
22

特
集
　
寄
稿
「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
戦
争
」
展
に
つ
い
て

23

寄稿

同
志
社
の
恩
人
の
故
郷
、
福
島
県

　

同
志
社
に
と
っ
て
福
島
県
は
特
別
な
土
地
で

あ
る
。
な
か
で
も
会
津
は
新
島
襄
の
妻
・
八
重

と
、同
志
社
創
立
者
の
も
う
一
人
で
八
重
の
兄
・

山
本
覚
馬
の
故
郷
で
あ
る
。
今
か
ら
１
３
７
年

前
、
覚
馬
の
力
な
し
で
は
同
志
社
が
誕
生
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
八
重
が
妻
と
し
て
、

ま
た
新
島
家
の
一
人
と
し
て
、
家
族
の
責
務
を

十
全
に
担
う
こ
と
が
無
け
れ
ば
、
新
島
が
全
国

を
東
奔
西
走
し
、
伝
道
や
同
志
社
大
学
設
立
運

動
に
邁
進
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
福
島

県
は
初
期
の
同
志
社
を
支
え
た
人
々
の
故
郷
で

あ
り
、
同
志
社
の
恩
人
の
故
郷
で
あ
る
。

　

２
０
１
１
年
３
月
11
日
は
日
本
国
民
誰
も
が

忘
れ
ら
れ
な
い
一
日
で
あ
っ
た
。
東
日
本
大
震

災
は
東
北
全
域
に
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
、

地
震
と
地
震
に
よ
る
津
波
で
多
く
の
方
々
の
尊

い
命
が
失
わ
れ
た
。
こ
の
想
像
を
絶
す
る
被
害

に
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
心
を
痛
め
た
で
あ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
福
島
県
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

海
か
ら
数
キ
ロ
離
れ
た
場
所
に
ま
で
津
波
が
到

達
し
、
合
わ
せ
て
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
が
被
害
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
た
。

　

大
震
災
か
ら
３
ヶ
月
後
、
会
津
若
松
で
聞
い

た
状
況
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
観
光
産
業
が
盛
ん

な
会
津
若
松
で
あ
る
が
、
今
で
こ
そ
観
光
客
も

戻
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
震
災
直
後
は
観
光
客

が
通
常
の
４
分
の
１
に
激
減
し
て
い
た
。
今
年

で
さ
え
、
津
波
被
害
の
あ
っ
た
浜
通
り
地
区
で

は
、
瓦
礫
が
撤
去
さ
れ
た
段
階
に
達
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
既
に
震
災
か
ら
一
年
半
の
月
日
が
経

て
い
る
が
、
福
島
県
は
ま
だ
復
興
の
端
緒
に
着

い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
復
興
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

　

２
０
１
３
年
大
河
ド
ラ
マ
は

「
八
重
の
桜
」

　

今
か
ら
３
年
前
の
２
０
０
９
年
秋
学
期
、
同

志
社
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
「
新
島
八
重
の

生
涯
─
進
取
と
矜
持
─
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
企

画
展
を
実
施
し
た
。
そ
の
時
、
資
料
調
査
と
借

用
を
か
ね
て
会
津
若
松
を
訪
れ
た
。
初
見
に
も

関
わ
ら
ず
、
福
島
県
立
博
物
館
、
会
津
若
松
市

立
会
津
図
書
館
、
若
松
城
天
守
閣
郷
土
博
物
館
、

会
津
武
家
屋
敷
の
各
担
当
者
に
は
本
当
に
お
世

話
に
な
っ
た
。
温
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
会

津
の
歴
史
を
御
教
示
い
た
だ
き
、
企
画
展
終
了

後
も
変
わ
ら
ぬ
交
流
を
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
。
そ
の
最
中
に
起
こ
っ
た
の
が
今
回
の
大
震

災
で
あ
る
。
単
に
被
災
地
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
ま
で
の
関
係
か
ら
何
か
貢
献
で
き
な
い
か

と
思
案
し
て
い
た
が
、
行
動
に
移
す
き
っ
か
け

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
予
想
も
し
な
か
っ
た

展
開
と
な
っ
た
。２
０
１
３
年
大
河
ド
ラ
マ「
八

重
の
桜
」
放
映
決
定
で
あ
る
。

　

