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早
い
も
の
で
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
ま

で
残
す
と
こ
ろ
３
ケ
月
余
り
と
な
っ
て

き
た
。
再
ス
タ
ー
ト
に
向
け
た
準
備

も
い
よ
い
よ
佳
境
を
迎
え
て
い
る
。

さ
て
、
読
者
の
皆
様
の
中
に
は
、

御
記
憶
の
方
々
も
お
ら
れ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
前
号
と
と
も
に
お
届
け
し

た「
現
代
龍
馬
学
会
」会
報
誌
の「
こ

ぼ
れ
話
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
田

中
伯
爵
邸
の
白
い
花
」（
京
都
国
立

博
物
館
の
宮
川
禎
一
氏
）
の
「
後
日

談
」
で
あ
る
。

白
い
花
と
い
う
の
は
、
南
米
原

産
の
ハ
ナ
ニ
ラ
（
花
韮
）
の
こ
と
で
、

明
治
に
な
っ
て
か
ら
観
賞
用
に
輸
入

さ
れ
て
全
国
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
一
方
、
田
中
伯
爵
は
、
龍
馬
と

と
も
に
土
佐
勤
王
党
に
参
加
し
、
中

岡
慎
太
郎
亡
き
後
の
「
陸
援
隊
」
副

隊
長
と
し
て
活
躍
し
た
田
中
光
顕
で

あ
り
、
明
治
新
政
府
で
は
宮
内
大
臣

も
務
め
た
人
物
で
あ
る
。

ま
た
田
中
は
、
龍
馬
ブ
ー
ム
の
発

端
の
一
つ
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
明

治
37
年
の
日
露
戦
争
開
戦
を
前
に
、

昭
憲
皇
太
后
の
夢
枕
に
一
人
の
男
が

立
ち
、「
身
は
亡
き
数
に
入
り
候
へ

ど
も
魂
魄
は
御
国
の
軍
艦
に
宿
り
て

忠
勇
義
烈
な
る
我
軍
人
を
保
護
仕
ら

ん
覚
悟
に
て
候
」
と
伝
え
た
そ
う
で
、

皇
太
后
が
そ
の
男
に
つ
い
て
側
近
に

尋
ね
た
際
に
、
龍
馬
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
田
中
が
写
真
を
お
見
せ
し
た

と
こ
ろ
、
龍
馬
で
あ
る
こ
と
が
判
っ

た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
が
新
聞
報
道
さ
れ
て
以
降
、
龍

馬
は
日
本
海
軍
の
守
護
神
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

宮
川
氏
に
よ
れ
ば
、
京
都
国
立
博
物

館
の
お
隣
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら
の
お

話
と
し
て
、
昭
和
10
年
頃
に
、
そ
の
方

の
お
父
様
が
静
岡
県
に
あ
っ
た
田
中
伯

の
邸
宅
青
山
荘
の
庭
に
あ
っ
た
ハ
ナ
ニ

ラ
を
頂
い
て
京
都
に
持
ち
帰
り
、
移
植

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
世
代
を
重
ね
な

が
ら
絶
え
る
こ
と
な
く
、
い
ま
な
お
、

そ
の
場
所
で
毎
年
咲
き
続
け
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

昨
秋
の
あ
る
日
の
こ
と
、

宮
川
氏
か
ら
「
件く
だ
んの

ハ
ナ
ニ

ラ
の
球
根
を
送
る
の
で
、
記

念
館
の
何
処
か
に
植
え
て
み

て
は
？
」
と
の
御
連
絡
を
い

た
だ
い
た
。

一も
二
も
な
く
、
喜
ん
で
お

引
き
受
け
し
、
自
宅
の
ベ
ラ
ン

ダ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
に
球
根
を
植

え
込
ん
だ
の
は
10
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
1
週
間
も
経
た
な

