
こ
の

惨
憺
た
る
光
景
を
目
撃
し
て
痛
恨
に
堪
え
ず
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
束
松
峠
は
地
元
の
尽
力
に
よ
り
旧
道
が

ほ
ぼ
残
さ
れ
て
お
り
遠
く
若
松
を
遠
望
で
き
た
。
藩
士

達
の
憤
り
と
焦
り
を
思
う
。
峠
上
付
近
に
当
時
の
塹
壕

跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

会
津
軍
は
只
見
川
を
渡
り
舟
渡
（
河
沼
郡
会
津
坂
下

町
高
寺
舟
渡
）
へ
。
船
を
つ
な
い
で
作
成
し
た
橋
を
切

断
し
沿
岸
の
舟
筏
を
収
め
た
。
現
在
舟
渡
と
対
岸
の
片

門
を
結
ぶ
大
き
な
橋
が
架
か
っ
て
い
る
が
、
広
い
川
幅

に
落
差
の
あ
る
崖
は
ま
さ
に
防
衛
拠
点
と
感
じ
る
場
所

で
あ
る
。
一
番
隊
は
遊
撃
隊
と
共
に
舟
渡
と
北
に
位
置

す
る
窪
村
（
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
高
寺
窪
）
へ
胸
壁
を

築
き
布
陣
し
た
。
舟
渡
か
ら
や
や
傾
斜
を
登
る
窪
村
へ

の
旧
道
が
一
部
残
る
（
案
内
版
あ
り
）。
窪
村
は
東
側
に

山
裾
、
西
側
が
只
見
川
に
挟
ま
れ
狭
い
平
地
で
砲
撃
を

遮
る
も
の
は
な
い
。

　

八
月
二
十
八
日
、
西
軍
が
対
岸
の
片
門
へ
到
達
。
只

見
川
沿
い
の
小
高
い
山
に
大
砲
を
据
え
舟
渡
へ
砲
撃
。

会
津
兵
は
塞
を
川
岸
に
連
ね
、
地
に
穴
を
掘
り
、
雨
の

よ
う
に
降
り
注
ぐ
砲
弾
を
避
け
防
戦
。
二
十
九
日
一
番

隊
の
星
八
弥
（
十
六
）、
黒
河
内
八
十
記
（
十
七
）
が
戦

死
。
戦
況
は
九
月
五
日
ま
で
膠
着
状
態
と
な
っ
た
。

　

九
月
一
日
、
舟
渡
か
ら
南
に
位
置
す
る
朝
立
村
（
河

沼
郡
会
津
坂
下
町
坂
本
村
）
に
布
陣
し
て
い
た
二
番
隊

は
、
川
向
の
藤
村
に
襲
来
し
た
敵
と
対
峙
。
山
本
太
郎

（
十
七
）、
鈴
木
平
助
（
十
七
）
が
戦
死
し
た
。

　

