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今
年
の
干
支
は
「
丑
」
で
あ
る
。
子
供

の
こ
ろ
に
聞
い
た
干
支
の
由
来
で
は
、
元

旦
に
神
様
の
も
と
に
早
く
挨
拶
に
来
た
も

の
か
ら
順
番
に
、
一
年
交
替
で
数
あ
る
動

物
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
競
争
し
た
結
果
、
現

在
の
子
、
丑
、
寅
、
卯
・
・
・
の
順
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
真
面

目
な
牛
の
背
中
に
ち
ゃ
っ
か
り
と
便
乗
し

て
行
っ
た
ネ
ズ
ミ
が
一
番
乗
り
に
な
っ
た

こ
と
に
、
子
供
な
が
ら
に
釈
然
と
し
な
い

思
い
を
持
た
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
12
種
の
動
物
の
中
に
、

古
来
私
達
の
身
近
に
い
た
は
ず
の
猫
が
ネ

ズ
ミ
に
騙
さ
れ
て
競
争
に
参
加
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
も
憤
り
を
感
じ
た

こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
皆
様
は
ど
う
で
し
ょ

う
。ど

う
も
牛
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、「
牛

歩
戦
術
」
と
か
「
鈍
牛
」
と
い
っ
た
言
葉

の
せ
い
か
、
歩
み
が
遅
く
、
物
事
が
遅
々

と
し
て
進
ま
な
い
と
の
感
を
持
ち
が
ち
で

あ
る
が
、
丑
年
は
、
将
来
に
向
け
て
先
を

急
が
ず
、
一
歩
一
歩
着
実
に
事
を
進
め
る

こ
と
が
必
要
な
年
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に
耐
え
な
が
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
我
慢
が
求
め
ら
れ
る
中
で
は
あ
る

が
、
牛
の
よ
う
に
慌
て
ず
、
騒
が
ず
、
ど
っ

し
り
と
構
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
今
年
は
、
幕
末
維
新
史
に
と
っ
て
、

ま
た
、
当
館
に
と
っ
て
も
、
節
目
の
年
で

あ
る
。

維
新
史
で
は
、
日
本
が
破
約
攘
夷
（
不

平
等
条
約
を
改
定
し
、
欧
米
諸
国
と
対
等

な
関
係
に
立
つ
）
を
目
指
す
う
え
で
不
可

欠
で
あ
っ
た
国
の
形
を
、
幕
藩
体
制
を
ベ
ー

ス
と
し
て
き
た
封
建
国
家
か
ら
中
央
集
権

に
よ
る
近
代
国
家
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ

る
た
め
の
「
廃
藩
置
県
」
が
断
行
さ
れ
て

か
ら
１
５
０
年
に
当
た
る
。
当
館
の
守
備

範
囲
か
ら
は
少
し
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
国
各
地
で
こ
れ
に
因
ん
だ
興
味
深

い
様
々
な
展
示
が
催
さ
れ
る
も
の
と
期
待

さ
れ
る
。

一
方
、
全
国
の
龍
馬
フ
ァ
ン
の
方
々
か

ら
の
8
億
円
に
も
達
す
る
募
金
を
も
と
に
、

「
龍
馬
生
誕
１
５
０
年
記
念
事
業
実
行
委
員

会
」
が
建
設
し
、
県
に
寄
贈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
平
成
３
年
に
誕
生
し
た
記
念
館
は
、

11
月
15
日
を
以
て
、
満
30
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

県
立
施
設
で
あ
る
記
念
館
の
設

置
目
的
は
、
県
の
条
例
で
「
坂
本

龍
馬
の
業
績
を
顕
彰
す
る
と
と
も

に
、
県
民
文
化
の
振
興
及
び
観
光

振
興
に
寄
与
す
る
た
め
」
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
観
光
振

興
に
つ
い
て
は
、
前
知
事
の
尾
﨑

正
直
氏
が
、
先
に
記
し
た
実
行
委

員
会
の
副
委
員
長
を
務
め
ら
れ
、

現
在
も
全
国
龍
馬
社
中
の
会
長
と

し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
橋
本
邦

健
氏
の
著
書
「
龍
馬
道
〜
あ
き
ら

め
な
い
力
〜
」
の
巻
頭
で
、
こ
う

述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
高
知
県
に

は
、『
坂
本
龍
馬
像
』
と
『
県
立

坂
本
龍
馬
記
念
館
』
と
い
う
、
二

大
観
光
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま

す
。・
・
・
そ
の
二
つ
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
が
、
土
佐
の
志
あ
る
青
年

た
ち
の
力
の
結
集
に
よ
っ
て
、
建

立
ま
で
至
っ
た
こ
と
を
ど
れ
だ
け

の
方
が
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
時

間
の
流
れ
と
と
も
に
そ
こ
に
あ
る

こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
、
今

ここは館長の部屋

開館30周年を迎える記念館

の
高
知
県
の
観
光
に
お
い
て
は
ゆ
る
ぎ
な

い
存
在
で
あ
る
・
・
・
龍
馬
の
故
郷
に
あ

る
施
設
が
銅
像
だ
け
で
、
龍
馬
を
顕
彰
す

る
の
に
心
も
と
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し
た

ら
、
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
高
知
に

い
ら
し
た
方
を
、
が
っ
か
り
さ
せ
て
し
ま
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」

桂
浜
が
龍
馬
顕
彰
の
「
聖
地
」
の
一
つ

と
な
り
、
本
県
の
観
光
振
興
に
少
な
か
ら

ず
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
表
す
至
言
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

観
光
振
興
を
含
め
、
記
念
館
が
設
置
目

的
を
果
た
し
得
た
の
か
ど
う
か
。
皆
様
か

ら
の
評
価
を
俟
つ
と
と
も
に
、
今
秋
の
刊

行
を
予
定
し
て
い
る
30
周
年
記
念
誌
上
で

の
総
括
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
う
。

入
館
者
の
皆
様
の
「
犇ひ

し

め
き
」
は
避
け

な
が
ら
、
記
念
の
年
に
相
応
し
い
賑
わ
い

が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
希
求
す
る
年
初
め

で
あ
る
。

髙
松
清
之

コ
ロ
ナ
禍
に
終
始
し
、
め
っ
き
り
賑
わ
い
が
遠
ざ
か
っ
た
感
の
一
年
が
過
ぎ
、

令
和
3
年
を
迎
え
た
。
い
ま
だ
に
終
息
が
見
通
せ
な
い
中
、
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ

で
あ
っ
て
も
、
今
年
が
皆
様
に
と
っ
て
、
希
望
と
活
力
に
満
ち
た
時
代
に
向
け

た
歩
み
の
リ
ス
タ
ー
ト
の
年
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。
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幕
末
の
福
井
藩
は
、
16
代
藩
主
松
平
春
嶽

を
筆
頭
に
有
能
な
人
材
を
多
数
輩
出
し
て
お

り
、
重
要
な
藩
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
春
嶽

と
15
代
土
佐
藩
主
山
内
容
堂
は
深
い
交
流
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
龍
馬
に
と
っ
て
も
福
井

藩
は
知
恵
袋
的
な
存
在
で
あ
り
、
三
岡
八
郎

や
政
治
顧
問
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
横
井
小

楠
ら
と
の
交
流
が
、
の
ち
の
龍
馬
の
国
家
構

想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
藩
を
一
括
り
に

表
す
言
葉
と
し
て
、
薩
長
土
肥
や
一
会
桑

な
ど
の
言
葉
が
あ
る
。
薩
長
土
肥
は
薩
摩
藩
、

長
州
藩
、
土
佐
藩
、
肥
前
藩
の
こ
と
で
、
倒

幕
の
立
役
者
で
あ
り
新
政
府
の
中
心
と
な
っ

た
藩
の
こ
と
で
あ
る
。
一
会
桑
は
御
三
卿
の

一
橋
家
と
会
津
藩
、
桑
名
藩
の
こ
と
で
、
幕

府
を
支
え
た
中
心
勢
力
で
あ
る
。

そ
う
い
う
括
り
に
は
入
ら
な
い
が
、
御
家

門
中
第
一
の
家
格
を
持
つ
福
井
藩
も
藩
主
・

松
平
春
嶽
を
筆
頭
に
橋
本
左
内
、
由
利
公
正

ら
が
大
い
に
活
躍
し
た
。
し
か
し
、
小
説
や

ド
ラ
マ
な
ど
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
い

た
め
か
、
福
井
藩
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
藩
で

あ
る
か
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
と
思
う
。

福
井
藩
の
藩
祖
は
結
城
秀
康
で
、
徳
川
家

康
の
次
男
で
あ
る
。
家
康
の
長
男
・
信
康
は

織
田
信
長
の
命
に
よ
り
自
刃
し
て
い
る
た
め
、

秀
康
は
家
康
の
跡
を
継
い
で
将
軍
に
な
っ
て

も
お
か
し
く
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

羽
柴
家
（
の
ち
に
結
城
家
）
へ
養
子
に
出
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、二
代
目
の
将
軍
に
な
っ

た
の
は
弟
の
秀
忠
だ
っ
た
。
福
井
藩
の
よ
う

な
御
三
家
・
御
三
卿
以
外
の
徳
川
将
軍
家
の

親
族
は
「
御
家
門
」
と
呼
ば
れ
た
。
福
井
藩
主

は
の
ち
に
松
平
姓
に
復
し
た
こ
と
か
ら
、
越

前
松
平
家
と
呼
ば
れ
、
同
じ
く
御
家
門
と
し

て
有
名
な
会
津
松
平
家
よ
り
も
格
上
と
さ
れ

た
。こ

う
し
た
成
り
立
ち
の
福
井
藩
に
、
１
６

代
目
藩
主
と
し
て
、
御
三
卿
の
田
安
家
か
ら

養
子
に
入
っ
た
の
が
春
嶽
で
あ
る
。
春
嶽
は

よ
く
人
を
用
い
、
聡
明
で
思
慮
深
く
勤
勉
な

性
格
で
、
藩
士
か
ら
慕
わ
れ
、
家
柄
も
人
格

も
幕
府
を
支
え
る
に
は
最
適
な
人
物
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
福
井
藩
は
親
藩
な
の
で
、
基

本
的
に
は
幕
府
政
治
に
参
加
で
き
ず
、
老
中

や
大
老
職
に
就
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で

も
春
嶽
に
幕
政
へ
の
参
加
を
望
む
声
が
あ

り
、
文
久
２
（
１
８
６
６
）
年
に
は
政
事
総
裁

職
に
就
い
た
。
こ
の
職
は
大
老
と
ほ
ぼ
同
じ

で
、
今
で
い
え
ば
総
理
大
臣
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
そ
の
春
嶽
が
政
事
総
裁
職
在
任
中