い
う
ち
に
芽
吹
き
、
今
、
緑

鮮
や
か
な
葉
が
す
く
す
く
と

育
って
き
て
い
る
。

80
年
以
上
前
か
ら
京
都
で

咲
き
続
け
て
き
た
こ
の
花
が
、

桂
浜
の
台
地
に
移
さ
れ
て
、

記
念
館
を
訪
れ
る
人
た
ち
の

目
を
、
こ
れ
か
ら
何
年
に
わ

た
っ
て
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る

だ
ろ
う
か
。

ハ
ナ
ニ
ラ
は
、
３
月
26
日
の
誕

生
花
と
さ
れ
て
い
る
。
記
念
館
の

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
ま
で
残
す
と

こ
ろ
26
日
に
当
た
る
日
で
あ
る
。

今
号
の
四
文
字
熟
語
は
、「
錦
き
ん
じ
ょ
う上

添て
ん
か花

」
と
し
た
。
佳
き
こ
と
、
め
で

た
い
こ
と
が
重
な
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
我
が
家
で
育
ち
つ
つ
あ

る
ハ
ナ
ニ
ラ
が
、
文
字
ど
お
り
記

念
館
の
再
ス
タ
ー
ト
に
可
憐
な
花

を
添
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
願
う

今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

ここは館長の部屋

グランドオープンに向けて
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※端末の環境により、イメージが認識されるまでに時間がかかる場合や、
正常に動作しない場合があります。

※本コンテンツは2018年３月31日まで閲覧可能です。
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新館の階がみえてきました。（2017年3月9日）少し工事が進みました。（2017年2月7日）

まだ、ほとんど更地です。（2016 年 12月 7日）

新館がほぼ完成しました。（2017 年 9月 6日）

新館 2階常設展示室。大きなガラスケースの中
にこれから資料が並びます。（2017年12月5日）

本館「幕末広場」は現在工事中。手前の広い空間に「近江屋」が再
現されます。（2017 年 12月 5日）

新館と本館は渡り廊下でつながります。
（2017 年 12月 2日）

新館に館名を設置しています。
いよいよ！です。（2017年 12月 5日）

新館は蔵をイメージした建物です。（2017 年 12月 5日）

坂本龍馬記念館 −新館と本館−

新館と本館をつなぐ連絡通路の形が見え始めました。
（2017 年 10月 11日）

本館の出口近くには、ミュージアムショップができます。
オリジナルグッズをはじめ、龍馬に関する書籍やグッズ
をお買い求めいただけます。（2017 年 12月 5日）



3・龍馬記念館だより

　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館

は
、
龍
馬
生
誕
１
５
０
年
に
当
た
る

１
９
８
５
年
、
龍
馬
生
誕
１
５
０
年

記
念
事
業
実
行
委
員
会
に
よ
る
「
坂

本
龍
馬
記
念
館
構
想
」
が
起
こ
り
、

募
金
活
動
が
始
ま
り
、
１
９
９
１
年

11
月
15
日
の
龍
馬
の
誕
生
日
（
そ
し

て
命
日
）
に
「
高
知
県
立
坂
本
龍
馬

記
念
館
」
が
開
館
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
年
月
が
流
れ
、
当
館