九
月
五
日
、
若
松
城
攻
め
の
西
軍
の
う
ち
薩
、
長
、
土

ら
七
藩
か
ら
選
出
さ
れ
た
一
軍
が
会
津
坂
下
に
入
り
、

舟
渡
の
会
津
軍
背
後
を
衝
く
よ
う
に
進
撃
。
坂
下
町
気

多
宮
の
街
道
道
標
に
は
こ
の
時
被
弾
し
た
と
思
わ
れ
る

弾
跡
が
残
る
。
窪
村
北
方
の
大
原
（
喜
多
方
市
高
郷
町

大
田
賀
大
原
）に
本
陣
を
置
い
て
い
た
陣
将
上
田
は
、
止

む
無
く
南
北
に
退
却
を
命
じ
る
。
同
日
窪
村
で
一
番
隊

岸
彦
三
郎
（
十
七
）
が
戦
死
。
隊
長
原
早
太
率
い
る
一

番
隊
の
主
力
は
窪
村
か
ら
慶
徳
町
山
科
山
崎
を
経
由
し

小
荒
井
（
喜
多
方
市
）
へ
向
か
い
、
会
津
軍
と
合
流
し

た
。
隊
長
太
田
小
兵
衛
率
い
る
二
番
隊
は
朝
立
村
か
ら

退
却
、
一
番
隊
の
半
隊
長
佐
藤
清
七
郎
ら
隊
士
十
四
名

は
舟
渡
か
ら
南
に
退
却
し
、
朝
立
村
付
近
で
二
番
隊
と

合
流
、
中
田
（
根
岸
中
田
観
音
）
を
経
て
三
の
丸
か
ら

入
城
を
果
た
し
た
。
寄
合
白
虎
隊
は
重
要
拠
点
津
川
か

ら
只
見
川
の
攻
防
戦
に
お
い
て
も
死
力
を
尽
く
し
た
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。

寄
合
白
虎
隊
奮
戦
の
地
を
旅
し
て
第
二
回会

員
　
星
野
紀
子
（
東
京
都
）

片門から舟渡を望む

束松峠の塹壕跡 被弾した道標
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旧
会
津
藩
大
窪
山
共
同
墓
地
は
１
６
４
３
年
（
寛
永

20
年
）に
保
科
正
之
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
。
当
時
、
藩

で
は
火
葬
の
風
習
を
改
め
て
土
葬
を
推
奨
し
大
窪
山
、

郷
之
原
坊
主
山
、
小
山
の
三
ヶ
所
に
埋
葬
地
を
設
け
た
。

郷
之
原
、
小
山
の
両
墓
地
は
主
に
商
、
職
人
用
で
、
現

在
真
新
し
い
墓
碑
の
林
立
す
る
近
代
墓
地
に
変
わ
っ
て

い
る
。

　

一
方
、
大
窪
山
は
中
・
下
級
会
津
藩
士
用
と
さ
れ
、
戊

辰
の
役
で
藩
が
崩
壊
し
家
族
が
四
散
し
て
放
置
さ
れ
た

た
め
、
多
く
の
墓
碑
の
倒
壊
・
埋
没
が
目
立
つ
。
し
か

し
、
当
時
の
埋
葬
形
式
等
を
保
っ
た
基
数
約
四
千
と
い

う
藩
政
墓
地
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
墓
地
全
体
が
市

指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。

　

大
窪
山
は
交
通
不
便
で
訪
れ
る
人
は
少
な
い
。
ア
プ

ロ
ー
チ
の
手
が
か
り
は
「
な
与
竹
の
碑
」
で
有
名
な
善

龍
寺
で
あ
る
。
白
虎
隊
の
会
で
は
２
０
１
３
年
に
石
田

明
夫
氏
の
協
力
を
得
て
、
善
龍
寺
境
内
に
墓
地
案
内
図

を
設
置
し
、
訪
問
者
の
一
助
と
し
た
。
大
窪
山
墓
地
は

善
龍
寺
の
裏
山
一
帯
に
広
が
っ
て
い
る
。
以
下
に
、
参

考
ま
で
に
４
基
の
墓
を
掲
載
し
て
お
く
。

会
津
大
窪
山
墓
地

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼
一
元

大窪山墓地案内図（善龍寺境内社殿前に設置）

西郷頼母（保科八握髭）
妻飯沼千重子の墓

西郷近登と妻の墓、陥没し肩寄せ合っているよう
に見える 横山主悦の墓 伴百悦の墓
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会
津
若
松
市
の
大
窪
山
に
は
飯
沼
家
代
々
の
墓
が
21

基
あ
る
が
、
墓
参
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
ご
く
僅
か
で

あ
る
。
西
郷
家
の
墓
の
よ
う
に
善
龍
寺
の
近
く
に
あ
れ

ば
別
だ
が
、
猪
や
熊
な
ど
が
出
没
す
る
急
斜
面
の
登
り

道
を
四
百
メ
ー
ト
ル
も
分
け
入
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
入
口

を
間
違
え
る
と
迷
子
に
な
る
の
で
案
内
人
を
探
し
て
頼

む
し
か
な
い
。

　