に
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
虎
豹
変
革
備
考
』

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
を
参
考
に
し
て
二
院

制
の
議
会
制
度
な
ど
を
取
り
入
れ
た
非
常
に

先
進
的
な
幕
政
改
革
案
で
あ
る
。

龍
馬
は
脱
藩
し
て
か
ら
何
度
も
福
井
藩
や

福
井
藩
邸
を
訪
ね
て
行
き
、春
嶽
や
横
井
小
楠
、

三
岡
八
郎
（
の
ち
の
由
利
公
正
）
ら
に
面
会

を
求
め
た
。
龍
馬
は
こ
う
し
た
人
々
か
ら
公

議
政
体
論
や
大
政
奉
還
論
、
経
済
論
な
ど
多

く
の
事
を
学
び
、
や
が
て
実
現
に
向
け
て
行

動
を
起
こ
し
て
い
く
。
ま
さ
に
福
井
藩
は
龍

馬
の
知
恵
袋
で
あ
る
。

そ
し
て
、
春
嶽
と
親
し
か
っ
た
容
堂
が
、

後
藤
象
二
郎
の
提
案
し
た
大
政
奉
還
論
を
す

ぐ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
春

嶽
と
の
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。

春
嶽
と
容
堂
の
性
格
は
、
大
き
く
違
う
よ
う

に
思
う
が
、
容
堂
に
は
時
代
を
見
極
め
る
目

と
知
性
が
あ
り
、
相
手
が
誰
で
も
臆
す
る
こ

と
な
く
意
見
を
述
べ
る
胆
力
も
あ
り
、
春
嶽

に
は
必
要
な
友
だ
っ
た
よ
う
だ
。
容
堂
の
方

も
春
嶽
を
常
に
頼
り
に
し
て
い
た
。

容
堂
は
大
政
奉
還
建
白
書
を
幕
府
へ
提
出

す
る
際
、
上
京
す
る
後
藤
に
春
嶽
宛
て
の
紹

介
状
を
書
い
て
渡
し
て
い
る
。
大
政
奉
還
後

に
は
必
ず
春
嶽
の
力
が
必
要
に
な
る
と
考
え

て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
後
藤
は
大
政
奉
還

後
に
土
佐
へ
報
告
の
た
め
帰
国
し
た
の
で
、

代
わ
り
に
龍
馬
が
福
井
を
訪
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
龍
馬
や
幕
末
の
土
佐
藩
を

語
る
際
、福
井
藩
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
容
堂
と
龍
馬
が
、
新
国
家
で
最
も

頼
り
に
考
え
て
い
た
人
物
は
春
嶽
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
展
で
は
、
こ
う
し

た
福
井
藩
と
土
佐
藩
と
の
関
係
と
、
福
井
藩

の
人
々
と
龍
馬
と
の
関
係
を
紹
介
し
た
い
。

三
浦
夏
樹

「
龍
馬
の

　

知
恵
袋
・
福
井
藩
」展

　
　
　
前
期
：
令
和
２
年
12
月
26
日（
土
）〜
令
和
3
年
２
月
14
日（
日
）

　
　
　
後
期
：
令
和
３
年
２
月
18
日（
木
）〜
同
年
４
月
11
日（
日
）
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令
和
２
年
７
月
７
日
か
ら
９
月
22
日
ま
で
、

企
画
展
「
手
紙
の
世
界
―
龍
馬
で
古
文
書
こ
と

は
じ
め
―
」が
開
催
さ
れ
た
。こ
の
社
会
情
勢
下
、

来
館
者
が
例
年
よ
り
少
な
い
の
は
や
む
を
得
な

い
と
し
て
、
そ
れ
で
も
多
く
の
方
に
ご
来
場
い

た
だ
い
た
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
短
縮

等
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
幸
い
そ
れ
は
比
較
的
小
さ
く
済
ん

だ
。
開
催
期
間
中
に
感
じ
た
こ
と
を
含
め
、
今

回
の
展
示
を
振
り
返
る
。

第 3ষ「৭のいΖいΖ」のలࣔ෩ܠɻ৭紙にॻ͔Εたݹจॻ͕ฒΜͩɻ

ձのϦーフϨοτɻંΔと「แ紙」͕͞ݱ࠶ΕΔɻ

展
示
の
構
成
と
概
要

「
手
紙
の
世
界
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
、
二

つ
の
意
味
を
込
め
た
。
ひ
と
つ
は
、
字
面
の

通
り
「
手
紙
」
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
手
紙
は
、
書
状
や
書
簡
な
ど
と
も
呼

ば
れ
る
、
古こ

も
ん
じ
ょ

文
書
の
代
表
格
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
本
展
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
文
書
展
で

あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
紙
」
に
注
目
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
紙
の
特
徴
を
考
え
る

こ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
古
文
書
学
の
一
部
で
は

あ
る
が
、
博
物
館
で
古
文
書
が
展
示
さ
れ
る

場
合
、
普
通
は
内
容
（
何
が
書
か
れ
て
い
る

か
）
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
紙
自
体
が

注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。と
こ
ろ
が
、

本
展
は
「
土
佐
の
」
古
文
書
展
で
あ
る
。
紙

業
が
盛
ん
な
土
佐
の
古
文
書
事
情
は
、
必
然

的
に
紙
漉
き
を
め
ぐ
る
文
化
や
政
治
と
密
接

な
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

土
佐
藩
な
ら
で
は
の
事
情
を
念
頭
に
、
紙
そ

の
も
の
に
も
注
目
し
よ
う
と
し
た
。

本
展
は
四
章
構
成
と
し
た
が
、
そ
の
う

ち
の
第
三
章
を
「
色
の
い
ろ
い
ろ
」
と
題
し

て
、
紙
の
色
に
注
目
し
た
。
他
の
章
の
内
容

は
、
土
佐
の
古
文
書
類
の
展
示
で
は
あ
っ
て

も
、
紹
介
す
る
特
徴
は
全
国
共
通
の
も
の
が

多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
紙
の
色
は
、
土
佐
藩
独
自
の
事
情
を

多
分
に
含
ん
で
お
り
、
本
展
の
大
き
な
特
色

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
佐
に

は
い
わ
ゆ
る
「
土
佐
七な

な
い
ろ
が
み

色
紙
」
の
伝

説
が
あ
る
。
七
種
あ
っ
た
と
さ
れ

る
色い

ろ
が
み紙

の
う
ち
、
本
展
で
は
黄
紙

と
桃
色
紙
を
特
定
し
、
展
示
し
た
。

特
に
黄
紙
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
そ
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

新
た
な
試
み

９
月
５
日
、
関
連
企
画
と
し
て

講
演
会
「
紙
を
め
ぐ
る
土
佐
の
文
化

と
政
治
」
を
開
催
し
た
。
全
体
を
二

部
構
成
と
し
、
前
半
は
、
有
吉
正

明
氏
（
高
知
県
立
紙
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
主
任
研
究
員
）
に
よ
る
「
江
戸

時
代
の
紙
と
そ
の
原
料
及
び
土
佐

七
色
紙
」
で
、
残
さ
れ
た
文
献
に
記

さ
れ
る
製
法
に
従
っ
て
土
佐
七
色
紙
を
試
作

し
た
経
過
と
結
果
、
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ

く
文
献
の
正
確
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
示
さ

れ
た
。
後
半
は
、
展
示
担
当
者
に
よ
る
「
幕

末
の
色
紙
制
度
」
で
、
土
佐
七
色
紙
の
う
ち

藩
内
で
の
流
通
が
確
認
で
き
る
黄
紙
・
桃
色

紙
に
つ
い
て
、
幕
末
に
お
け
る
使
用
実
態
な

ら
び
に
そ
の
政
治
的
意
義
を
論
じ
た
。
全
体

に
「
土
佐
七
色
紙
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
を

設
定
し
た
上
で
、
紙
の
製
法
や
成
分
分
析
の

専
門
家
が
技
術
面
を
、
文
献
史
学
の
立
場
の

者
が
政
治
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
角
か

ら
講
演
す
る
と
い
う
、
今
ま
で
に
な
い
試
み

で
あ
っ
た
。

ま
た
、
会
場
に
て
配
布
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
は
、
折
り
紙
遊
び
の
要
素
を
加
え
た
。

ガ
イ
ド
線
に
従
っ
て
順
番
に
折
る
と
、
手
紙

「
手
紙
の
世
界
」展

を
振
り
返
っ
て

を
包
ん
だ
包つ

つ
み
が
み紙

（
江
戸
時
代
の
〝
封
筒
〞）
が

再
現
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。狙
い
通
り
、

親
子
連
れ
が
興
味
を
示
す
こ
と
が
多
く
、
会

場
の
外
で
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
折
る
子
供
の
姿

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
会
期
が
学
校
の
夏

休
み
期
間
と
重
な
っ
た
が
、
展
示
内
容
を
子

供
に
も
楽
し
ん
で
も
ら
う
意
味
で
、
一
定
の

役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
ハ
ン
ズ
オ
ン
（
体
験
型
学
習
）
の
予

定
は
他
に
も
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
対
策
の
一

環
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、

心
残
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
極
力
多

く
の
方
に
楽
し
さ
と
分
か
り
や
す
さ
を
提
供

で
き
る
よ
う
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。本
展
が
、

来
場
い
た
だ
い
た
方
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の

「
古
文
書
こ
と
は
じ
め
」
と
な
っ
た
の
で
あ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