は
「
龍
馬
へ
の
入
り
口
」「
龍
馬
の
殿

堂
」
と
し
て
、
県
内
外
の
多
く
の
方

に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
真
筆
の
龍

馬
の
手
紙
を
は
じ
め
、「
土
佐
藩
邸

史
料
」
な
ど
貴
重
な
資
料
を
所
蔵
し
、

展
覧
会
や
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
で
“
坂

本
龍
馬
”
の
魅
力
を
発
信
し
て
き
ま

し
た
。
一
方
で
、
資
料
の
保
存
や
展

示
に
は
、
適
切
な
環
境
整
備
が
急
務

と
な
っ
て
お
り
、
本
格
的
な
博
物
館

機
能
を
備
え
た
施
設
の
必
要
性
が
高

ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
動
き

か
ら
、
２
０
１
６
年
12
月
に
「
坂
本

龍
馬
記
念
館
リ
ニュ
ー
ア
ル
基
本
構
想

検
討
委
員
会
」
が
発
足
し
、
翌
年
7

月
に
基
本
構
想
が
決
ま
り
、
そ
し
て

２
０
１
６
年
10
月
に
新
館
の
起
工
式

が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
２
０
１
７
年

4
月
1
日
か
ら
1
年
間
休
館
し
、
新

館
建
築
と
既
存
館
（
今
後
は
「
本
館
」

と
い
う
名
称
）
の
内
容
の
リ
ニュ
ー
ア
ル

工
事
を
行
って
ま
い
り
ま
し
た
。

新
館
は
、
重
要
文
化
財
な
ど
貴
重

な
資
料
を
保
存
、
展
示
す
る
た
め
に

必
要
な
機
能
（
温
湿
度
管
理
、
塩
害

対
策
、
防
塵
、
遮
光
、
防
火
機
能

等
）
を
完
備
し
た
収
蔵
庫
、
展
示
室

を
備
え
た
施
設
と
し
て
新
し
く
開

館
し
ま
す
。
展
示
室
は
従
来
の
展

示
ス
ペ
ー
ス
よ
り
も
広
く
な
り
ま

す
。
２
０
１
７
年
末
の
時
点
で
新
館

の
建
築
工
事
が
終
わ
り
、
内
装
作
業

の
真
っ
最
中
で
す
。
展
示
室
も
現
在

展
示
準
備
中
で
あ
り
、
残
念
な
が

ら
、
今
は
何
も
資
料
は
並
ん
で
い
な

い
空
っ
ぽ
の
状
態
で
す
。
年
明
け
後

に
は
本
格
的
に
展
示
作
業
も
始
ま
り
、

オ
ー
プ
ン
後
は
「
龍
馬
の
生
涯
」
を

系
統
的
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

大
胆
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
本
館

も
現
在
鋭
意
工
事
中
。
こ
ち
ら
に
は
、

映
像
や
イ
ラ
ス
ト
を
多
用
し
た
、
わ

か
り
や
す
い
展
示
や
体
験
型
展
示
な

ど
の
楽
し
い
コ
ン
テ
ン
ツ
が
並
び
ま

す
が
、
新
館
同
様
、
現
在
工
事
中
の

た
め
何
も
な
い
状
態
で
す
。
ど
の
よ

う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
体
験
で
き
る
の

か
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

本
格
的
な
博
物
館
「
新
館
」
と
楽

し
く
龍
馬
や
幕
末
に
親
し
む
「
本
館
」

の
2
館
体
制
と
な
って
、
4
月
21
日
に

新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る
高
知
県
立

坂
本
龍
馬
記
念
館
の
今
後
の
活
動
に

ご
期
待
く
だ
さ
い
。�

河
村
　
章
代

着工から記念館の「今」まで

新館にはホールもできました。（2017 年 10月 1日）温かみ感じる、木の受付カウンター。（2017 年 10月 1日）

看板もたちました。
（2017年12月14日）

周りの道の整備もすすみます。
グランドオープンまで、あとわずかです！
（2017 年 12月 14日）



拝
啓 

龍
馬
殿

「
平
成
の
龍
馬
」

私
は
平
成
の
龍
馬
（
鞆
龍
馬
）。福

山
県
立
博
物
館
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。貴
殿

に
逢
い
た
く
て
…
や
っ
と
逢
え
ま
し
た
。嬉

し
か
っ
た
で
す
。鞆
の
浦
は
龍
馬
ゆ
か
り
の

地
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
頑
張
っ
て
い
ま
す
。龍

馬
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
か
、全
国

の
皆
様
に
お
話
を
し