そ
こ
で
、
今
般
、
少
な
く
と
も
飯
沼
家
の
関
係
者
な

ら
誰
で
も
墓
参
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
石
田
明
夫
さ

ん
と
塩
川
で
石
材
店
を
営
む
白
虎
隊
会
員
の
古
川
善
弘

さ
ん
に
お
願
い
し
て
調
査
を
開
始
し
た
。
当
地
は
国
指

定
の
保
存
地
区
で
あ
り
、
工
事
に
は
い
ろ
い
ろ
な
制
約

が
あ
る
。

　

調
査
内
容
は
、
①
飯
沼
家
墓
地
入
口
に
目
印
を
つ
け

る
方
法
。
②
高
齢
者
で
も
参
拝
で
き
る
方
法
。
③
墓
地

の
設
立
経
緯
や
埋
葬
者
の
血
縁
関
係
が
分
か
る
よ
う
に

す
る
方
法
、
と
し
た
。

　

昨
年
３
月
に
現
地
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
初

代
が
誰
で
い
つ
墓
地
を
取
得
し
た
の
か
や
21
基
の
墓
の

血
縁
関
係
が
分
か
ら
な
い
。
飯
沼
貞
雄
が
残
し
た
初
代

か
ら
の
家
系
図
を
読
み
解
く
と
欠
落
し
て
い
る
当
主
も

あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
４
月
に
現
地
の
再
調
査
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
最
古
の
墓
は
初
代
伊
兵
衛
重
友
の
妻
（
霊

号
：
宗
順
孺
人
）
で
１
６
７
０
年
頃
に
建
て
ら
れ
、
そ

の
後
、
歴
代
の
当
主
お
よ
び
家
族
の
墓
が
建
て
ら
れ
た

が
、
戊
辰
戦
争
で
中
断
し
た
こ
と
、
明
治
44
年
に
な
っ

て
飯
沼
貞
雄
が
父
母
・
兄
・
長
男
・
叔
父
の
墓
を
追
加

し
た
こ
と
、
第
６
・
７
・
９
代
の
墓
が
欠
落
し
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。

　

そ
こ
で
昨
年
９
月
に
左
記
の
改
修
工
事
と
新
設
し
た

３
人
の
墓
の
魂
入
れ
供
養
を
実
施
し
た
。

　

会
員
の
皆
様
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

１
．
墓
地
入
口
に
目
印
と
な
る
石
柱
を
設
置

２
．
墓
地
へ
の
階
段
の
設
置

　
　
（
15
段
、
高
さ
３
ｍ
、
長
さ
５
ｍ
）

３
．
説
明
版
の
設
置

大
窪
山
飯
沼
家
墓
地
の
改
修

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼 

一
元

設置した階段と魂入れ供養神事参加者

飯沼家墓地途中にある供養塔 墓地入口に設置した石柱 新設した3人の墓
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前
回
に
引
き
続
き
、
鶴
ケ
城
の
見
ど
こ
ろ
や
隠
れ
た

ス
ポ
ッ
ト
を
説
明
し
ま
す
。

一
　
西
出
丸

　

西
出
丸
は
加
藤
明
成
が
、
寛
永
十
六
年(

一
六
三
九)

に
大
改
修
す
る
ま
で
は
、
今
の
半
分
の
大
き
さ
し
か
な

く
、
石
垣
は
西
大
手
門
部
分
だ
け
で
、
他
は
土
塁
で
し

た
。
農
民
や
商
人
は
、
西
出
丸
ま
で
は
入
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

①�

西
大
手
門　

戊
辰
戦
争
、
慶
応
四
年(
一
八
六
八)

八
月
二
十
五
日
、
山
川
大
蔵
隊
が
北
会
津
小
松
の
彼

岸
獅
子
を
偽
装
し
て
入
城
に
成
功
し
た
門
。
西
軍
は

楽
隊
の
先
導
者
を
彼
岸
獅
子
に
し
て
お
り
、
服
装
は

西
軍
、
会
津
藩
と
も
黒
の
洋
装
で
見
分
け
が
付
か
な

か
っ
た
状
況
で
の
山
川
の
機
転
で
し
た
。

②�

伊
達
政
宗
毒
殺
事
件
の
場
所　

天
正
一
八
年(

一
五

九
〇)