髙
山
嘉
明
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紙と龍馬・土佐藩邸・坂本家

桃
色
紙
が
使
わ
れ
た

龍
馬
の
手
紙

慶
応
３
（
１
８
６
７
）
年
６
月

24
日
、
龍
馬
は
家
族
に
宛
て
て
二

通
の
手
紙
を
書
い
た
。
一
通
が
、

兄
の
権
平
へ
の
も
の
。
こ
れ
は
、

以
前
龍
馬
が
家
宝
を
送
っ
て
ほ
し

い
と
懇
願
し
た
の
に
対
し
、
権
平

が
刀
（
吉
行
）
を
届
け
て
く
れ
た

こ
と
へ
の
謝
辞
に
始
ま
り
、
追
伸

で
は
い
ろ
は
丸
沈
没
事
故
の
談
判

の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
も
う
一

通
は
、
姉
の
乙
女
と
姪
の
お
や
べ

の
二
名
に
宛
て
た
も
の
。
現
存
す

（ୗدদՈॴଂɺ館߂）ฏѼ龍馬ॻ؆ʪ部分ʫݖ

Եঁ・͓Ѽ龍馬ॻ؆ʪ部分ʫ（ෳɺݪ本京都ཱࠃത館ॴଂ）

る
最
長
（
５
メ
ー
ト
ル
超
）
の
龍
馬
書
簡
と
し

て
有
名
で
、
お
や
べ
の
夫
で
あ
る
清
次
郎
の
悪

評
や
、
姉
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
反
論
な
ど
、

荒
れ
た
書
き
ぶ
り
が
面
白
い
。

内
容
は
さ
て
お
き
、
今
回
注
目
す
る
の
は
、

手
紙
が
書
か
れ
た
紙
の
色
で
あ
る
。
こ
の
二
通

の
手
紙
こ
そ
、
桃
色
紙
が
使
わ
れ
た
龍
馬
書
簡

な
の
で
あ
る
。

藩
・
藩
邸
と
の
関
係

詳
し
い
事
情
は
割
愛
す
る
が
、

慶
応
２

（
１
８
６
６
）
年
４
月
、
桃
色
紙
が
土
佐
藩
の

公
用
紙
（
公
的
文
書
に
使
用
さ
れ
る
紙
）
に
指

定
さ
れ
、
同
年
７
月
よ
り
藩
内
で
の
使
用
が
始

ま
っ
た
。
龍
馬
が
こ
の
手
紙
を
書
い
た
時
、
桃

色
紙
は
ま
さ
に
藩
の
公
用
紙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

龍
馬
の
桃
色
紙
の
手
紙
が
、
二
通
と
も
同

じ
日
付
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
龍
馬
が
こ

れ
ら
の
紙
を
入
手
し
た
の
は
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
、

む
し
ろ
こ
の
二
通
は
同
じ
紙
か
ら
な
る
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
紙
の
入
手
先
が
問

題
と
な
る
が
、
こ
の
時
期
、
龍
馬
が
京
都
を
中

心
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
桃

色
紙
が
土
佐
藩
の
公
用
紙
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま

え
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
の
出
所
は
限
ら
れ
る
。

最
も
可
能
性
が
高
い
の
が
、
京
都
に
あ
っ
た
土

佐
藩
邸
で
あ
る
。

当
時
、
龍
馬
は
す
で
に
海
援
隊
長
と
し
て
土

佐
藩
の
組
織
に
復
帰
し
て
い
た
が
、
京
都
の
藩

邸
と
は
距
離
を
置
い
て
い
た
と
い
う
の
が
一
般

的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
も
し
、
龍
馬
が
桃
色

紙
を
藩
邸
か
ら
譲
り
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
改
め
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
藩
邸
そ
の
も
の

と
の
関
係
な
の
か
、
藩
邸
に
出
入
り
す
る
特
定

の
人
物
と
の
関
係
な
の
か
、
こ
の
点
は
ま
た
別

の
問
題
だ
ろ
う
が
。

家
族
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
龍
馬
は
家
族
宛
て
の
手
紙

を
、
わ
ざ
わ
ざ
桃
色
紙
に
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
公
用
紙
云
々
は
抜

き
に
し
て
、
単
純
に
珍
し
い
綺
麗
な
色
の
紙
を

家
族
に
見
せ
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
し
、
当
時
の
龍
馬
の
立
場
か
ら
し
て
、
こ
の

桃
色
紙
が
土
佐
藩
の
公
用
紙
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
も
う

一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
逆
に
手
紙

の
受
け
手
（
権
平
・
乙
女
・
お
や
べ
）
は
、
こ

の
よ
う
な
公
用
紙
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
だ
が
、

そ
の
数
年
前
に
京
都
詰
め
の
公
務
経
験
も
あ
る

権
平
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
桃
色
紙

の
手
紙
を
送
っ
た
こ
と
は
、
龍
馬
が
土
佐
藩
に

お
い
て
し
か
る
べ
き
立
場
に
な
っ
た
こ
と
の
ア

ピ
ー
ル
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
受
け
取
っ
た
家
族

も
誇
ら
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
言
外

に
示
す
こ
と
が
、
家
族
宛
て
の
私
信
に
あ
え
て

公
用
紙
を
使
っ
た
、
龍
馬
の
意
図
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
通
に
書
か
れ
た
内

容
を
考
慮
す
れ
ば
、
家
族
間
の
や
り
と
り
で
は

あ
っ
て
も
、
色
紙
に
よ
る
手
紙
の
〝
権
威
付
け
〞

の
意
図
が
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ

う
。
推
測
を
重
ね
た
話
で
は
あ
る
が
、
龍
馬
の

家
族
関
係
の
新
た
な
一
面
を
垣
間
見
る
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
紙
に
注
目
す
れ
ば
、
時
と
し

て
手
紙
の
内
容
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
周
辺
情

報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。〝
紙
が
語
る
こ
と
〞

に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
の
も
、
手
紙
（
古
文
書
）

の
楽
し
み
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ྩ

̎
年
̓
݄
̓

͔
Β
９

݄
��

ま
で
։
࠵
し
た
ا
ը
ల

﹁
手
紙
の
ੈ
ք
Ổ
龍
馬
で
ݹ
จ

書
こ
と
は
じ
め
Ổ
﹂
で
は
︑
い

Θ
Ώ
る

ࠤ
ࣣ
৭
紙
を
ల
ࣔ
の

ப
の
ͻ
と
つ
に
Ґ
ஔ
ͮ
͚
た
︒


આ
త
に
ࣣ
छ
͋
っ
た
と
さ
Ε

る

ࠤ
で
ࠉ
͔
Ε
た
৭
紙
の
う

ͪ
︑
ԫ
紙
と
౧
৭
紙
を
ಛ
ఆ
し
︑

ͦ
の
࣮
物
を
ల
ࣔ
し
た
︒
ಛ
に

౧
৭
紙
と
龍
馬
と
の
ؔ

に
つ

い
て
は
︑
ల
ࣔ
ղ
આ

ߨ
ԋ
ձ

で
も
৮
Ε
た
͕
︑
े

に

հ

し
き
Ε
な
い

も
͋
っ
た
Α
う

に
ײ
じ
て
い
る
︒
͋
Β
た
め
て

こ
こ
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
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本
館
海
側
の
八
策
広
場
南
に
、
大
人
の
背

丈
ほ
ど
の
大
き
な
日
時
計
が
あ
る
の
を
見
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
こ
の
日
時
計
は
、
平

成
３
（
１
９
９
１
）
年
11
月
、
当
館
が
開
館

す
る
と
同
時
に
現
在
の
場
所
に
お
目
見
え
し

ま
し
た
。
い
き
さ
つ
と
し
て
は
、高
知
南
ロ
ー

タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
平
成
元
（
１
９
８
９
）
年

に
創
立
30
周
年
を
迎
え
る
記
念
事
業
と
し
て

当
館
に
寄
贈
を
し
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
そ
の
造
形
か
ら
鯨
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮

か
び
、「
く
じ
ら
日
時
計
」
と
い
う
愛
称
で

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
天
文
学
的
な
お
話
に

な
り
ま
す
が
、
こ
の
日
時
計
の
正
式
名
称
は

「
ア
ナ
レ
ン
マ
式
円
環
型
日
時
計
」
と
呼
び

ま
す
。「
ア
ナ
レ
ン
マ
」
と
は
、
１
年
間
毎

日
同
じ
時
刻
に
同
じ
場
所
で
太
陽
の
位
置
を

記
録
す
る
と
描
き
出
さ
れ
る
図
形
の
こ
と
を

い
い
、
そ
の
形
は
細
長
い
８
の
字
に

な
り
ま
す
。
ひ
ょ
う
た
ん
の
よ
う
な

形
の
投
影
体
は
、
そ
の
８
の
字
を
か

た
ど
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
は
省
き
ま

す
が
、
こ
の
形
に
は
、
季
節
に
よ
っ

て
太
陽
の
高
度
が
南
北
に
大
き
く
変

化
を
す
る
こ
と
や
、
均
時
差
と
呼
ば

れ
る
「
視
太
陽
」
と
「
平
均
太
陽
」

と
の
位
置
の
差
が
関
係
し
て
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ズ
レ
は
本
来
な
ら
ば
補
正
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
ひ
ょ
う
た
ん
型
の

投
影
体
を
映
し
た
影
を
見
る
位
置
を
変
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
い
年
月
に
わ
た
り

そ
の
必
要
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
。

　

本
年
、
当
館
は
開
館
30
周
年
を
迎
え
ま

す
。
３
年
前
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

の
時
に
は
、
同
ク
ラ
ブ
創
立
60
周
年
記
念

と
合
わ
せ
、
最
新
式
ソ
ー
ラ
ー
時
計

「
Ｒ
Ｙ
Ｏ
Ｍ
A
時
計
」
が
新
た
に
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。
当
館
へ
お
越
し
の
際
は
、
ア

ナ
レ
ン
マ
と
ソ
ー
ラ
ー
と
い
う
太
陽
を
利

用
し
た
新
旧
の
時
計
が
当
館
の
歩
み
と
共

に
静
か
に
時
を
刻
ん
で
い
る
姿
に
、
改
め

て
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

く
じ
ら
日
時
計
の
見
か
た
、
お
よ
び
日

時
計
の
し
く
み
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く

お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
、
次
の
参
考
文

献
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

『
太
陽
の
時
角
を
測
る 

―
日
時
計
の
し
く
み
―
』

田
中
真
一 

著
（
１
９
９
２
年
）
南
の
風
社

池
澤 

侑
美

私
の

お
す
す
め

く
じ
ら
日
時
計 No.9

当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
の
坂
本
龍
馬
自

筆
書
状
は
、
龍
馬
の
旧
知
で
あ
る
池
内く

ら

た
蔵
太
が

脱
藩
し
た
翌
月
に
、
内
蔵
太
の
母
に
宛
て
て
書

か
れ
た
手
紙
で
あ
る
。

前
半
部
分
で
は
、「
朝
廷
の
思
し
召
し
」
を

貫
か
な
い
土
佐
を
は
じ
め
と
す
る
諸
藩
の
殿
様

方
の
不
甲
斐
な
さ
に
憤
慨
し
な
が
ら
、「
数
な

ら
ぬ
身
で
あ
る
自
分
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
天
皇

の
御
心
を
安
め
奉
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
、

志
士
た
ち
の
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
ち
を
述
べ
て

い
る
。

そ
し
て
、「
朝
廷
（
天
皇
）」
が
、
当
時
大
事

に
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た「
忠
義（
国
）」や「
孝

行
（
父
母
）」
に
勝
る
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
と

定
義
づ
け
、
大
事
に
す
べ
き
事
柄
を
多
重
に
破

る
大
罪
で
あ
る
脱
藩
を
、
敢
え
て
選
択
す
る
志

士
た
ち
の
決
意
を
擁
護
し
て
い
る
。

こ
の
手
紙
は
、「
脱
藩
す
る
志
士
た
ち
の

心
情
を
龍
馬
が
わ
か
り
や
す
く
代
弁
し
た
も

の
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
代
弁

自
体
も
内
蔵
太
の
気
持
ち
を
母
に
説
明
す
る

た
め
で
あ
り
、「
こ
の
よ
う
に
相
当
の
覚
悟

を
も
っ
て
天
皇
の
た
め
に
行
動
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
周
囲
に
い
ろ
い
ろ
な
事
を
言
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
泣
き
暮
ら
す
の
は