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら

も
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
7
月
14
日　

広
島
県
福
山
市　

T
・
O　

60
歳　

男
性
）

「
楽
し
か
っ
た
」

龍
馬
の
数
々
の
手
紙
に
く
わ
し

く
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
て
、と
て
も
読
む
の

が
楽
し
か
っ
た
で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
7
月
15
日　

埼
玉
県　

K
・
H　

68
歳　

女
性
）

「
り
ょ
う
ち
ゃ
ん
」

30
年
も
前
の
頃
で
す
が
、
私
が
塾

に
勤
め
て
い
た
と
き
に
若
い
教
師
が
私
に
興

奮
気
味
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
、今
で
も
よ
く

覚
え
て
い
ま
す
。『
僕
は
坂
本
龍
馬
が
大
好
き

で
、本
は
何
回
も
読
ん
で
い
ま
す
。僕
の
子
ど

も
が
最
近
生
ま
れ
た
の
で
子
ど
も
に
「
り
ょ

う
ち
ゃ
ん
」と
名
付
け
ま
し
た
。ま
た
不
思
議

な
こ
と
に
子
ど
も
の
背
中
に一
面
の
黒
い
毛
が

生
え
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
も
龍
馬
が
生
ま
れ

た
と
き
と
同
じ
で
し
た
！
』彼
は
こ
ん
な
風
に

龍
馬
が
大
好
き
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
あ

れ
か
ら
30
年
も
た
ち
ま
す
。「
り
ょ
う
ち
ゃ
ん
」

は
ど
ん
な
子
に
育
っ
て
い
る
か
な
ぁ
！

（
7
月
15
日　

広
島
市　

H
・
K　

80
歳　

女
性
）

「
教
科
書
で
知
っ
た
」

貴
方
様
の
こ
と
は
小
学
校
の
時
か

ら
教
科
書
で
知
り
、そ
れ
か
ら
ず
っ
と
勉
強
し

て
お
り
ま
し
た
。
奥
様
の
お
龍
様
と
は
3
年

間
し
か
生
活
で
き
な
か
っ
た
と
知
っ
た
時
は

衝
撃
で
し
た
。
同
じ
女
と
し
て
寂
し
く
悲
し

い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
が
貴
方
様

の
お
こ
な
っ
て
き
た
事
は
正
し
く
清
い
事
だ

と
信
じ
て
い
る
方
々
は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
の
で
、
お
龍
様
も
直
ぐ
立
ち
直
ら
れ

た
で
し
ょ
う
。こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
一
人
の

フ
ァ
ン
と
し
て
追
い
つ
づ
け
ま
す
の
で
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
7
月
16
日　

広
島
県
福
山
市　

C
・
S　

16
歳　

女
性
）

「
拍
手
！
」

志
な
か
ば
で
さ
ぞ
御
無
念
だ
っ
た

と
お
察
し
致
し
ま
す
。
あ
な
た
様
の
「
思
い

立
っ
た
ら
即
行
動
！
」見
習
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
短
か
っ
た
け
ど
、と
て
も
や
り
甲
斐
の
あ

る
充
実
し
た
日
々
を
送
ら
れ
ま
し
た
ね
。
こ

ち
ら
も
見
習
い
た
い
と
思
い
ま
す
。か
っ
こ
よ

く
ス
テ
キ
な
人
生
に
拍
手
で
す
！

（
7
月
21
日　

広
島
市　

K
・
S　

56
歳　

女
性
）

「
家
族
で
龍
馬
フ
ァ
ン
」

土
佐
に
家
族
で
旅
行
に
行
っ
て
以

来
、家
族
で
龍
馬
様
の
大
フ
ァ
ン
で
す
。た
く

さ
ん
の
事
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

日
本
を
洗
た
く
し
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
来
年
家
族
で
桂
浜

へ
行
っ
て
み
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

（
広
島
県
福
山
市　

Y
・
K　

40
歳　

女
性
）

「
温
故
知
新
」

江
戸
時
代
の
激
動
の
中
、
私
心
の

か
け
ら
な
く
働
か
れ
た
こ
と
大
変
に
尊
敬

し
、行
動
を
す
る
と
い
う
勇
気
を
み
な
ら
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
龍
馬
さ
ん
を
は
じ
め
、