四
月
五
日
、
伊
達
政
宗
が
弟
の
小
次
郎
と
母

に
よ
っ
て
、
毒
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
出

丸
の
真
ん
中
付
近
に
あ
っ
た
西
御
殿
が
事
件
の
場
所
。

毒
見
役
が
死
亡
し
て
い
ま
す
。

③�

贋
金
を
作
っ
た
蔵　

戊
辰
戦
争
時
、
慶
応
四
年(

一

八
六
八)

四
月
一
九
日
、
江
戸
幕
府
老
中
小
笠
原
長

行
と
山
川
大
蔵
が
御
薬
園
で
相
談
し
、
西
出
丸
駐
車

場
や
や
南
に
あ
っ
た
蔵
で
鋳
造
。
家
臣
や
町
人
な
ど

か
ら
集
め
た
金
の
装
飾
品
を
溶
か
し
て
、
海
老
名
軍

治
が
飾
り
職
人
を
集
め
、
百
二
十
万
両(

約
六
十
億

円
相
当)

の
金
貨
、
銀
貨
を
鋳
造
。
半
分
は
、
金
・

銀
の
装
飾
品
を
出
し
て
く
れ
た
家
に
返
却
、
残
り
は

軍
資
金
に
し
ま
し
た
。

④�

内
讃
岐
門　

西
出
丸
南
側
の
門
。
加
藤
明
成
が
西
出

丸
を
改
修
し
た
時
、
故
郷
の
松
山
方
面
に
位
置
す
る

こ
と
と
、
外
堀
に
外
讃
岐
門
が
あ
る
こ
と
か
ら
内
讃

岐
門
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
片
方
の
石
垣
は
、
明

治
時
代
に
取
り
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

⑤�

天
保
三
年
、
年
号
石
垣　

西
出
丸
の
石
垣
外
側
、
水

堀
に
面
す
る
と
こ
ろ
に
「
天
保
三
年(

一
八
三
二)

」

の
刻
字
が
掘
ら
れ
た
石
垣
が
あ
り
ま
す
。
改
修
年
号

を
残
し
た
も
の
で
す
。

⑥�
城
に
入
る
合
言
葉　

戊
辰
戦
争
の
時
、
娘
子
隊
の
中

野
竹
子
の
母
、
幸
子
が
西
出
丸
の
大
手
門
に
入
る
時
、

合
言
葉
で
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
山
」
と
「
川
」

で
し
た
。
会
津
藩
で
は
中
道
り
で
別
の
合
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
場
所
に
よ
り
異
な
っ
て
い
ま

し
た
。

⑦�

梅
坂
・
知
期
理
坂　

小
田
垣
台
地
上
の
先
端
部
に
位

置
す
る
本
丸
・
帯
郭
に
通
じ
る
坂
。
両
側
に
塀
が
あ

っ
た
が
朽
ち
果
て
た
後
は
、
建
て
替
え
ず
に
梅
の
木

を
植
え
て
い
た
こ
と
か
ら
梅
坂
と
い
う
。

二
　
二
ノ
丸

①�

東
門　

二
ノ
丸
東
側
の
門
で
、
門
は
北
側
石
垣

に
あ
っ
た
。
南
側
石
垣
は
明
治
時
代
に
取
り
払
わ
れ
て

い
ま
す
。

②�

合
坂
・
武
者
走
り　

二
ノ
丸
東
門
か
ら
入
る
と
北
側

に
土
塁
が
あ
り
、
坂
が
あ
り
ま
す
。
土
塁
の
両
側
に

素
早
く
登
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
。

③�

伏
兵
郭　

二
ノ
丸
の
東
門
か
ら
入
る
と
北
側
に
土
塁

が
あ
り
、
そ
の
奥
に
位
置
す
る
。
蒲
生
忠
郷
時
代
ま

で
は
、
北
出
丸
の
東
に
土
橋
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
入

れ
た
が
改
修
さ
れ
、
土
橋
は
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

会
津
の
見
ど
こ
ろ
第
３
回
　
鶴
ヶ
城
編
②

石
田 

明
夫

蒲生時代の鶴ヶ城の絵図。　絵図の色は
赤線：道路、赤色：空堀、灰色：石垣、黒色：土塁



11　白虎隊の会

一
　
は
じ
め
に

　