内
蔵
太
の
名
折
れ
に
な
る
」
と
い
う
論
法
で
、

「
も
う
泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
慰
め
の

言
葉
を
か
け
て
い
る
様
が
想
像
さ
れ
る
。

加
え
て
、
後
半
部
分
で
は
、「
ま
た
改
め

て
手
紙
を
書
く
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
珍
し

い
話
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
龍
馬
が
京
都
周

辺
で
見
聞
き
し
た
話
を
挙
げ
て
お
り
、
内
蔵

太
母
の
気
持
ち
を
引
き
立
た
せ
よ
う
と
す
る

配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
は

「
い
さ
さ
か
御
心
を
や
す
め
ん
と
て
」と
い
う
、

思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

こ
の
手
紙
は
、「
志
士
た
ち
の
心
情
を
龍

馬
が
表
し
て
い
る
」
と
い
う
面
で
注
目
さ
れ
、

評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
的

に
は
、「
ひ
と
た
ら
し
」
と
称
す
事
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
龍
馬
の
横
顔
を
垣
間
見
る
事
が
で

き
る
手
紙
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
。

藤
田 

有
紀

（
佐
川
町
立
青
山
文
庫　

学
芸
員
）

朝
廷
と
い
う
も
の
ハ
国
よ
り
も

父
母
よ
り
も
大
事
に
せ
ん

な
ら
ん
と
い
う
ハ
き
ま
り

も
の
な
り

（
文
久
三
年
六
月
十
六
日
付
池
内

蔵
太
母
宛
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙

09
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聞
き
な
が
ら
見
学
。
お
酒
が
好
き

な
容
堂
公
ら
し
く
、
盃
を
手
に
、
胡

坐
を
か
い
た
姿
は
、
他
の
銅
像
と

は
ち
ょ
っ
と
異
な
る
雰
囲
気
で
し
た
。

こ
の
後
は
、
武
市
瑞
山
殉
節
地
、
大

川
筋
を
通
っ
て
、
Ｊ
Ｒ
高
知
駅
「
三

志
士
像
」
前
に
ゴ
ー
ル
！
約
8.5
㎞
の

道
の
り
で
し
た
。

　

高
知
市
街
地
を
中
心
と
し
た
コ
ー

ス
で
し
た
が
、
参
加
者
の
皆
様
か
ら

は
「
い
つ
も
通
っ
て
い
る
道
な
の
に
、

知
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
」「
楽

し
か
っ
た
」
等
々
の
お
声
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
皆
様
も
、
町
歩
き
を
通

し
て
、
地
域
の
歴
史
を
発
見
、
体
感

し
て
み
ま
せ
ん
か
？　

河
村
章
代

　

Ｊ
Ｒ
入
明
駅
に
は
咋
年
�
月
に

「
志
の
龍
馬
駅
」
と
愛
称
が
つ
き
ま

し
た
が
、
愛
称
含
め
人
名
が
入
っ
た

Ｊ
Ｒ
の
駅
名
は
全
国
で
も
初
め
て
と

い
う
こ
と
で
す
。
駅
前
に
た
つ
、
同

じ
く
�
月
に
除
幕
さ
れ
た
「
志
の

龍
馬
像
」
か
ら
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を

ス
タ
ー
ト
！
上
に
向
か
っ
て
、
大
き

く
腕
を
広
げ
、
草
鞋
履
き
の
龍
馬
は
、

作
者
の
平
地
正
利
さ
ん
に
よ
る
と
、

志
を
胸
に
こ
れ
か
ら
脱
藩
、
旅
立
つ

20
代
半
ば
の
龍
馬
だ
と
の
こ
と
で
す
。

　

次
に
向
か
う
の
は
、
高
知
公
園

「
板
垣
退
助
像
」。
こ
こ
で
、
県
立
高

知
城
歴
史
博
物
館
の
髙
木
翔
太
学
芸

員
が
、
町
歩
き
の
某
有
名
番
組
の
ご

と
く
、
高
知
城
の
追
手
門
前
に
登
場
、

銅
像
と
な
っ
た
偉
人
や
高
知
の
町
に

つ
い
て
ご
案
内
を
い
た
だ
き
ま
す
。

板
垣
自
身
の
説
明
は
も
ち
ろ
ん
、
今

立
っ
て
い
る
銅
像
は
戦
後
の
再
建
で

あ
る
等
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
話
く

だ
さ
り
、
参
加
者
一
同
、
う
な
ず
い

た
り
、
驚
い
た
り
。

3
人
目
の
銅
像
は
丸
ノ
内
緑
地
内

の
「
野
村
茂
久
馬
像
」
で
す
。
野
村

は
「
土
佐
の
交
通
王
」
と
言
わ
れ
る

実
業
家
で
す
が
、
今
回
は
、
桂
浜
の

龍
馬
像
建
立
に
尽
力
し
た
人
物
と
し

て
紹
介
。
実
は
、
こ
の
像
は
緑
地
の

端
に
あ
り
、参
加
者
の
皆
さ
ん
も
「
知

ら
な
か
っ
た
」
と
驚
い
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

　

次
は
、
県
庁
に
隣
接
す
る
県
議
会

議
事
堂
前
に
堂
々
と
立
つ
「
片
岡
健

吉
像
」
を
見
学
。
明
治
2
年
、
片
岡

は
谷
干
城
と
共
に
、
財
政
再
建
の
た

め
経
費
削
減
を
推
進
。
当
初
は
納
得

し
て
い
た
板
垣
も
、
東
京
出
向
中
の

役
人
の
経
費
を
削
っ
た
こ
と
に
激
怒
、

洋
行
予
定
を
中
止
し
、
帰
高
し
ま
す
。

片
岡
は
板
垣
に
懐
柔
さ
れ
ま
し
た
が
、

谷
は
今
で
い
う
「
パ
ワ
ハ
ラ
」
の
よ

う
な
仕
打
ち
を
う
け
、
結
果
的
に
辞

職
し
ま
す
。
そ
の
後
、
片
岡
が
谷
を

訪
問
し
て
も
簡
単
に
は
許
し
て
も
ら

え
な
か
っ
た
…
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

県
庁
を
出
発
す
る
と
、
し
ば
ら
く

銅
像
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
乗の

り
だ
し出
」

や
「
升ま

す
が
た形
」
な
ど
の
土
佐
藩
ゆ
か
り

の
地
名
の
説
明
な
ど
を
聞
き
な
が

ら
、
高
知
市
立
龍
馬
の
生
ま
れ
た
ま

ち
記
念
館
に
向
か
い
ま
す
。
龍
馬
生

誕
地
の
碑
を
見
学
し
た
後
、「
龍
馬

郵
便
局
」
へ
。
こ
の
郵
便
局
は
、
元

は
「
高
知
上
町
一
（
か
み
ま
ち
い
ち
）

郵
便
局
」
と
い
う
局
名
で
し
た
が
、

１
９
９
９
年
に
全
国
唯
一
の
人
名
の

入
っ
た
局
名
「
龍
馬
郵
便
局
」
に
改

称
し
ま
し
た
。
龍
馬
生
誕
地
に
あ
る

郵
便
局
に
ふ
さ
わ
し
く
、
龍
馬
ゆ
か

り
の
風
景
印
な
ど
も
押
し
て
も
ら
え

る
そ
う
で
す
。

　

高
知
市
立
龍
馬
の
生
ま
れ
た
ま
ち

記
念
館
に
到
着
、
髙
木
学
芸
員
と
は

こ
ち
ら
で
一
旦
お
別
れ
。
昼
食
を
い

た
だ
い
た
後
、
同
館
の
森
本
琢
磨
学

芸
員
か
ら
展
示
の
説
明
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
、「
龍
馬
、

乙
女
、
近
藤
長
次
郎
」
の
3
人
を
見

学
。
隣
に
座
っ
て
、
龍
馬
さ
ん
と
一

緒
に
記
念
撮
影
が
す
る
参
加
者
も
お

ら
れ
ま
し
た
。

　

昼
食
後
、
再
び
出
発
、
髙
木
学
芸

員
も
再
登
場
で
す
！
山
内
神
社
境
内

の
銅
像
「
大
政
奉
還
を
寿
ぐ
山
内
容

堂
像
」
を
、
髙
木
学
芸
員
の
お
話
を

12
月
6
日
（
日
）、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
・
史
跡
巡
り
「
高
知
の
ま
ち

と
幕
末
人
物
銅
像
め
ぐ
り
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、

Ｊ
Ｒ
入
明
駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
高
知
駅
（
い
ず
れ
も
Ｊ
Ｒ
四
国
・
土
讃
線
）
ま
で
、
高

知
城
を
中
心
に
時
計
と
反
対
周
り
の
コ
ー
ス
を
進
み
ま
し
た
。

「
高
知
の
ま
ち
と

　
幕
末
人
物

　
　
銅
像
め
ぐ
り
」

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
・
史
跡
巡
り
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当
日
、
委
嘱
式
が
行
わ
れ

る
ホ
ー
ル
に
は
12
時
か
ら
入

場
で
し
た
が
、
開
館
前
か
ら

館
の
周
辺
に
は
、
普
段
は
当

館
と
ご
縁
が
な
さ
そ
う
な
雰

囲
気
の
ご
婦
人
方
の
グ
ル
ー

プ
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
。
ホ
ー

ル
で
は
、
人
数
制
限
も
あ
り

委
嘱
式
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
も
出
る
な
ど
、
三
山

氏
の
人
気
の
高
さ
が
窺
わ
れ

ま
し
た
。

　