志
を
持
っ
た
方
々
が
日
ノ
本
に
働
き
を
か

け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
よ
り
今
こ
う
し

て
生
き
て
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か

な
と
思
い
ま
す
。「
古
き
を
温
め
て
新
し
き

を
知
る
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
龍
馬
さ
ん
た

ち
が
生
き
て
き
た
時
代
の
出
来
事
を
、も
う

一
度
し
っ
か
り
知
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。最
後
ま
で
志
を
持
っ
て
行
動
し
た
坂

本
龍
馬
と
い
う
人
が
私
は
大
好
き
で
す
。

（
8
月
3
日　

広
島
県
呉
市　

A
・
O　

22
歳　

女
性
）

「
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
」

私
は
坂
本
龍
馬
フ
ァ
ン
歴
20
年

の
ベ
テ
ラ
ン
で
す
が
、龍
馬
の
事
を
考
え
る

だ
け
で
何
か
ワ
ク
ワ
ク
、ド
キ
ド
キ
を
感
じ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）刀
の
時
代
に

ピ
ス
ト
ル
を
撃
ち
、さ
ら
に
は
万
国
公
法
を

用
い
て
日
本
国
で
初
め
て
の
海
難
事
故
を

処
理
し
た
力
量
は
私
だ
け
で
な
く
、今
の
人

に
も
も
う
一
度
考
え
直
す
べ
き
点
が
い
く

つ
も
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
龍
馬
、
慎
太

郎
、西
郷
、桂
、等
、幕
末
に
は
偉
業
を
残
し

た
偉
人
が
沢
山
い
ま
す
が
、中
で
も
私
は
龍

馬
が
一
番
大
好
き
で
す
。龍
馬
最
高
！

（
広
島
県
尾
道
市　

Y
・
M　

49
歳　

男
性
）

「
台
湾
か
ら
」

拙
者
は
台
湾
か
ら
参
っ
た
、
龍
馬

殿
も
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
京
の
都
で
留
学

し
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
龍
馬
殿
の
大
フ
ァ

ン
と
し
て
、大
河
ド
ラ
マ
『
龍
馬
伝
』を
見
て
、

ゲ
ー
ム
「
龍
が
如
く 

維
新
」を
致
し
た
上
で
、

今
回
の
企
画
展
を
見
学
し
て
、誠
に
感
動
し

て
お
り
ま
す
。龍
馬
殿
の
故
郷
の
土
佐
も
訪

問
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
8
月
30
日　

京
都
市　

M
・
C　

28
歳　

男
性
）

「
り
ょ
う
ま
さ
ん
へ
」

り
ょ
う
ま
さ
ん
が
み
た
せ
か
い
は

ど
う
で
す
か
。り
ょ
う
ま
さ
ん
が
こ
ん
ど
き
た

ら
、お
し
え
て
く
だ
さ
い
。ふ
く
や
ま
と
も
の

う
ら
は
き
れ
い
で
し
ょ
う
。お
り
ょ
う
さ
ん
と

あ
そ
び
に
き
て
く
だ
さ
い
。
ぼ
く
も
と
さ
に

あ
そ
び
に
い
き
ま
す
。
せ
と
お
お
は
し
と
こ

う
そ
く
ど
う
ろ
が
あ
る
の
で
ひ
と
っ
と
び
で

す
。り
ょ
う
ま
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
ま
す
か
。

（
9
月
10
日　

広
島
県
福
山
市　

H
・
K　

6
歳　

男
子
）

＊＊＊編集者より＊＊＊
今回は広島県立歴史博物館でお寄せいただいたメッセージをご

紹介しました。昨年は龍馬没後 150 年ということもあり、各地で
様々なイベントがおこなわれました。再び龍馬への注目が高まり、
新たな龍馬ファンも増えた一年だったと思います。今年は明治維
新 150 年、龍馬記念館のグランドオープンもあります。より多く
の皆様に龍馬の魅力をお伝えできるよう職員が一丸となって開館
準備に取り組んでまいります。� 尾㟢　由紀
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2017年県外巡回展 会場の声
広島  （7/14～9/10）　「龍馬ゆかりの地にて」