新
年
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の

猛
威
の
中
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
皆
様
に
は
如
何
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

下
関
支
部
は
、
昨
年
度
に
続
い
て
、
本
年
度
も
自
粛

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
年
に
な
り
ま
し
た
。
総
会
や
研
修

会
も
中
止
し
、
五
月
の
連
休
明
け
に
は
、
支
部
長
が
久

し
ぶ
り
に
会
津
を
訪
問
し
、
懐
か
し
い
方
々
と
お
会
い

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
計
画
も
直
前
に
取
り
や
め
ま

し
た
。
下
関
支
部
が
格
別
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
佐
藤

一
男
先
生
の
ご
逝
去
は
、
下
関
支
部
に
と
っ
て
悲
し
み

の
極
み
で
す
。
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

二
　
事
業
報
告

⑴　

五
月
六
～
九
日　

支
部
長
会
津
訪
問
中
止

⑵�　

五
月
二
二
日　

神
戸
岩
蔵
墓
・
恩
愛
の
碑
整
備
活

動
⑶　

六
月
十
日　

下
関
支
部
１
０
周
年
記
念
誌
作
成

⑷　

八
月
二
日　

神
戸
岩
蔵
墓
墓
参

⑸　

八
月
一
八
日　

恩
愛
の
碑
草
刈

⑹�　

十
月
一
五
日　

小
杉
の
人
々
と
恩
愛
の
碑
草
刈
・

地
元
厚
保
小
児
童
訪
問
、
ガ
イ
ド

⑺�　

十
月
十
七
日　

福
島
県
川
内
村
の
環
境
活
動
家
西

山
千
嘉
子
氏
が
郷
土
史
家
平
山
智
昭
先
生
方
と
恩
愛

の
碑
来
訪
、
ガ
イ
ド

⑻　

十
月
二
十
日　

海
峡
裏
町
文
化
塾
講
演

　
「
会
津
の
傷
は
、
い
ま
だ
癒
え
ず
」
支
部
長

⑼�　

十
月
二
四
日　

赤
間
関
街
道
ガ
イ
ド
ウ
ォ
ー
ク
第

二
ス
テ
ー
ジ
ご
一
行
四
十
名
恩
愛
の
碑
訪
問
、
ガ
イ

ド
⑽�　

十
一
月
七
日　

赤
間
関
街
道
リ
レ
ー
ウ
オ
ー
ク
第

三
ス
テ
ー
ジ
ご
一
行
四
五
名
恩
愛
の
道
紹
介

⑾　

三
月
白
虎
隊
の
会
下
関
支
部
総
会
予
定

三
　
主
な
出
来
事

⑴�　

五
月
の
整
備
活
動
は
昨
年
同
様
、
神
戸
岩
蔵
墓
は

八
時
に
作
業
開
始
、
終
了
後
は
美
祢
市
に
移
動
し
て
、

十
時
か
ら
楢
崎
屋
敷
跡
作
業
開
始
と
二
ラ
ウ
ン
ド
制

で
行
い
ま
し
た
。
今
年
も
美
祢
市
か
ら
は
市
長
様
や

教
育
次
長
様
方
六
名
が
草
刈
機
を
持
っ
て
参
加
さ
れ
、

恩
愛
の
碑
周
辺
は
見
違
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に
な
り

ま
し
た
。

⑵　

恩
愛
の
碑
来
訪
者
等

　

�

地
元
の
方
か
ら
「
恩
愛
の
碑
に
は
、
し
ば
し
ば
お
客

さ
ん
が
来
ら
れ
る
よ
」
と
今
年
も
嬉
し
い
話
を
聞
き

ま
し
た
。
ま
た
、
記
念
植
樹
の
「
会
津
の
身
知
ら
ず

柿
」
が
初
め
て
実
を
つ
け
た
こ
と
も
嬉
し
い
で
き
ご

と
で
し
た
。

四
　
お
わ
り
に

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
収
束
が
見
え
ま
せ
ん
が
、
下
関
支
部