式
で
は
、
フ
ァ
ン
の
皆
様

が
見
守
る
中
、
三
山
氏
に
対

し
て
、
濵
田
知
事
か
ら
高
知

県
の
観
光
特
使
と
し
て
本
県

の
Ｐ
Ｒ
等
へ
の
ご
協
力
に
感

謝
の
気
持
ち
が
伝
え
ら
れ
、「
高
知

県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
一
日
館

長
」
委
嘱
状
の
授
与
と
と
も
に
「
一

日
館
長
」
の
タ
ス
キ
が
か
け
ら
れ

ま
し
た
。
今
年
で
開
館
30
年
を
迎

え
る
当
館
で
は
初
め
て
の
一
日
館

長
就
任
で
す
。

　

三
山
氏
か
ら
は
、
坂
本
龍
馬
の

志
を
う
た
っ
た
「
い
ご
っ
そ
魂
」

を
歌
う
こ
と
は
土
佐
人
と
し
て
誇

り
高
い
と
思
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

龍
馬
の
行
動
・
想
い
と
自
ら
の
気

持
ち
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
坂
本
龍
馬
が
大
好
き
で
あ
る

こ
と
、
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
高

知
の
良
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い

と
の
力
強
い
言
葉
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

そ
の
「
い
ご
っ
そ
魂
」
は
当
館

の
南
側
の
日
時
計
に
隣
接
し
て
歌

碑
と
し
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
当

日
は
委
嘱
式
に
続
い
て
、
そ
の
歌

碑
の
除
幕
式
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

小
雨
降
る
中
、
坂
本
家
の
家

紋
の
入
っ
た
衣
装
の
三

山
氏
、
濵
田
知
事
・
岡

﨑
市
長
等
が
同
席
さ
れ
、

除
幕
式
が
行
わ
れ
、
除

幕
さ
れ
た
歌
碑
の
前
で

「
い
ご
っ
そ
魂
」
を
披
露
。

フ
ァ
ン
の
方
々
と
笑
顔

で
記
念
撮
影
に
応
じ
る

な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
満
点

の
除
幕
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
一
日
館
長

と
し
て
の
お
仕
事
、
坂
本
龍
馬
に

つ
い
て
、
よ
り
深
く
学
ば
れ
る
時

間
と
、
フ
ァ
ン
の
方
々
へ
の
案
内

で
す
。
講
師
と
し
て
案
内
し
た
当

館
の
三
浦
チ
ー
フ
に
よ
る
と
、
三

山
氏
と
坂
本
龍
馬
と
は
似
て
い
る

と
こ
ろ
が
多
数
あ
る
と
の
こ
と
。

　

ま
ず
、
南
国
市
に
ゆ
か
り
が
あ

る
こ
と
。
次
に
、
お
互
い
目
的

を
も
っ
て
上
京
し
、
大
き
く
羽
ば

た
き
大
成
し
た
こ
と
。
3
番
目
に
、

龍
馬
の
行
動
力
は
皆
さ
ん
知
る
と

こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
三
山
氏

も
日
本
中
か
ら
集
ま
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
と
も
に
、
け
ん
玉
を

１
２
４
人
が
連
続
し
て
大
皿
に
乗

せ
る
と
い
う
ギ
ネ
ス
世
界
記
録
を

達
成
さ
せ
る
な
ど
、
素
晴
ら
し
い

行
動
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
。

　

最
後
に
、
二
人
と
も
師
匠
の
娘

さ
ん
と
恋
仲
に
な
っ
た
こ
と
（
三

山
氏
は
ご
結
婚
さ
れ
て
ま
す
）

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
め
て
、

三
浦
チ
ー
フ
が
資
料
の
説
明
を
し

ま
す
と
、
三
山
氏
は
熱
心
に
説
明

を
聞
か
れ
る
と
と
も
に
、
時
折
、

嬉
し
そ
う
に
う
な
ず
か
れ
る
な
ど
、

終
始
、
和
や
か
な
が
ら
も
真
剣
な

表
情
で
説
明
を
聞
か
れ
て
い
ま
し

た
。
一
緒
に
説
明
を
聞
い
て
い
た

フ
ァ
ン
の
方
々
も
、
龍
馬
の
こ
と

を
深
く
知
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

短
い
時
間
で
し
た
が
、
坂
本
龍

馬
を
よ
り
深
く
学
ば
れ
た
三
山
ひ

ろ
し
氏
が
、
今
後
、
ま
す
ま
す
坂

本
龍
馬
と
高
知
県
の
良
さ
を
広
め

て
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
皆
様
が
当
館

に
お
い
で
に
な
る
と
き
に
は
、
ぜ

ひ
、
歌
碑
も
見
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

溝
渕　

智
栄
子

ー 高知家のアニキ ー

三山ひろしさん

一日館長任
命

10 月 8 日　高知県出身の演歌歌手
“ 三山ひろし” 氏の一日館長の委嘱式が、
当館新館1階ホールにて行われました。
　三山氏は、皆様もご存じのとおり、年
末に行われるＮＨＫ紅白歌合戦に 6回
出場するなどの高知県出身の演歌歌手で、
昨年 9月 15日には「高知家のアニキ」
にも任命されました。
　超多忙な日々の中、高知家の一員とし
て最初のお仕事が当館の一日館長となり
ました。
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■ 「“薩摩と土佐”もっと知ろごっじゃっ、知りたいちや」展から
　「記念館の冬　静かな海と“京の軌跡”」へ
　ಛ別ల「ࡵຎと土佐ー༤藩がたͲった近代化の
道」లのؔ連اըとして։࠵した「ʠࡵຎと土佐ʡ
もっと知ろごっじゃっ、知りたいちや」లが、12月
14日でऴྃしました。྆ 県のؔりや新たなັ力を
ָしんでいただきたいとاըしたలࣔには、こん
ながありました。「高知新聞ʠ 場ʡ」に、�0
代男ੑの方の「ࡵຎの૾܈ͧろい」というタイτ
ルで、ಛ別లとւの見える・͗ ゃらりいのలࣔにͭ
いて、త確に、興ຯਂく、見に行きたくなるような
ごհがありました。その内容は「鹿児島の知人
から、+R鹿児島中ԝӺ前場に立ͭࡵຎ藩ӳ国
܈ຎのࡵઅஂのϞχϡϝϯτʠ若き ʠ૾のࣸਅ
がૹられてきた」というॻきग़しで࢝まります。ւ
の見える・͗ ゃらりいでは鹿児島ࢢの「若きࡵຎの
もࣸ૾܈ொの「ҡ新の」のݪと高知県౨「૾܈
ਅでలࣔしました。この「若きࡵຎの૾܈」、ݐ立
時（1�82年）は1�名のઅஂでありながら藩֎
ग़身者というཧ由で、∁見ࢢ（土佐ग़身・大ੴஂ
ଂ）とງ之（長࡚ग़身）のಔ૾があ
りませんでした。が、ࡢ年�月30日、̎ 人
のಔ૾が新たに加わり1�名શ員がଗい
ました。ಛ別లではこの∁見ࢢ（大
ੴஂଂ）をऔり上͛ৄしくհしていま
した。ಛ別లのؔ連اըとして、ࠓ回の
లࣔがকདྷの交ྲྀのきっかけのҰͭに
なればと思っています。最後になりまし
たが、اըలࣔにࢿ料・ࣸ ਅのఏڙな
Ͳ、ごڠ力いただきましたօ様に、վΊ
ておྱ申し上͛ます。

年12月15日からの「記念館のౙࡢ　
静かなւとʠ京のيʡ」では、坂ޱ

「ඈಅ」は༣ૹ料のみのご負୲でお届けいたします。ߪಡ希望の方は120ԁ切手をご希望回数（4回分まで）おૹりください。
〒781-0262　高知市浦戸城山830　高知県立坂本龍馬記念館「飛騰」購読 係 まで

海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い

։館時間 �ɿ00～1�ɿ00　年中無ٳ
ೖç館ç料 Ұൠ  500ԁ（اըల։࠵時  �00ԁ）
 高ߍੜҎ下無料
高知県・高知ࢢ長ण手ா所࣋者、ྍҭ手ா・身ମো者手ா・
精神ো者อ݈ࢱ手ா・ઓইප者手ா・ඃര者݈߁手ா
所࣋者とそのհޢ者（1 名）は無料

˟�81☩0262 高知ࢢӜ戸山830
5E-（088）841☩0001　FAX（088）841☩0015
hUUp:��XXX.ryoma-kinenkan.jp

「ඈಅ」にରするごҙ見ご感想なͲお寄せください

館だよりʠඈ　ಅʡୈ 116 ߸（年̐回発行）ç表ࢴࣈɿॻ家 田ç໌子氏

発行日　2021（ྩ和3）年1月1日
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入　館　状　況
2020年12月20日現在

（1991年11月15日開館以来 29年35日）

˗ೖ館者数 43480�4人

Ϧ̇χϡーΞルΦープϯ（2018年4月21日）Ҏདྷ  411334人

編集後記

新しい年を迎えました。昨年は「禍」の年でしたが、今年一年でどのように変わるでしょ
うか。期待せずにはいられません。
本年11月に、坂本龍馬記念館は開館30年を迎えます。あまり華々しい行事はできないか
もしれませんが、私たちは決意を新たに進んでまいります（か）。

「ي本龍馬�京のࡔ」 「੨࿇Ӄ」

氏の「龍馬 京のي」より、ご寄ଃいただい
たࣸਅ21を、ॳΊてలࣔしています。࡞は、ݐ
・ൾ・௨り・おุなͲがಠಛの৭合いとΞϯάル
でࣸしग़されています。坂ޱ氏は京ॅࡏのプロ
デϡーαーʗϑΥτάϥϑΝーであり、य़ՆύϦコ
ϨΫγϣϯにϑΥτάϥϑΝーとしてे数年参加さ
れ、ւ֎でのऔࡱ・ࡐӨ、また京ではϑΝογϣ
ϯ業քや地域ੑ׆化のたΊのプロデϡーεも手ֻ
けていらっしゃいます。　　
先のご子ଙࠗ࠶研究家のご༑人とお龍の࢙ྺ　
との話の中で、「ϑΝογϣϯΧϝϥマϯというࢹ
で、龍馬を表現したらરきのいい໘നいものがग़
དྷるのではないだろうか」というܦҢからੜまれた
ࣸਅだそうです。坂ޱ氏ᐌく「࢙実をϦΞルに表現
するのではなく、ରにロマϯを見せるをし
ました」とおっしゃった京における龍馬のي、イ
ϝーδと人間૾をり込んだ坂本龍馬のΦマー
δϡをੋඇごཡください。　　　　　中村　昌代