県
外
巡
回
展
リ
ポ
ー
ト（
下
）

「
土
佐
か
ら
来
た
ぜ
よ
！
坂
本
龍
馬
展
」は
、昨
年
1
月
か

ら
9
月
ま
で
岡
山
を
皮
切
り
に
熊
本
、東
京
、広
島
と
4
会

場
で
開
催
し
、各
地
盛
会
裏
に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

リ
ポ
ー
ト
最
終
回
は
、巡
回
展
千
秋
楽
に
ふ
さ
わ
し
い
ふ

く
や
ま
草
戸
千
軒
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
広
島
県
立
歴
史
博
物

館
）で
の
様
子
を
、入
館
者
の
声
『
拝
啓
龍
馬
殿
』と
と
も
に

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

龍
馬
資
料
を
一
挙
公
開

「
龍
馬
の
す
べ
て
が
目
の
前
に
」

ふ
く
や
ま
草
戸
千
軒
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

7
月
14
日
～
9
月
10
日

広
い
会
場
いっ
ぱ
い
に
龍
馬
資
料
が
並
ん
だ
。
担
当
者
が

苦
心
工
夫
さ
れ
た
『
龍
馬
展
図
録
』
と
リ
ン
ク
す
る
よ
う
な

幕
末
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
は
、
ま
さ
に
圧
巻
で
あ
っ
た
。

巡
回
展
中
、
最
も
多
い
１
２
１
点
の
当
館
龍
馬
資
料

に
加
え
、
ペ
リ
ー
肖
像
画
（
ハ
イ
ネ
画�

１
８
５
６
年
）

を
は
じ
め
と
す
る
博
物
館
所
蔵
の
幕
末
資
料
群
が
見
る

人
を
引
き
込
ん
だ
。

特
に
福
山
と
龍
馬
を
つ
な
ぐ
「
い
ろ
は
丸
事
件
」
や
、
龍

馬
が
広
島
県
尾
道
市
出
身
の
林
謙
三
（
海
軍
大
尉
・
安
保

清
康
、慶
応
3
年
11
月
）
ら
に
宛
て
た
龍
馬
書
簡
コ
ー
ナ
ー

は
、
海
援
隊
長
就
任
後
、
大
政
奉
還
か
ら
暗
殺
に
向
か
う

龍
馬
の
時
代
を
急
ぐ
姿
が
鮮
明
に
感
じ
ら
れ
た
。

真
っ
先
に
巡
回
展
開
催
の
決
ま
っ
た
同
館
は
、
3
年
の
歳

月
を
か
け
て
中
國
新
聞
社
や
福
山
市

と
の
連
携
に
も
力
を
入
れ
、
地
域
への

呼
び
か
け
を
行
って
来
ら
れ
た
。
Ｊ
Ｒ

福
山
駅
に
隣
接
す
る
会
場
近
く
に
は

駅
構
内
か
ら
ポ
ス
タ
ー
、
パ
ネ
ル
、
の

ぼ
り
ｅ
ｔｃ
。
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
龍

馬
が
い
た
。
教
育
普
及
と
し
て
小
中

高
校
へ
の
来
場
呼
び
か
け
、
高
校
生

と
と
も
に
龍
馬
の
手
紙
を
読
む
朗
読

コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
、
お
茶
会
、
講
演

会
等
週
末
ご
と
の
催
し
も
活
発
だ
っ
た
。

私
も
講
演
会
と
解
説
の
講
師
と
し

て
会
期
中
５
回
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
が
、
会
場
に
は
毎
回
大
勢
の
人
が

あ
ふ
れ
た
。
広
島
県
は
、
坂
本
龍
馬

記
念
館
入
館
者
数
の
中
で
い
つ
も
上

位
に
入
る
県
で
あ
る
。
そ
の
広
島
の

人
々
の
龍
馬
へ
の
思
い
を
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
龍
馬
の

時
代
を
感
じ
さ
せ
る
鞆
の
浦
の
港
を

南
に
し
て
、
備
後
の
国
と
し
て
中
国

地
方
に
存
在
感
を
示
し
て
き
た
同
地

で
、
巡
回
展
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
に
感
慨
一
入
で
あ
っ
た
。

