
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

取
り
壊
し
は
、
政
府
の
願
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
す
。

陸
軍
省
の
命
で
、
天
守
閣
を
は
じ
め
城
内
の
建
物
は

次
々
に
取
り
壊
さ
れ
、天
下
に
誇
っ
た
名
城
鶴
ヶ
城
も
、

石
垣
と
堀
だ
け
を
残
し
て
荒
城
と
化
し
た
の
で
す
。

「
再
建
を
実
現
し
た
の
は
、
当
時
の
市
長
・
横
山
武

を
は
じ
め
、
多
く
の
市
民
の
熱
い
思
い
で
し
た
」
と
、

野
口
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
太
平
洋
戦
争
後
の
教
育
改

革
に
よ
る
新
制
中
学
校
の
校
舎
建
設
問
題
が
持
ち
上

が
っ
た
際
に
、
横
山
は
財
源
不
足
を
解
決
す
る
た
め
、

本
丸
跡
に
福
島
県
営
会
津
競
輪
場
を
建
設
し
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
断
腸
の
思
い
で
の
決

断
で
し
た
。
鶴
ヶ
城
は
、
文
部
省
の
史
跡
指
定
地
で

あ
り
、
許
可
な
く
て
は
一
木
一
草
も
動
か
せ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
彼
は
、
会
津
出
身
で
当
時
参
議
院
議
長
で

あ
っ
た
松
平
恒
雄
を
説
得
し
、「
議
長
の
ツ
ル
の
一
声
」

で
、
昭
和
24
年
（
１
９
４
９
）、
の
ち
に
復
元
す
る
こ
と

を
条
件
に
建
設
の
許
可
を
得
た
の
で
す
。
こ
の
時
、

横
山
は
感
激
の
あ
ま
り
「
本
丸
復
元
の
あ
か
つ
き
に

は
、
松
平
家
へ
の
お
わ
び
と
、
白
虎
隊
の
霊
を
慰
め
る

た
め
、
天
守
閣
を
再
建
い
た
し
ま
す
」
と
、
議
長
に
約

束
し
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）、
戊
辰
九
十
周
年

記
念
祭
に
お
い
て
天
守
閣
の
再
建
決
議
文
が
読
み
上

げ
ら
れ
、
広
く
会
津
地
方
の
人
々
の
参
加
に
よ
っ
て

決
議
さ
れ
た
時
、
再
建
熱
は
急
上
昇
し
て
い
っ
た
の

で
す
。

■
市
民
の
念
願
だ
っ
た
天
守
閣
再
建

城
下
町
・
会
津
若
松
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
鶴
ヶ
城

は
、今
で
こ
そ
当
た
り
前
の
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
姿
を
消
し
て
い
た
長
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