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

史実と創作の間で
          薩長同盟を叫ぶ。

兵庫龍馬会　会長
東京幕末 GARAGE

楠本　剛

私
の
テ
ー
マ

龍
馬
フ
ァ
ン
歴
40
年

「
あ
な
た
に
と
っ
て
坂
本
龍
馬
は
ど
ん

な
存
在
で
す
か
？
」

「
坂
本
龍
馬
の
魅
力
は
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
す
か
？
」

こ
の
よ
う
な
質
問
に
、「
出
会
い
の
達

人
」「
先
見
の
明
を
持
っ
た
人
」「
常
識
に

と
ら
わ
れ
な
い
思
考
性
」
等
、
明
確
に

答
え
ら
れ
る
人
を
心
か
ら
尊
敬
す
る
。

私
は
悩
む
。
お
よ
そ
40
年
、
坂
本
龍

馬
を
敬
愛
し
、
い
つ
し
か
彼
の
年
齢
も

追
い
越
し
つ
つ
…
、
先
ほ
ど
の
様
な
質

問
を
投
げ
ら
れ
た
ら
、「
ん
〜
、
…
た

ぶ
ん
日
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。」
と
、

な
っ
て
し
ま
う
。

お
お
よ
そ
歴
史
の
人
物
や
事
象
に
関

心
を
持
っ
た
場
合
、
そ
の
探
究
心
か
ら

書
物
を
読
み
、専
門
家
の
講
演
を
聴
き
、

よ
り
多
く
の
史
実
を
追
求
、
ま
た
は
博

物
館
で
一
次
資
料
を
見
た
り
、
さ
ら
に

ゆ
か
り
の
地
に
赴
き
、
当
時
に
想
い
を

馳
せ
る
と
い
う
行
動
に
な
る
。

私
の
龍
馬
像
を
創
作
へ

そ
の
一
方
で
、史
実
に
な
い
部
分
、空

白
の
部
分
を
見
つ
け
、
そ
こ
を
膨
ら
ま

せ
る
、
ま
た
は
違
う
流
れ
の
同
時
期
に

起
こ
っ
た
史
実
と
の
関
連
性
を
想
定
す

る
と
い
う
楽
し
み
方
が
あ
る
。
私
の
場

合
、
こ
れ
で
あ
る
。
以
来
、
イ
ラ
ス
ト
・

紙
芝
居
・
劇
団
・
朗
読
劇
と
い
う
手
法

で
自
分
な
り
の
龍
馬
像
を
形
づ
く
っ
て

き
た
。

龍
馬
さ
ん
の
生
涯
は
史
実
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
を
取
り
混
ぜ
、
起
承
転
結
の

テ
ン
プ
レ
ー
ト
と
し
て
出
来
上
が
っ
て

い
る
。

・
小
さ
い
頃
か
ら
母
親
代
わ
り
の
豪
快

　

な
姉
に
育
て
ら
れ
、
気
弱
な
性
格
の

　

少
年
は
剣
術
の
上
達
で
、
自
分
に
自

　

信
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

・
青
年
に
な
り
、
藩
命
で
江
戸
に
行

　

き
、
黒
船
に
遭
遇
、
衝
撃
を
受
け
、

　

自
身
の
使
命
を
考
え
る
。

・
脱
藩
を
決
意
、
家
族
と
故
郷
に
別
れ
を

　
告
げ
、
志
と
夢
を
見
据
え
て
生
き
る
。

・
運
命
の
師
匠
と
の
出
会
い
、
国
を
動

　

か
す
政
治
活
動
の
一
端
を
担
う
。

・
身
分
や
藩
の
立
場
を
こ
え
た
多
く
の

　

人
物
と
、
時
に
は
共
感
、
時
に
は
駆
け

　
引
き
し
な
が
ら
結
果
を
出
し
て
い
く
。

・
目
指
し
た
も
の
が
結
実
し
た
と
同
時

　

に
、
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。

こ
の
流
れ
を
汲
み
取
り
つ
つ
、い
か
な

る
龍
馬
さ
ん
の
物
語
を
組
み
立
て
る
か
。

物
語
化
の
難
し
さ
と
楽
し
さ

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
生
涯
全
て
の

流
れ
を
語
る
こ
と
は
難
し
く
、
あ
る
一

時
期
の
出
来
事
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、

そ
の
前
後
の
時
系
列
の
中
で
の
起
承
転

結
を
考
え
る
。

次
に
、
芝
居
の
中
に
龍
馬
さ
ん
を
登

場
さ
せ
る
時
、
ど
の
よ
う
な
人
物
像
を

前
面
に
出
し
た
「
主
役
」
に
す
る
か
？

を
想
定
す
る
。
こ
れ
を
軸
に
台
本
を
書

き
進
め
る
と
、
龍
馬
さ
ん
は
実
に
い
ろ

ん
な
事
を
語
り
、
意
外
な
方
向
に
動
き

始
め
る
。さ
て
、そ
の
発
言
や
行
動
を
裏

付
け
る
も
の
は
史
実
の
中
に
あ
る
か
？

と
、
様
々
な
文
献
に
目
を
通
す
。
お
お

よ
そ
こ
の
段
階
で
、
今
作
っ
た
台
本
が

物
語
の
展
開
と
し
て
「
有
り
か
？
・
無

し
か
？
」
が
決
ま
る
。

ま
た
、
自
分
と
し
て
は
面
白
い
な
と

思
う
筋
書
き
も
、
演
ず
る
能
力
を
顧
み

て
、「
こ
れ
は
う
ま
く
い
か
な
い
な
…
。」

と
い
う
結
論
に
到
る
事
も
多
い
。
そ
れ

は
、（
多
少
大
げ
さ
に
言
え
ば
）
観
客
と

な
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
方
々
の
龍
馬
の

イ
メ
ー
ジ
と
、
自
分
の
今
の
ス
キ
ル
で

表
現
で
き
う
る
龍
馬
の
イ
メ
ー
ジ
の
せ

め
ぎ
合
い
で
も
あ
る
。

そ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
バ
ラ
ン
ス
も
紙

芝
居
と
朗
読
劇
で
変
わ
っ
て
く
る
。
ま

ず
、
紙
芝
居
の
場
合
、
一
枚
の
絵
で
、

ど
れ
だ
け
の
話
の
進
展
を
盛
り
込
め
る

か
、が
重
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、薩
長

同
盟
締
結
の
場
面
。
左
右
に
西
郷
さ
ん

と
木
戸
さ
ん
が
対
面
し
て
座
し
、
中
央

に
龍
馬
さ
ん
が
座
る
。
こ
の
場
面
の
出

だ
し
は
、
ま
だ
い
が
み
合
っ
て
い
る
西

郷
さ
ん
木
戸
さ
ん
に
龍
馬
さ
ん
が
檄
を

飛
ば
し
て
い
る
が
、
後
半
は
一
転
、
三

者
が
手
を
携
え
て
穏
や
か
に
な
る
シ
ー

ン
と
す
る
。
一
枚
の
絵
で
三
人
の
表
情

は
、
激
し
さ
と
穏
や
か
さ
の
両
方
を
醸

し
出
す
も
の
に
し
、読
み
手
の
語
り
で
、

三
者
の
表
情
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
こ
と
を
狙
う
。
こ
れ

が
難
し
い
。

朗
読
劇
の
場
合
は
当
然
、絵
は
無
い
。

も
っ
ぱ
ら
三
者
の
顔
も
観
客
そ
れ
ぞ
れ

の
イ
メ
ー
ジ
に
合
っ
た
人
物
（
ド
ラ
マ

や
映
画
で
見
た
役
者
の
顔
を
思
い
浮
か

べ
て
る
か
も
）
を
想
像
し
て
い
た
だ
き

な
が
ら
の
ご
鑑
賞
と
な
る
。
読
み
手
の

声
に
乗
せ
る
感
情
と
情
景
描
写
を
語
る

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
台
詞
の
後
の

間
で
全
て
の
世
界
を
形
作
る
訳
で
、
説

得
力
の
あ
る
声
の
役
者
と
し
て
の
ス
キ

ル
が
問
わ
れ
る
が
、
そ
こ
は
龍
馬
さ
ん

が
い
つ
も
あ
の
手
こ
の
手
で
助
け
て
く

れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
龍
馬
さ
ん
の
世
界
を
皆

さ
ん
と
一
緒
に
楽
し
み
、
そ
し
て
龍
馬

さ
ん
の
魅
力
を
広
げ
て
い
け
る
よ
う
に

活
動
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
龍
馬
さ
ん
の
魅
力

に
つ
い
て
、「
こ
れ
！
」
と
一
本
に
絞
り

き
れ
な
い
日
が
続
く
で
あ
ろ
う
。

記念館 ･近江屋での紙芝居＝令和元年 11月 15日朗読劇中の筆者
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「
拝
啓
龍
馬
殿
」
龍
馬
と
私

﹁
お
久
し
ぶ
り
で
す
︒我
慢
で
き
な

く
な
っ
て
︑
ま
た
こ
の
場
所
に
来
て
し

ま
い
ま
し
た
︒﹂

私
の
坂
本
龍
馬
へ
の
手
紙
は
︑大
体

い
つ
も
こ
の
言
葉
で
始
ま
る
︒
坂
本
龍

馬
記
念
館
の
同
じ
席
で
︑
こ
の
手
紙
を

今
ま
で
何
回
書
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

初
め
て
龍
馬
に
手
紙
を
書
い
た
の

は
︑
９
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
︒

龍
馬
と
の
出
会
い

小
学
生
の
頃
、
私
は
歴
史
上
の
偉
人

の
中
で
龍
馬
が
一
番
嫌
い
だ
っ
た
。

日
本
で
一
番
有
名
な
偉
人
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
龍
馬
。
な
ぜ
そ

ん
な
に
有
名
で
、
人
気
が
あ
る
の
か

全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
放

送
さ
れ
て
い
た
大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬

伝
」
は
一
話
も
見
る
こ
と
な
く
、
世

間
で
巻
き
起
こ
る
龍
馬
ブ
ー
ム
を
冷

め
た
目
で
見
て
い
た
。

そ
ん
な
私
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
た

の
は
、
２
０
１
２
年
１
月
３
日
。
私
の

人
生
を
変
え
る
、
一
冊
の
本
と
出
会
っ

た
。中
学
１
年
生
の
正
月
最
終
日
、や
る

こ
と
も
な
く
ふ
ら
り
と
近
所
の
本
屋
に

立
ち
寄
っ
た
。
そ
こ
で
真
っ
先
に
目
に

入
っ
た
本
は
、
司
馬
遼
太
郎
氏
の
﹃
竜

馬
が
ゆ
く
﹄。

世
間
の
龍
馬
ブ
ー
ム
に
乗
じ
て
、
目

立
つ
と
こ
ろ
に
置
い
て
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
パ
ラ
パ
ラ
と
ペ
ー
ジ
を
繰
る
。
長