記
念
館
開
館
以
来
初
め
て
の
県
外

巡
回
展
の
終
了
は
、
遠
く
長
い
旅
を

終
え
た
よ
う
な
気
持
ち
で
し
た
。
ご

来
場
者
を
は
じ
め
関
係
の
皆
様
に
心

よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

�

前
田
　
由
紀
枝会場入り口の龍馬と一緒に撮影する家族連れ

博物館前の龍馬のノボリはJR福山駅から
皆を出迎えた



5・龍馬記念館だより

土佐史談会会長
現代龍馬学会理事

宅間 一之

浦
戸
城
天
守
と
石
垣

 

「
浦
戸 

歴
史
の
風
景
」 

⑺

浦
戸
城
の
天
守
、
そ
れ
は
五
間
四
面
の
三
層
で

本
丸
の
最
も
高
い
部
分
に
あ
っ
た
。
入
母
屋
の
屋

根
に
は
本
瓦
が
葺
か
れ
、千
鳥
破
風
も
構
え
ら
れ
、

最
上
層
に
は
高
欄
も
縁
も
つ
け
ら
れ
「
数
奇
を
凝

ら
し
た
」
も
の
と
土
佐
美
術
研
究
家
の
山
本
淳

氏
は
、『
土
佐
美
術
史
』に
記
し
て
い
る
。

い
ま
の
駐
車
場
は
詰
の
段
、
そ
こ
よ
り
７
m
高

い
天
守
台
、
海
抜
59.1ｍ
の
上
に
威
風
堂
々
と
聳
え

る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
天
守
は
高
知
城
の

丑
寅
の
櫓
と
し
て
山
内
氏
に
持
っ
て
い
か
れ
、
天

守
台
も
昭
和
33
年
の
展
望
台
建
設
の
た
め
北
斜

面
が
削
ら
れ
不
正
方
台
形
と
な
っ
た
。
周
囲
は

樹
木
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
古
図
に
は
「
五
間
四

方
」
と
記
録
さ
れ
、
頂
上
に
は
東
西
11ｍ
、
南
北

15ｍ
の
平
場
が
、
ま
た
斜
面
に
は
石
垣
の
石
を
思

わ
す
石
材
の
露
出
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
見
上

げ
る
天
守
台
、
ふ
と
現
存
の
三
重
天
守
を
残
す

弘
前
や
丸
亀
の

城
に
思
い
が
は
せ

る
。平

成
５
年
、

旧
国
民
宿
舎
改

築
の
調
査
に
よ
っ

て
石
垣
が
発
見

さ
れ
た
。
築
山

の
西
壁
に
北
壁
、

そ
し
て
東
壁
か

ら
、
石
の
間
に
小

詰
め
石
を
隙
間

な
く
詰
め
、
少

し
勾
配
を
も
た

せ
た
野
面
の
石

垣
。
さ
ら
に
壮
観
で
あ
っ
た
の
は
東
側

出
丸
東
斜
面
の
石
垣
で
あ
っ
た
。
上
方

は
か
く
乱
さ
れ
失
わ
れ
て
い
た
が
、
基

礎
部
分
が
南
北
に
ほ
ぼ
90ｍ
続
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
景
観
は
浦
戸
城
が

中
世
山
城
か
ら
近
世
城
郭
へ
の
変
化
の

事
実
を
人
々
に
知
ら
せ
、
戦
国
時
代
か

ら
近
世
へ
の
激
動
期
の
社
会
的
背
景
を

そ
の
ま
ま
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
教
え
た
。
平
成
6
年
3
月
に
は
天