は
焦
ら
ず
急
が
ず
、「
下
関
の
中
の
会
津
」
を
護
持
し
発

信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

下
関
支
部
報
告

支
部
長
　
吉
井 

克
也

赤間関街道中道筋リレーウォーク 厚保小訪問

神戸岩蔵墓参助ご子孫）

神戸岩蔵墓参助ご子孫）

会津身知らず柿 西山千嘉子氏訪問



白虎隊の会　12

　

本
会
で
実
施
し
て
き
た
記
念
碑
等
の
設
置
場
所
は
会

津
若
松
市
内
が
中
心
で
し
た
。
塩
川
に
「
飯
沼
貞
吉
ゆ

か
り
の
地
碑
」
を
設
置
し
た
の
が
令
和
元
年
で
、
以
降

は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
か
ら
候
補
に
提
案
さ
れ
て
い
る
の
が
「
会
津
本
郷

焼
と
電
信
用
碍
子
」
で
設
置
場
所
は
会
津
美
里
町
で
あ

る
。
実
施
が
い
つ
に
な
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
こ
の
テ
ー
マ
の
解
説
を
し
て
お
く
。

　

会
津
本
郷
焼
は
蒲
生
氏
郷
～
保
科
正
之
が
着
目
奨
励

し
た
４
百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
会
津
の
伝
統
的
な
焼

き
物
で
若
松
市
か
ら
約
十
キ
ロ
西
の
美
里
町
が
本
場
で

あ
る
。

　

日
清
戦
争
が
始
ま
る
前
年
の
明
治
26
年
12
月
、
陸
軍

省
は
会
津
の
本
郷
焼
工
場
に
小
型
硝
子
１
万
２
千
個
を

発
注
、
翌
年
10
月
に
は
普
通
硝
子
２
万
２
千
個
、
続
い

て
軍
用
硝
子
１
万
個
を
発
注
し
た
。
碍
子
と
は
、
電
柱

に
電
線
等
を
固
定
す
る
た
め
の
部
品
で
、
絶
縁
性
と
堅

牢
性
に
優
れ
る
磁
器
が
用
い
ら
れ
る
。
用
途
は
主
と
し

て
微
弱
な
電
信
用
と
高
圧
の
電
力
用
が
あ
る
。

　

我
が
国
の
碍
子
製
造
は
佐
賀
の
有
田
焼
が
嚆
矢
で
、

幕
末
期
に
イ
ギ
リ
ス
に
人
を
送
り
電
信
用
碍
子
技
術
を

習
得
し
、
そ
の
後
、
香
蘭
社
を
設
立
し
て
、
碍
子
の
独

占
供
給
を
行
な
っ
て
い
た
。

　

で
は
会
津
本
郷
焼
が
何
故
佐
賀
の
有
田
焼
に
対
抗
で

き
た
の
か
？
そ
の
裏
に
二
人
の
白
虎
隊
士
の
活
躍
が
あ

っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
電
信
用
部
品

調
達
は
逓
信
省
大
臣
官
房
調
度
課
の
管
轄
で
あ
る
。
飯

沼
貞
雄
は
明
治
25
年
か
ら
逓
信
省
の
東
京
電
信
局
勤
務
。

当
時
貴
族
院
議
員
だ
っ
た
山
川
浩
か
ら
貞
雄
に
「
会
津

本
郷
焼
き
の
電
信
用
碍
子
が
出
来
な
い
か
」
と
の
打
診

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
当
時
の
逓
信
省
幹
部
は
佐
賀
藩
出
身
者
が