震
災
か
ら
２
ヶ
月
を
経
た
２
０
１
１
年
５
月

30
日
、
２
０
１
３
年
の
大
河
ド
ラ
マ
の
タ
イ
ト

ル
は
「
八
重
の
桜
」、
主
人
公
は
「
新
島
八
重
」

と
い
う
報
道
が
あ
っ
た
。
同
志
社
は
震
災
復
興

に
エ
ー
ル
を
送
る
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
製
作

の
趣
旨
に
賛
同
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
福
島
県
へ
の
協

力
を
惜
し
ま
な
い
旨
の
発
表
を
行
っ
た
。
以
降
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
も
ち
ろ
ん
、
会
津
若
松
な
ど
か
ら
も

大
河
ド
ラ
マ
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
仕
事
が
舞
い

込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
八

重
の
桜
」
の
制
作
発
表
か
ら
半
年
後
、
本
年
最

大
と
な
る
仕
事
の
依
頼
が
や
っ
て
き
た
。
福
島

県
か
ら
の
依
頼
で
あ
る
。

福
島
県
の
観
光
産
業
復
興
の
た
め
に

　

２
０
１
１
年
12
月
23
日
、
福
島
県
観
光
交
流

局
観
光
交
流
課
の
吉
田
紀
之
氏
と
高
橋
保
明
氏

が
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
た
。
八
重
の
資
料
展
示
会

へ
の
協
力
依
頼
で
あ
る
。
当
日
二
人
が
作
成
し

た
資
料
が
手
渡
さ
れ
た
。
そ
の
展
示
案
は
、
観

光
と
い
う
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
資
料
を
貸
し
出
す
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

展
示
施
設
と
そ
の
環
境
に
不
安
要
素
が
あ
っ
た
。

し
か
し
何
よ
り
も
目
を
見
張
る
べ
き
は
、
何
と

し
て
で
も
八
重
の
展
示
を
実
施
し
た
い
と
い
う

２
人
の
熱
意
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、「
見
せ
る
」
こ
と
を
意
識
し
た
観
光

向
け
の
企
画
案
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
八
重
に

関
す
る
文
献
を
可
能
な
限
り
収
集
し
、
精
読
し
、

史
実
を
押
さ
え
て
い
な
け
れ
ば
作
成
で
き
な
い

内
容
で
あ
っ
た
。
福
島
県
の
復
興
の
た
め
に
全

力
を
尽
く
す
と
い
う
２
人
の
覚
悟
が
込
め
ら
れ

て
い
た
。

　

セ
ン
タ
ー
は
こ
の
企
画
案
を
受
け
て
、
す
ぐ

さ
ま
資
料
借
用
に
関
す
る
全
面
的
な
協
力
と
、

企
画
展
の
企
画
、
立
案
、
実
施
の
援
助
と
し
て

社
史
資
料
調
査
員
を
派
遣
す
る
こ
と
を
約
束
し

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
福
島
県
へ
の
協
力
が
確

定
し
、
物
的
、
人
的
協
力
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
。

　

展
示
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
覚
悟
と
矜プ

ラ
イ
ド持

　

と
は
い
え
、
こ
の
度
の
福
島
県
で
の
展
示
は

八
重
を
扱
う
だ
け
で
は
な
い
。
福
島
県
が
独
自

に
所
有
す
る
歴
史
的
財
産
も
八
重
の
展
示
と
併

せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
県
の
意
向
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
八
重
と
八
重
も
戦
っ
た
戊
辰
戦
争
が

企
画
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
こ
で
県
が
候
補
地

と
し
て
既
に
選
ん
で
い
た
場
所
が
白
河
市
と
二

本
松
市
で
の
開
催
で
あ
っ
た
。

　