鶴
ヶ
城
は
、
明
治
７
年
（
１
８
７
４
）
に
取
り
壊
し

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
急
速
に
西
洋
文
化
が

取
り
入
れ
ら
れ
、
日
本
古
来
の
文
化
は
一
文
の
価
値

も
な
い
よ
う
に
軽
視
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
加
え
て
、

新
政
府
へ
の
不
平
士
族
の
動
き
も
活
発
で
、
政
府
は

士
族
の
反
乱
に
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
ま
し
た
。
特

に
旧
会
津
藩
士
の
精
神
的
な
支
柱
で
あ
る
鶴
ヶ
城
の

難
攻
不
落
と
う
た
わ
れ
た
名
城
・
鶴
ヶ
城
は
、
戊

辰
戦
争
敗
北
の
後
に
取
り
壊
さ
れ
、
石
垣
と
堀
だ

け
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
鶴
ヶ
城
は
、
会
津

の
人
々
の
心
を
支
え
て
き
た
シ
ン
ボ
ル
―
―
。
そ

ん
な
思
い
が
市
民
を
動
か
し
、
不
可
能
と
も
言
わ

れ
た
天
守
閣
再
建
を
昭
和
４０
年
（
1
9
6
5
）
に
果

た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
会
津
若
松
市
立
会
津

図
書
館
長
の
野
口
信
一
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
な
が

ら
、
人
々
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
幾
多
の
困
難
を

乗
り
越
え
た
の
か
、
そ
し
て
「
天
守
閣
再
建
の
志
」

が
現
代
に
ど
う
息
づ
い
て
い
る
の
か
を
探
り
、
時

代
を
超
え
て
伝
え
て
い
く
べ
き
大
切
な
心
に
思
い

を
寄
せ
て
み
ま
し
た
。

壁に弾痕が残る、取り壊し前の天守閣（当時の絵ハ
ガキより。資料提供：福島県立博物館）

会
津
藩
の
シ
ン
ボ
ル

鶴
ヶ
城
天
守
閣

再
建
へ
の
思
い
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再
建
が
進
む
鶴
ヶ
城
天
守
閣
。
完
成
を
間
近
に
控
え
、
早
く
も
見
物
の
市
民
が

訪
れ
て
い
ま
す
（
昭
和
40
年
）

当時の若松県令の命（写真・右）により、取り壊しが決定（明治7年）。
石垣と堀のみが残された城跡は、取り壊し前の写真や城下絵図（写
真・左：高瀬喜左右衛門氏蔵）などの資料を元に再建される日を待つ
こととなります

当時の市長・横山武（1906～1971）の像が、天
守閣そばに建てられています。横山をはじめ多
くの市民の熱意が、再建を実現しました

会津若松市�



■
厳
し
い
中
で
の
決
断
と
市
民
の
協
力

天
守
閣
の
再
建
は
、
会
津
に
残
さ
れ
て
い
る
数
多

く
の
古
文
書
、
文
献
資
料
な
ど
を
後
世
に
残
す
た
め

の
博
物
館
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
観
光

都
市
・
会
津
若
松
市
の
象
徴
と
し
て
必
要
不
可
欠
な

事
業
で
し
た
。
昭
和
39
年
（
１
９
６
４
）
に
は
「
鶴
ヶ

城
天
守
閣
再
建
期
成
会
」
が
結
成
さ
れ
、
計
画
が
練

ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
ず
設
計
は
、
和
歌
山
城
や

小
田
原
城
を
設
計
し
た
東
京
工
大
の
藤
岡
通
夫
教
授

に
依
頼
し
ま
し
た
。
城
跡
は
文
部
省
指
定
の
史
跡
で

あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
手
を
加
え
る
に
あ
た
っ
て
、

「
学
問
的
に
時
代
考
証
を
し
た
復
元
な
ら
ば
許
可
す

る
」「
石
垣
な
ど
の
遺
跡
を
損
傷
し
な
い
」
と
い
う
国

か
ら
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
、
取
り
壊
し
前
の

写
真
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
４
本
の
鉄
柱
で
五
層
か

ら
な
る
天
守
閣
を
支
え
、
石
垣
に
は
負
担
を
か
け
な

い
工
夫
が
施
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
横
山
は
、
元
県
知

事
の
石
原
幹
市
郎
自
治
大
臣
に
働
き
か
け
、
国
の
起

債
に
も
メ
ド
を
つ
け
ま
し
た
。
市
議
会
で
は
再
建
へ

の
反
対
論
も
根
強
く
、「
財
政
が
厳
し
い
」「
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
天
守
閣
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
い

っ
た
声
も
相
次
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
横
山
の
決
意
は

固
く
、
深
夜
に
及
ぶ
攻
防
の
末
、
再
建
は
わ
ず
か
１

票
差
で
議
決
さ
れ
た
の
で
す
。

残
さ
れ
た
問
題
は
、
再
建
に
か
か
る
巨
費
を
ど
う

す
る
か
で
し
た
。
そ
の
多
く
を
市
民
か
ら
の
寄
付
で

ま
か
な
う
計
画
に
は
当
初
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
杞き

憂ゆ
う

に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
天
守
閣
を

待
ち
望
む
市
民
の
心
が
、
こ
こ
で
一
つ
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
野
口
さ
ん
は
話
し
ま