多
く
、
後
発
の
会
津
本
郷
焼
を
押
し
込
む
の
は
大
変
だ

っ
た
。
碍
子
は
電
信
の
最
重
要
部
品
で
あ
る
。
特
に
朝

鮮
の
よ
う
に
激
し
い
気
温
の
変
動
や
風
雪
で
碍
子
が
破

損
・
浸
水
す
れ
ば
、
電
信
障
害
を
起
こ
し
軍
用
と
し
て

致
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

明
治
５
年
に
電
信
架
設
に
手
を
染
め
、
下
関
・
小
倉
・

広
島
な
ど
20
年
の
経
験
を
積
ん
だ
貞
雄
は
碍
子
の
要
諦

を
知
り
尽
く
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
開
発
品

の
性
能
目
標
を
適
確
に
指
示
し
た
上
で
、
試
作
品
を
作

る
よ
う
に
本
郷
に
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
応
え
た
の
が
樋

口
彦
四
郎
だ
っ
た
。
彦
四
郎
は
白
虎
士
中
一
番
隊
に
属

し
、
籠
城
戦
に
も
加
わ
っ
た
人
物
で
、
維
新
後
移
り
住

ん
だ
長
野
で
畜
産
会
社
を
経
営
し
な
が
ら
、
電
圧
碍
子

の
製
造
工
場
を
会
津
に
設
立
し
、
碍
子
の
技
術
革
新
に

注
力
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
経
緯
は
九
州
大
学
の
宮
地
英
敏
教
授
の

「
論
説
・
会
津
製
碍
子
の
官
需
へ
の
採
用
」
に
詳
し
い
。

宮
地
論
説
で
は
、
本
郷
焼
が
成
功
し
た
理
由
に
製
造
コ

ス
ト
が
安
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
般
に
焼
き
物

は
素
焼
き
と
浸
水
を
防
ぐ
本
焼
き
の
二
工
程
が
必
要
だ

が
、
本
郷
焼
は
手
間
の
か
か
る
素
焼
き
工
程
無
し
で
製

造
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
会
津
本
郷
陶
磁
器
業

史
編
「
会
津
本
郷
焼
の
歩
み
」
に
は
、
山
田
恒
三
郎
談

と
し
て
、
受
注
に
成
功
し
た
後
、
貞
雄
は
樋
口
彦
四
郎

ら
と
痛
飲
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
軍
用
碍
子
は
、
日
清
戦
争
で
気
温
差
の
大

き
い
朝
鮮
の
地
で
威
力
を
発
揮
し
た
と
思
わ
れ
る
。

会
津
本
郷
焼
と
電
信
用
碍
子

会
長
兼
事
務
局
長
　
飯
沼 

一
元

電柱に取り付けられた碍子。
但し、最近の電力線用。
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本部だより
1.会員
2021年度の新入会員は2名（昨年比（0）でした。逝去者は3名（佐藤一男氏、山本英市氏、小日向輝夫氏）、
退会者2名で共に名簿から削除しました。その結果、2022年3月末現在、名簿登録会員数は101名（−4）と
なりました。内訳は一般69（＋1）、特別会員（役員を含む）32（−4）。地域別内訳は会津20（＋1）、東京
36（0）、下関13（＋1）、京都7（0）、長崎4（0）、仙台7（＋1）、その他18（−2）名となりました。

2.活動
主な活動実績は表に示すとおりです。

今期は事業関係の支出はありません。広告費は会津会々報に毎年見開き2ページの広告を出稿しています。多
額のご寄付を頂いた方に感謝申し上げます。

会計監査
令和3年度の決算報告書及び預貯金記録を照合精査した結果、いずれも誤りなく執行されていることを認めま
したので、ここに報告いたします。

� 令和4年3月31日　会計監査役　　森川�敬寿

4.2022年度の計画
新規会員獲得目標5名、総事業費は50万円を予定。
1．会津藩滝沢本陣近くに白虎隊出陣・帰還の地記念碑を設置し序幕（石田他）
2．会津美里町に会津本郷焼と電信用碍子の記念碑を設置し序幕（飯沼他）
3．1年後の戊辰155年に向けて、子孫隊出陣の準備開始（森川）ほか

3.決算報告

年月日 主な活動（予告を含む）

2022年9月24日 （予定）会津秋まつり
2022年9月23日 （予定）白虎隊の会記念碑設置
2022年4月16日 （予定）会報第12号発行
2022年4月2日 （予定）年次総会（インターネットで）
2021年11月1日 白虎隊の会会長を山本氏から飯沼に交代