白
河
市
は
東
北
の
戊
辰
戦
争
の
最
初
に
し
て

最
大
の
激
戦
地
区
で
あ
っ
た
。
奥
羽
越
列
藩
同

盟
の
旗
の
も
と
に
集
ま
っ
た
諸
藩
と
新
政
府
軍

の
戦
い
が
１
０
０
日
も
の
間
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

白
河
口
の
戦
い
で
あ
る
。
東
北
の
玄
関
口
を
守

る
同
盟
軍
と
平
定
を
目
指
す
新
政
府
軍
が
衝
突

し
た
と
き
に
見
せ
た
両
軍
の
矜プ
ラ
イ
ド持
と
、
鶴
ヶ
城

籠
城
戦
の
時
や
新
島
家
の
ひ
と
り
と
し
て
襄
の

妻
と
し
て
振
る
舞
う
際
に
見
せ
る
八
重
の
矜
持

は
、「
な
に
か
」
を
守
る
と
い
う
意
味
で
共
通

す
る
。
こ
の
矜
持
が
白
河
展
で
の
展
示
の
コ
ン

セ
プ
ト
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
二
本
松
市
で
も
激
し
い
戦
闘
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た
。
白
河
口
の
戦
い
な
ど
に
主
力
を

そ
が
れ
て
い
た
二
本
松
藩
は
、
三
春
藩
方
面
か

福
島
県
・
白
河
市
・
二
本
松
市
主
催

「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
戦
争
」
展
に
つ
い
て

寄稿

同
志
社
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
社
史
資
料
調
査
員

小
枝　

弘
和



24

特
集
　
寄
稿
「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
戦
争
」
展
に
つ
い
て

25

寄稿

あ
り
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写
真
が
白
河
、
二

本
松
、
会
津
の
３
ヶ
所
で
一
般
に
向
け
て
初
公

開
さ
れ
る
。

八
重
の
洋
服
を
再
現

─
同
志
社
女
子
大
学
と
福
島
県
川
俣
シ
ル
ク
─

　

ま
た
、
同
志
社
女
子
大
学
生
活
科
学
部
の
清

水
久
美
子
教
授
の
指
導
の
も
と
、
有
志
の
学
生

ら
が
力
を
合
わ
せ
て
再
現
し
た
八
重
の
洋
服
も

展
示
の
目
玉
で
あ
る
。
清
水
教
授
は
以
前
女
性

宣
教
師
の
洋
服
を
再
現
し
た
実
績
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
学
校
法
人
同
志
社
全
体
の
協
力
体
制
を

示
す
べ
く
、
知
的
財
産
や
学
術
を
利
用
し
た
協

力
を
得
ら
れ
な
い
か
と
女
子
大
広
報
課
に
相
談

し
た
と
こ
ろ
、
広
報
課
も
同
様
の
案
を
既
に
持

っ
て
お
り
、
す
ぐ
さ
ま
清
水
教
授
へ
打
診
し
、

清
水
教
授
の
快
諾
を
得
て
実
現
の
目
処
が
つ
い

た
。
清
水
教
授
は
授
業
で
八
重
の
洋
服
の
再
現

を
扱
わ
れ
、
授
業
を
受
け
る
学
生
と
有
志
の
学

生
を
集
め
て
作
成
に
取
り
掛
か
ら
れ
た
。
福
島

県
の
吉
田
氏
が
再
び
来
学
し
た
際
に
清
水
先
生

を
一
緒
に
訪
問
し
た
時
に
は
、
夕
方
遅
く
に
な

っ
て
も
部
屋
に
残
り
、
多
く
の
学
生
が
洋
服
の

作
成
に
取
り
組
む
光
景
を
目
に
し
た
。
清
水
教

へ
借
用
さ
れ
た
資
料
が
数
点
含
ま
れ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
の
資
料
が
福
島
県
初
上
陸
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た

が
、
一
般
公
開
が
初
め
て
と
な
る
資
料
も
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
で
は
３
年
前
、「
新
島
八
重
の
生
涯