す
。
寄
付
は
市
民
を
は
じ
め
全
国
各
地
か
ら
続
々
と

集
ま
り
、
集
め
ら
れ
た
善
意
金
は
約
七
千
百
万
円
。

市
が
予
定
し
て
い
た
寄
付
金
額
を
大
き
く
上
回
り
ま

し
た
。
そ
し
て
翌
40
年
の
春
に
は
本
体
工
事
に
着
工
。

一
層
ご
と
に
足
場
が
高
く
な
っ
て
い
く
姿
に
市
民
が

で
し
た
」
と
、
野
口
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
そ
し
て
天
守

閣
で
は
、
今
日
も
郷
土
博
物
館
と
し
て
多
く
の
貴
重

な
資
料
が
展
示
・
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

再
建
に
尽
く
し
た
人
々
の
志
が
、
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
年
間
五
十
数
万
人
の
観
光
客

が
訪
れ
る
現
在
の
姿
は
、「
当
時
の
人
々
の
熱
意
と
行

動
が
い
か
に
先
見
性
が
あ
っ
た
か
」
を
物
語
っ
て
い

る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

当
時
、
天
守
閣
再
建
は
「
復
古
調
」
と
の
批
判
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
横
山
は
、
再
建
を
間
近
に
控
え

た
昭
和
39
年
12
月
に
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。「
歴
史
を

省
み
ず
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
先
人
の
意
志

と
は
う
ら
は
ら
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
む
し
ろ
二
度

と
そ
う
し
た
過
去
の
轍て

つ

を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
ま
た

心
は
ず
ま
せ
る
中
、
同
年
９
月
、
つ
い
に
天
守
閣
は

完
成
し
た
の
で
す
。

■
再
建
の
大
志
を
、
未
来
へ

し
ゅ
ん
工
式
の
日
、
羽
織
袴
で
式
辞
を
読
ん
だ
横

山
は
、
中
ほ
ど
ま
で
来
る
と
声
を
詰
ま
ら
せ
、
や
が
て

涙
声
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
永
年
の
夢
が
結
実
し

た
万
感
の
思
い
に
、
人
々
は
思
わ
ず
静
ま
り
か
え
り
、

や
が
て
深
い
感
動
が
会
場
全
体
を
包
ん
で
い
き
ま
し

た
。
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
実
現
し
た
天
守
閣

再
建
―
―
。「
こ
の
時
代
、
横
山
市
長
を
は
じ
め
と
し

た
多
く
の
人
々
の
熱
意
と
行
動
が
な
け
れ
ば
、
わ
た

し
た
ち
が
鶴
ヶ
城
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

私
共
の
象
徴
た
る
天
守
閣
を
現
実
に
目
で
見
、
手
に

触
れ
て
往
時
を
懐
古
し
、
そ
こ
に
新
し
い
精
神
思
想
、

す
な
わ
ち
平
和
と
繁
栄
の
祈
り
の
気
持
ち
が
胎
動
す

る
こ
と
を
望
む
こ
と
こ
そ
、
大
切
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
」。
―
―
後
年
、
世
界
的
に
有
名
な

西
ド
イ
ツ
・
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
演
説
の
中
で
、

同
様
の
思
想
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
先
駆

け
、
こ
の
よ
う
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
着
想
で
再
建

が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
郷
土
の
誇
り
と
い
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
輝
か
し
い
未
来
に
向

か
っ
て
、
時
代
の
無
限
の
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
て

い
る
―
―
。
鶴
ヶ
城
は
、
そ
ん
な
熱
い
心
を
持
ち
続

け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
今
も
語
り
か
け
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

積み上げられた寄付金の帳簿が、市民か
らの善意金が相次いだことを物語ってい
ます

昭和40年9月、ついに天守閣が完成。喜び
にわく人々が続々とつめかけ、さしもの広
い本丸も、人の波で埋まりました

昭和39年9月、待望の起工式。ここに再建の第一歩
が刻まれました

城内は、会津の貴重な古文書
などを保存する博物館です

野口さんは、「再建当時の
人々の熱い思いがあったか
らこそ、現在の鶴ヶ城がある
のです」と語ります
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し
ゅ
ん
工
式
で
、
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
す

る
横
山
市
長
。
そ
こ
に
は
万
感
の
思
い

が
あ
り
ま
し
た