2021年9月4日 会津会大窪山飯沼家墓地改修に伴う神事実施

2021年4月27日 会津会大窪山墓地視察

2021年4月24日 春の飯盛山墓前祭休会
2021年4月16日 会報第11号発行
2021年4月2日 年次総会（インターネットで）

白虎隊の会 貸借対照表 単位（円） 損益計算書 単位（円）
資産の部 1,606,712 負債の部 0 収入の部 支出の部
現金及び預金 1,606,712 未払金 0 会費 222,000 HP管理 85,249
未収入金 0 負債の部合計 0 寄付 177,000 会誌発行 121,046

前期繰越残高 1,431,761 書籍代 10,000 広告費 40,000
今期損益金 174,951 会報売上 32,540 説明版設置 0
次期繰越残高 1,606,712 助成金 0 通信費他 20,294

資産の部合計 1,606,712 負債純資産合計 1,606,712 今期損益金 174,951
会計監査 令和3年3月31日現在 合計 441,540 441,540



検 索ホームページを変更しました：http://byakkotai.club/

♪白虎隊の会について♪
★入会は自由です。入会金は無料・年会費は三千円です。

5年分一括納入へのご協力をお願いしています。
郵便振込先加入者名：白虎隊の会　口座記号番号00100-1-616556

【白虎隊の会】事務局
〒156－0054 東京都世田谷区桜丘2-24-14　TEL:03-3429-6652　FAX:03-3429-6654

発行責任者　事務局長　飯沼一元
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白虎隊の会　設立趣意書
会津白虎隊は1868年（慶応4年）3月1日に会津藩の最年少軍隊として組織され、戊 
辰戦争で皇国への義を掲げて、新政府軍と戦いました。
数え年16 ～ 17歳で編成された白虎隊は総勢約300名で、うち約30名が戦死し、17名 
が飯盛山で自刃しました。
彼らはこの戦いで〝会津の教え〟を健気にも最後まで守り通しました。

〝会津の教え〟とは『ならぬことはならぬ』に象徴される生活の掟でした。
いつ、いかなる場面でも『義』をもって生きることが彼らの行動規範でした。
生き残った白虎隊士の多くは、国賊の汚名を着せられ、流罪となり、死んでいった戦 
友たちへの忸怩たる思いを抱きながら、艱難辛苦に耐えました。
一方、会津白虎隊の壮烈果敢な行動は「皇国への犠牲」としてモデル化され、戦争に 
利用されました。

あれから144年、会津白虎隊士の子孫は4代目から5代目を迎え、情報は散逸し、史実
は風化しつつあります。
しかし、白虎隊物語は、日本人の心の中に生かし続ける必要があるのではないでしょ 
うか？
私たちは白虎隊の『義』を現代および将来に伝え、広めることを目的として、【白虎隊
の会】を設立しました。

この会は、1.調査・研究、2.交流、3.事業企画 の3つを中心に会員自らの活動を原動 
力として推進いたします。本会の運営は会則に示すとおりです。入会資格は問いませ 
んので、趣旨に賛同いただける方の入会を切にお待ちいたします。

2010年4月1日
【白虎隊の会】設立発起人一同

文責　発起人代表　飯沼一元

《編集後記》
　コロナに加えて、ウクライナ戦争が世界を恐怖に陥れています。
　第一次・二次世界大戦で7,000万人もの命を奪った反省のもと、100年かけて自由と平和を希求してき
た世界に対して、独裁者プーチンは歯車を逆回転させ、暗黒の20世紀に逆戻りさせようとしています。
　白虎隊の会は世界平和を求めて活動します。理不尽な振る舞いを断じて許すことはできません。
　私たちは先人の多くの犠牲と先人が残した知恵の上に生きています。
　「ならぬことはならぬ」という「筋・ケジメ」の大切さを実感します。
　戊辰戦争で散った白虎隊士に学ぶものがあると信じ、白虎隊の会を立ち上げて12年。“義”に生き
た白虎隊士の思いを現代に伝えたい。
　会誌第12号を皆さんの協力により、発行することができました。継続は力なりと自分を戒めなが
ら、老骨に鞭を打っています。� 2022年3月　飯沼記