い
な
あ
と
思
い
つ
つ
、
歴
史
上
で
一
番

嫌
い
な
人
物
の
小
説
を
読
ん
で
み
る
の

も
面
白
い
と
思
い
、
試
し
に
読
ん
で
み

る
こ
と
に
し
た
。
初
め
は
ふ
ぅ
ん
と
斜

め
読
み
し
て
い
た
も
の
の
、
途
中
か
ら

本
を
読
む
手
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
て
い

た
。坂
本
龍
馬
っ
て
な
ん
て
人
だ
。た
っ

た
１
５
０
年
前
の
日
本
に
、
こ
ん
な
と

ん
で
も
な
い
人
が
い
た
の
か
。
気
付
け

ば
私
は
龍
馬
に
心
酔
し
、
頭
の
中
は
龍

馬
で
一
杯
に
な
っ
て
い
た
。

不
思
議
な
こ
と
に
、﹃
竜
馬
が
ゆ
く
﹄

を
読
み
進
め
る
に
つ
れ
、
ど
こ
か
違
和

感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
こ

の
本
を
読
み
な
が
ら
、
気
づ
か
ぬ
う
ち

に
自
分
の
中
で
独
自
の
龍
馬
像
を
創
り

上
げ
て
い
た
ら
し
い
。
自
分
の
中
に

あ
っ
た
今
ま
で
の
龍
馬
像
と
、
司
馬
遼

太
郎
氏
が
描
い
た
竜
馬
像
に
齟
齬
が
生

じ
た
こ
と
が
、違
和
感
の
原
因
だ
っ
た
。

私
の
中
で
、
本
当
の
龍
馬
を
知
り
た
い

と
い
う
思
い
が
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
で
一
番

龍
馬
に
近
い
場
所
で
あ
る
坂
本
龍
馬
記

念
館
と
桂
浜
に
行
き
た
い
と
強
く
思
っ

た
。
そ
の
念
願
が
叶
い
、
同
年
の
３
月

に
初
め
て
高
知
を
訪
れ
た
。

初
め
て
桂
浜
と
龍
馬
記
念
館
を
訪
れ

た
時
の
感
動
は
忘
れ
も
し
な
い
。
そ
の

日
は
あ
い
に
く
の
雨
だ
っ
た
が
、
そ
れ

が
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い

た
。荒
れ
狂
う
波
。激
し
い
波
の
音
。だ

が
そ
こ
に
は
、
大
き
な
乳
白
色
の
ベ
ー

ル
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
優
し
さ
が

あ
っ
た
。
私
は
確
信
し
た
。
こ
こ
に
龍

馬
は
い
る
、
と
。
私
は
溢
れ
出
る
思
い

を
抑
え
ら
れ
ず
、「
拝
啓　

龍
馬
殿
」
を

思
う
が
ま
ま
に
書
い
た
。

﹁
第
1
回
子
ど
も
龍
馬
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂

リ
ー
ダ
ー
と
し
て

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
龍
馬
は
常

に
私
の
心
の
中
に
い
る
存
在
と
な
っ

た
。薄
っ
ぺ
ら
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、人

生
の
師
匠
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
ろ

う
か
。
日
々
龍
馬
の
こ
と
を
考
え
な
が

ら
、
私
は
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
突
然
坂
本
龍
馬

記
念
館
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

「
第
１
回
子
ど
も
龍
馬

フ
ォ
ー
ラ
ム
」へ
の
参
加

と
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
を

私
が
務
め
る
と
い
う
内

容
だ
っ
た
。私
が
龍
馬
に

宛
て
た
「
拝
啓　

龍
馬

殿
」
が
面
白
い
、と
い
う

こ
と
で
呼
ん
で
い
た
だ

け
た
ら
し
い
。
た
だ
の

龍
馬
フ
ァ
ン
の
中
学
生

が
坂
本
龍
馬
記
念
館
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
す

る
な
ど
、
身
に
余
る
光

栄
だ
が
と
ん
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。
務
め
ら
れ
る
自
信
は
な

か
っ
た
が
、
精
一
杯
や
っ
て
み
よ
う
と

思
い
参
加
し
た
。

そ
こ
で
出
会
っ
た
坂
本
龍
馬
記
念
館

の
館
長
や
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
は
、
熱
い

思
い
を
お
持
ち
で
、
龍
馬
の
片
鱗
を
感

じ
さ
せ
る
素
敵
な
方
々
だ
っ
た
。
子
ど

も
龍
馬
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
き
っ
か
け
に
、

今
ま
で
私
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
。
坂
本
龍
馬
記
念

館
の
方
々
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
私
の

一
生
の
宝
物
で
あ
る
。

龍
馬
と
医
学
生
の
私

龍
馬
に
出
会
っ
て
間
も
な
い
頃
、
私

の
夢
は
歴
史
学
者
に
な
る
こ
と
だ
っ

た
。大
好
き
な
龍
馬
の
こ
と
を
研
究
し
、

千
葉
大
学
医
学
部
医
学
科
4
年
西
内
茉
澄

「第 1 回子ども龍馬フォーラム」で発表した
中学 3 年の夏＝ 2013 年 8 月 15 日
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深
く
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
自
分
の
中
で
龍
馬
像
が
形
成
さ

れ
、
龍
馬
が
確
固
た
る
存
在
に
な
る
に

つ
れ
、
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
感

情
が
芽
生
え
た
。
そ
れ
は
熱
く
て
、
身

体
中
の
血
が
湧
き
た
ち
、
い
て
も
た
っ

て
も
い
ら
れ
な
く
な
る
衝
動
。
身
体
に

力
が
み
な
ぎ
り
、意
志
が
溢
れ
て
く
る
、

で
も
胸
が
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
感

覚
。
龍
馬
に
触
れ
る
た
び
、
そ
の
感
情

が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

初
め
は
何
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、

や
が
て
自
分
の
中
で
答
え
が

分
か
っ
た
。
私
は
、自
分
の
手

で
日
本
を
変
え
た
い
の
だ
。

何
を
ど
う
変
え
れ
ば
良
い
の

か
は
分
か
ら
な
い
。
具
体
的

な
手
段
も
分
か
ら
な
い
。
で

も
龍
馬
の
よ
う
に
、
幕
末
の

志
士
達
の
よ
う
に
、
真
剣
に

自
分
達
の
将
来
の
こ
と
、
国

の
こ
と
を
考
え
、
少
し
で
も
日
本
の
将

来
を
明
る
く
し
た
い
。
龍
馬
に
出
会
っ

て
こ
ん
な
思
い
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
９

年
経
っ
た
今
も
変
わ
ら
ず
私
の
心
で
静

か
に
燃
え
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
官
僚
に
な
り
た

い
と
思
っ
た
。
政
治
家
の
下
で
政
策
を

提
示
す
る
官
僚
は
、
政
治
家
よ
り
も
龍

馬
に
近
い
。
初
め
は
文
系
官
僚
に
な
る

こ
と
を
考
え
た
。
し
か
し
私
は
元
々
医

師
と
い
う
職
業
に
興
味
が
あ
り
、
そ
の

選
択
に
迷
っ
て
い
た
。そ
ん
な
時
、医
系

技
官
と
い
う
職
業
を
知
っ
た
。
こ
れ
は

医
師
の
み
が
な
れ
る
官
僚
で
、
日
本
の

医
療
制
度
の
根
幹
を
定
め
る
職
業
だ
。

こ
の
職
業
を
知
っ
た
と
き
、
私
は
こ

れ
し
か
な
い
と
思
っ
た
。「
小
医
は
病
を

癒
し
、
中
医
は
人
を
癒
し
、
大
医
は
国

を
癒
す
」
と
い
う
諺
が
あ
る
。
私
は
大

医
に
な
り
た
い
と
思
い
、
医
師
に
な
る

こ
と
を
決
意
し
た
。
結
果
と
し
て
医
学

部
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
医
師
を

目
指
し
て
い
る
が
、
変
わ
ら
ず
龍
馬
は

い
つ
も
心
の
中
に
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
と
、夢
と
現
実

２
０
２
０
年
は
、
未
曽
有
の
年
と

な
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
今
ま
で
の
「
当
た
り
前
」

が
、
も
の
の
１
か
月
で
崩
れ
去
っ
た
。

私
も
大
学
の
授
業
が
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン

に
な
り
、
友
人
と
も
全
く
会
え
な
い
時

期
が
長
く
続
い
た
。
将
来
へ
の
不
安
は

募
る
ば
か
り
で
、
こ
の
１
年
間
様
々
な

こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、
世
界
中

の
人
々
に
計
り
知
れ
な
い
苦
痛
を
与
え

て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
苦
痛
を
与
え
た
だ

け
で
な
く
、
各
国
の
政
治
の
闇
を
浮
き

彫
り
に
し
た
。
日
本
で
も
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
対
応
と
そ
の
過
程
で

様
々
な
問
題
が
明
る
み
に
出
た
。
そ
の

よ
う
な
政
治
の
現
状
を
見
る
た
び
に
、自

分
一
人
が
政
治
に
携
わ
っ
て
何
か
を
変

え
よ
う
と
思
っ
て
も
、今
の
日
本
で
は
そ

れ
が
出
来
る
状
態
で
は
な
い

の
だ
と
痛
感
し
、
失
望
し
た
。

簡
単
に
日
本
を
変
え
た
い

と
言
っ
て
も
、そ
れ
が
夢
物
語

で
あ
る
こ
と
は
今
ま
で
も
分

か
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た

が
、コ
ロ
ナ
禍
で
現
実
を
ま
ざ

ま
ざ
と
突
き
付
け
ら
れ
た
気

が
し
て
、将
来
行
政
に
携
わ
る

の
は
や
め
よ
う
と
本
気
で
考
え
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
時
で
も
龍
馬
に
触