─
進
取
と
矜
持
─
」
展
の
準
備
の
過
程
で
、
資

料
の
調
査
・
収
集
・
整
理
を
行
っ
た
が
、
時
間

的
制
約
も
あ
り
、
同
志
社
所
蔵
の
八
重
に
関
す

る
す
べ
て
の
未
整
理
資
料
を
整
理
で
き
な
か
っ

た
。
今
回
、
福
島
県
で
企
画
展
を
開
催
す
る
に

あ
た
り
、
同
志
社
女
子
大
学
の
博
物
館
の
館
園

実
習
の
実
習
生
の
力
も
借
り
、
八
重
の
未
整
理

資
料
、
特
に
新
島
家
の
写
真
資
料
の
整
理
を
行

っ
た
。
そ
の
中
に
八
重
が
大
切
に
所
蔵
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
会
津
若
松
関
連
写
真
22
点
が

同
志
社
所
蔵
の
八
重
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

１
０
０
点
、
故
郷
福
島
へ

　

今
回
、
福
島
県
が
同
志
社
か
ら
借
用
す
る
資

料
は
１
０
０
点
以
上
で
あ
る
。
約
半
数
ず
つ
が

各
会
場
で
展
示
さ
れ
る
。
各
会
場
の
戊
辰
戦
争

関
連
の
資
料
も
加
え
る
と
、
両
館
合
わ
せ
て
２

０
０
点
以
上
の
資
料
が
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
同

志
社
の
資
料
の
中
に
は
過
去
に
会
津
武
家
屋
敷

島
の
地
に
流
れ
る
矜
持
と
覚
悟　

新
島
八
重
の

生
涯
と
戊
辰
戦
争
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
館

で
の
個
別
の
テ
ー
マ
を
決
定
し
た
。
白
河
市
は

「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
白
河
口
の
戦
い
─

譲
れ
な
い
心
、
そ
れ
ぞ
れ
の
矜
持
─
」、
二
本

松
市
は
「
新
島
八
重
の
生
涯
と
二
本
松
藩
の
戊

辰
戦
争
─
そ
れ
ぞ
れ
の
覚
悟
─
」
で
あ
る
。

こ
れ
を
考
慮
し
て
、
県
は
白
河
市
、
二
本
松
市

で
の
企
画
展
を
若
松
城
天
守
閣
郷
土
博
物
館
の

開
催
期
間
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
福
島
県
全
体

で
の
盛
り
上
が
り
を
企
図
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

若
松
城
天
守
閣
郷
土
博
物
館
か
ら
も
、
こ
の
案

に
つ
い
て
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

会
場
は
白
河
市
の
白
河
集
古
苑
と
二
本
松
市
歴

史
資
料
館
と
決
定
し
た
。総
合
タ
イ
ト
ル
は「
福

ら
攻
め
込
ん
で
き
た
新
政
府
軍
に
横
腹
を
つ
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
兵
力
不
足
の

た
め
に
老
人
や
少
年
に
徴
兵
が
及
ん
だ
。
そ
の

少
年
兵
を
二
本
松
少
年
隊
と
呼
ぶ
。
彼
ら
は
藩

の
危
機
に
際
し
、
恐
怖
を
抱
く
こ
と
な
く
、
藩

を
守
る
た
め
に
出
陣
し
た
。
そ
の
覚
悟
は
、
八

重
が
ゲ
ベ
ー
ル
銃
の
撃
ち
方
を
教
え
た
白
虎
隊

士
の
伊
東
悌
次
郎
や
弟
・
三
郎
の
着
物
を
身
に

ま
と
い
籠
城
戦
に
臨
ん
だ
八
重
の
覚
悟
に
通
じ

る
。
そ
の
覚
悟
が
二
本
松
市
で
の
展
示
の
コ
ン

セ
プ
ト
で
あ
る
。

同
時
期
に
三
館
で

八
重
に
関
す
る
展
示
を
開
催

　