れ
る
と
、あ
の
衝
動
が
よ
み
が
え
っ
て
く

る
。私
に
は
何
か
を
変
え
る
こ
と
は
無
理

か
も
し
れ
な
い
、
で
も
、
ど
う
し
て
も
、

ど
う
し
て
も
自
分
に
出
来
る
こ
と
を
し

た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
。日
本
を
変

え
た
い
、そ
の
衝
動
は
ど
う
や
っ
て
も
湧

き
あ
が
っ
て
き
て
し
ま
う
。

今
の
時
点
で
、
私
は
何
も
行
動
を
起

こ
せ
て
い
な
い
。
起
こ
し
方
も
分
か
ら

な
い
し
、自
信
が
な
い
の
だ
。「
こ
れ
が

正
し
い
」
と
思
っ
て
も
、
私
は
そ
の
事

象
の
全
体
像
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
う

え
、「
私
」
と
い
う
一
方
向
か
ら
し
か
物

事
を
見
て
い
な
い
か
ら
だ
。
メ
デ
ィ
ア

で「
こ
れ
が
問
題
だ
」と
言
わ
れ
て
い
て

も
、
そ
の
背
景
を
知
れ
ば
考
え
が
変
わ

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
自
分
の
考
え

と
は
逆
の
意
見
を
聞
く
と
、
そ
の
よ
う

な
意
見
も
あ
る
の
か
と
納
得
し
、
何
が

正
解
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
正
し

い
知
識
と
幅
広
い
見
聞
が
必
要
で
あ

る
。そ
の
た
め
に
、自
分
の
専
門
分
野
で

な
い
様
々
な
分
野
を
学
ぶ
こ
と
が
、
今

の
自
分
に
必
要
な
課
題
だ
と
考
え
て
い

る
。
幅
広
い
分
野
を
学
ん
だ
り
、意
見
を

取
り
入
れ
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
龍
馬
の
柔
軟

性
を
見
習
っ
て
、
し
っ
か
り
学
び
た
い
。

こ
れ
か
ら
も
龍
馬
と
共
に

優
し
く
て
柔
軟
、
類
稀
な
る
発
想
力

と
行
動
力
、
そ
れ
を
実
行
す
る
勇
気
と

自
信
。
そ
れ
で
い
て
冷
静
か
つ
し
た
た

か
な
人
た
ら
し
。
龍
馬
の
魅
力
を
挙
げ

た
ら
き
り
が
な
い
。
坂
本
龍
馬
と
い
う

人
物
の
存
在
は
、
年
を
経
る
ご
と
に
私

の
中
で
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か

ら
も
、龍
馬
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、私
は
現
代

龍
馬
学
会
員
と
な
り
、こ
の
よ
う
な

原
稿
を
執
筆
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、

大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。こ
の
機
会

を
く
だ
さ
っ
た
坂
本
龍
馬
記
念
館
・

現
代
龍
馬
学
会
の
皆
様
に
心
よ
り

感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

神
戸
海
軍
操
練
所
跡
で
＝
２
０
２
０
年
11
月

試験合格を京都霊山・龍馬の墓前に報告＝２０２０年 11月
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第13回 高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会 研究発表会
テーマ「龍馬の思想と行動」
●日時　2021年5月22日（土）10：00～17：20（会員総会9：20～）
●会場　高知県立坂本龍馬記念館 新館ホール
●定員　50名（参加無料・要申込）

《研究発表》
１０:１０～網屋 喜行 氏（鹿児島県立短期大学名誉教授（「吉田」本家末裔）

「石尾芳久氏の『海南政典』研究と
分析道具のウェーバー『官僚制論』」

１１:１０～山本 修 氏（株式会社便利堂 コロタイプ研究所所長）

「コロタイプ技術で龍馬の手紙を複製する
 ～100年以上前から続く古い写真印刷技術の話～」

《特別講演》
１３:３０～大石 学氏（日本芸術文化振興会 監事）

「坂本龍馬の現代的意義」
《研究発表》
１５:１０～坂本 世津夫 氏（国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構教授
 「地域連携コーディネーター」）

「明智光秀と龍馬」
１６:１０～前田 由紀枝 氏（高知県立坂本龍馬記念館 学芸課長）

「『新葉和歌集』を手がかりに龍馬の思想と歌心を考える」
※参加ご希望の方は現代龍馬学会事務局までお申込みください。
※状況により定員数の増減、また発表形式や時間・内容を変更する場合
がございます。

【お申込み・お問い合わせ】
高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会事務局　
電話 088-841-0001  FAX 088-841-0015
ﾒｰﾙ gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

「160 年ばあ前、若人 ( わかいし ) 二人が洋 と々この参道を駆け下って行った」。
和霊神社ご神木のヒノキの精霊が語りかける。

「確か 28 歳の若さやったと思うが、それにしても思い切ったものよのう」。
「それから 5 年後にその若人 ( わかいし ) は殺されてしもうた。」「無念よのう」。
和霊神社の参道に最も近いヒノキの大木は、龍馬の旅立ちを見届けていた。
そして、その様子を語りかける。
文久 2 年 3 月 24 日。雨がそぼ降る中、坂本龍馬は同志の澤村惣之丞を伴って

土佐藩を脱藩した。係累に罪が下ることや、前年に同志の誓いを交わした土佐勤王
党の恨みよりは、江戸にでも行けば新しい風に触れ、息苦しさも失せると見込んで
の脱藩であったろう。閉塞感よりも行動を選んだ。先に脱藩した吉村虎太郎に続き
たいと思ったかもしれない。

土佐には、自由がない。あるのは上士と下士の間にある身分差別である。たとえ、
剣道場では実力で相手を負かすことができたとしても、悶 と々する気分は晴れるこ
とがない。もっと自由で、誰もが幸せ
になれないものか。龍馬は多分に精神
論者だ。静かに考えると、ますます鬱
積した気分となる。

たまたま、自分は次男坊だ。家督を
相続する身分ではない。もっと自由に
と思う心が脱藩という大業を決断させ
た。土佐勤王党の同志たちは怒った。

「龍馬をたたき殺せ」と。しかし、瑞
山はかばった。「捨て置け、捨て置け、
龍馬は土佐にあだたぬ男じゃ」。

ヒノキの精霊は、続けた。「それに
しても、脱藩してからの 5 年間ぜよ。
龍馬の回天の偉業はわずか脱藩からの
5 年の内ぜよ」。これからも語り続けた
いかのように、幹は大きくよじれている。

龍馬を慕う私たちは、このヒノキの
ご神木にそっと寄り添って、聞き耳を
立ててみよう。

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
˟ ࢁށӜࢢߴ ��1�02�2 �30
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「和霊神社の精霊話」
川村 貞夫（高知市議会議員）

“ 話してみるかよ ”

こ
ぼ
れ
話
ー　

犬
歩
棒
当
記
︵
四
十
四
︶
ー

大
笑
い
の
研
究

宮
川

禎
一

近
年
あ
ら
わ
れ
た
龍
馬
の
書
状
の
話

で
あ
る
。
慶
応
二
年
十
二
月
四
日
に
土
佐

の
家
族
へ
出
し
た
長
い
手
紙
の
原
本
の

約
四
割
が
北
海
道
で
確
認
さ
れ
、
の
ち
に

所
蔵
者
か
ら
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念

館
に
有
難
く
寄
贈
さ
れ
た
。

筆
者
は
そ
の
手
紙
の
中
で
慶
応
二
年

二
月
初
旬
に
薩
摩
藩
邸
に
収
容
さ
れ
た

龍
馬
が
小
松
帯
刀
・
西
郷
吉
之
助
ら
と
寺

田
屋
で
の
遭
難
事
件
を
総
括
し
て
「
皆
大

笑
ニ
て
〜
」
と
書
い
て
あ
る
不
思
議
さ
に

「
大
怪
我
を
負
い
、
薩
長
交
渉
の
中
身
ま

で
幕
府
側
に
流
出
し
て
、
い
っ
た
い
ど
こ

が
笑
え
る
の
か
？
」
な
ど
と
考
察
を
重
ね

て
き
た
。
筆
者
の
結
論
は
「
寺
田
屋
で
龍

馬
が
襲
わ
れ
、
伏
見
奉
行
所
に
押
収
さ
れ

た
龍
馬
の
書
状
か
ら
薩
長
交
渉
の
中
身

が
流
出
・
拡
散
（
偶
然
で
あ
れ
意
図
的
で

あ
れ
）
し
て
、
薩
長
の
関
係
が
よ
り
緊
密

に
な
っ
た
か
ら
良
か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら

み
ん
な
で
大
笑
い
し
た
の
だ
」
と
考
え
て

い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
大
笑
」
と
は
幕

末
に
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
記
述
だ
し
、

龍
馬
ら
し
い
自
由
な
表
現
だ
と
も
思
っ

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
ま
っ
た
く
別
の
理
由

で
頼
山
陽
の
﹃
日
本
外
史
﹄
を
読
ん
で
い

た
ら
「
大
笑
」
の
二
文
字
が
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
。
平
安
時
代
末
の
安
元
三

（
一
一
七
七
）
年
五
月
、平
氏
打
倒
の
陰
謀

を
後
白
河
院
の
近
臣
ら
が
企
ん
だ
「
鹿
ヶ

谷
の
変
」
の
話
だ
。
首
謀
者
は
新
大
納
言

藤
原
成
親
。
鹿
ケ
谷
の
山
荘
は
僧
俊
寛
の

も
の
だ
。
宴
席
中
に
瓶
子
が
倒
れ
て
「
平

氏
が
倒
れ
た
」
と
囃
す
場
面
に
「
大
笑
」

が
出
て
く
る
。
原
文
は「
取
瓶
懸
之
柱
上
、

一
坐
大
笑
」
で
あ
る
。
倒
れ
た
瓶
を
柱
に

懸
け
る
と
は
瓶
子
（
平
氏
）
を
獄
門
に
掛

け
る
と
い
う
隠
喩
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を

察
し
た
一
座
の
者
が
「
大
笑
」
し
た
と
い

う
記
述
だ
。

﹃
日
本
外
史
﹄
の
鹿
ケ
谷
で
の
「
大

笑
」
と
龍
馬
が
手
紙
に
書
い
た
薩
摩
藩
邸

で
の
「
大
笑
」
は
よ
く
似
て
い
る
気
が
す

る
。
後
者
も
ま
た
倒
幕
に
つ
な
が
る
謀
議

だ
か
ら
だ
。
日
本
史
に
お
け
る
「
大
笑
」

を
充
分
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
陰
謀

を
め
ぐ
ら
す
同
志
ら
が
、
そ
の
未
来
を
予

想
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
紐
帯
を
確
認
す
る

よ
う
に
「
大
笑
」
す
る
こ
と
は
あ
り
そ
う

だ
。
大
き
く
笑
っ
た
と
い
う
「
事
実
」
だ

け
で
な
く
、
そ
う
い
う
「
意
味
」
ま
で
を

含
む
文
学
的
な
表
現
だ
。

ま
さ
か
龍
馬
が﹃
日
本
外
史
﹄の
こ
の
部

分
を
読
ん
で
い
た
と
か
ね
…
ま
さ
か
ね
。『校刻日本外史』より「鹿ケ谷の変」（部分）

たいまつを手にした筆者（手前）と
ご神木＝2018 年の龍馬脱藩祭で