た
だ
し
、
福
島
県
か
ら
の
依
頼
の
前
に
は
、

若
松
城
天
守
閣
郷
土
博
物
館
か
ら
先
に
資
料
借

用
の
依
頼
が
来
て
い
た
。
同
館
で
は
２
０
１
２

年
９
月
14
日
か
ら
11
月
４
日
に
か
け
て
企
画
展

「
京
都
守
護
職
拝
命
１
５
０
年
と
新
島
八
重
」

を
開
催
す
る
。
こ
れ
に
あ
た
り
、
篤
志
看
護
婦

人
会
正
装
帽
子
、
勲
六
等
宝
冠
章
、
ワ
ッ
フ
ル
・

ベ
ー
カ
ー
、
茶
道
許
状
な
ど
、
八
重
を
象
徴
す

る
資
料
20
点
ほ
ど
の
資
料
の
貸
し
出
し
が
、
県

の
依
頼
が
来
る
以
前
に
既
に
決
定
し
て
い
た
。

二本松会場（二本松市歴史資料館）

白河会場（白河集古苑）

若松城天守閣郷土博物館のある鶴ヶ城

篤志看護婦人会正装帽子



26

特
集
　
寄
稿
「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
戦
争
」
展
に
つ
い
て

27

寄稿

お
わ
り
に

　

福
島
県
の
方
々
と
話
を
す
る
と
「
会
津
の
三

泣
き
」
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
う
か
が
う
こ

と
が
あ
る
。
一
つ
目
は
会
津
の
保
守
性
や
排
他

性
に
泣
き
、
二
つ
目
は
住
ん
で
い
る
う
ち
に

人
々
の
温
か
さ
に
触
れ
て
泣
き
、
三
つ
目
は
会

津
を
離
れ
る
と
き
は
そ
の
離
れ
が
た
さ
に
泣
く

と
い
う
、
会
津
に
住
む
人
々
の
人
情
を
表
す
言

葉
で
あ
る
。
八
重
や
覚
馬
も
こ
う
し
た
故
郷
の

人
柄
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
こ
れ
は
福
島
県
全
体
に
も
あ
る
程
度
通

じ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
展

示
に
興
味
を
も
た
れ
た
ら
是
非
と
も
福
島
県
へ

お
越
し
い
た
だ
き
、
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
、
今
回
の
企
画
展
に
関
わ
っ
た
も
の
と
し
て

本
望
で
あ
る
。
八
重
へ
の
関
心
を
深
め
、
大
河

ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
へ
の
興
味
を
深
め
て
い

た
だ
け
る
こ
と
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で

あ
れ
、
福
島
県
の
復
興
に
繋
が
る
。
そ
し
て
、

で
き
れ
ば
地
元
の
人
々
に
触
れ
、
福
島
県
が
誇

る
美
味
し
い
お
酒
や
お
米
、
果
物
を
食
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
福
島
県
が
持
つ
豊
か
な
財
産
を

き
っ
と
堪
能
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て

い
る
。

を
耳
に
し
た
と
き
、
川
俣
シ
ル
ク
で
洋
服
を
製

作
で
き
れ
ば
、
大
学
の
復
興
支
援
の
あ
り
か
た

を
考
え
る
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
に
な
る
と
思
わ
れ
、

吉
田
氏
に
調
整
を
お
願
い
し
、
実
現
に
至
っ
た
。

　

な
お
、
再
現
さ
れ
た
洋
服
は
二
本
松
会
場
で

展
示
さ
れ
る
。
企
画
展
終
了
後
は
福
島
県
に
寄

贈
さ
れ
、
猪
苗
代
湖
に
あ
る
旧
有
栖
川
宮
威
仁

親
王
別
邸
天
鏡
閣
で
恒
久
的
に
展
示
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。

授
と
彼
女
た
ち
の
技
術
と
知
識
と
熱
意
が
な
け

れ
ば
洋
服
の
再
現
は
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　

加
え
て
、
も
う
ひ
と
つ
協
力
が
な
け
れ
ば
実

現
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
福
島
県

川
俣
町
の
協
力
で
あ
る
。
洋
服
の
素
材
は
全
て

川
俣
の
特
産
で
あ
る
シ
ル
ク
を
使
用
し
て
い
る
。

い
わ
ば
再
現
さ
れ
た
洋
服
は
同
志
社
女
子
大
学

と
福
島
県
川
俣
町
の
コ
ラ
ボ
作
品
で
あ
る
。
シ

ル
ク
使
用
の
発
案
は
吉
田
氏
で
あ
る
。
こ
の
案

再現された八重の洋服