守
台
と
保
存
さ
れ
た
石
垣
は
高
知
市

史
跡
に
指
定
さ
れ
、
土
佐
に
お
け
る
浦

戸
城
跡
の
位
置
づ
け
と
、
歴
史
的
復
元

に
よ
る
歴
史
の
風
景
再
現
に
大
き
な
期

待
が
寄
せ
ら
れ
た
。

昭
和
2
年
山
本
淳
氏
は
「
浦
戸
の

天
守
閣
は
高
知
城
の
三
の
丸
の
丑
寅

櫓
と
し
て
建
て
て
あ
っ
て

高
欄
つ
き
の
数
奇
を
凝
ら

し
た
點
よ
り
考
え
る
と
浦

戸
城
は
宏
荘
偉
麗
な
る
城

廓
で
あ
っ
た
こ
と
が
豫
想

せ
ら
る
る
然
る
に
今
や
そ

の
城
趾
は
寒
烟
野
草
に
閉

ざ
さ
れ
て
見
る
影
も
な
い

の
は
洵
に
感
慨
に
堪
え
な

い
。」
と
書
き
残
し
た
。

い
ま
、
ま
た
大
き
く
姿

を
変
え
た
浦
戸
城
跡
。
今

日
も
つ
め
た
い
海
風
が
天

守
台
の
木
々
を
揺
す
り
な

が
ら
通
り
過
ぎ
て
い
く
。

幕
末
の
文
久
3
年
8
月

17
日
、
孝
明
天
皇
大
和
行

幸
の
御
先
鋒
を
自
任
す
る

尊
王
攘
夷
派
の
志
士
た
ち

が
、
大
和
五
條
の
代
官
所

を
襲
撃
、
代
官
以
下
5
名

を
殺
害
し
て
代
官
所
を
焼

払
い
近
く
の
寺
を
本
陣
と

し
て
「
五
條
御
政
府
」
を

称
え
た
。
し
か
し
、
京
都

に
お
け
る
「
八
・
一
八
の

政
変
」
に
よ
り
天
皇
の
行

幸
は
中
止
、
尊
攘
派
の

公
家
や
長
州
勢
が
京
都
か
ら
一
掃
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
天
忠
組
は
一
転
朝
敵
を
蒙
り

吉
野
山
地
を
追
討
軍
に
追
わ
れ
、
東
吉
野

村
で
事
実
上
壊
滅
し
た
。
こ
の
事
件
は「
天

忠
組
の
変
」
と
呼
ば
れ
て
、
吉
村
虎
太
郎
、

那
須
信
吾
、
安
岡
嘉
助
ら
土
佐
脱
藩
の
志

士
18
人
も
加
わ
っ
て
い
る
。

平
成
25
年
、
天
忠
組
１
５
０
年
を
機
会

に
奈
良
県
内
の
五
條
市･

安
堵
町･

十
津

川
村･

東
吉
野
村
の
四
市
町
村
が
連
携
協

議
会
を
結
成
、
天
忠
組
を
全
国
に
知
っ
て

も
ら
お
う
と
、
官
民
一
体
に
な
っ
て
「
天

忠
組
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
in
東
京
」
を
開
催
し

て
き
た
。

第
5
回
は
、
昨
年
10
月
13
日
、
有
楽
町

の
よ
み
う
り
ホ
ー
ル
で
７
０
０
人
も
の
参

加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。

今
回
の
テ
ー
マ
は「
奥
大

和
に
咲
い
た
維
新
の
桜

～
志
に
散
っ
た
天
忠
組
」。

奈
良
県
立
大
学
客
員
教

授･

岡
本
彰
夫
さ
ん
（
元

春
日
大
社
権
宮
司
）
の

基
調
講
演
「
利
他･

責
任

･

再
生
」
を
は
じ
め
、
映

像
作
家･

保
山
耕
一
さ

ん
の
半
年
に
わ
た
る
ロ

ケ
作
品
「
天
忠
組
桜
紀

行
」
が
上
映
さ
れ
感
動

を
呼
ん
だ
。

吉
野
山
風
に
乱
る
ゝ
も
み
ぢ
葉
は

我
が
打
つ
太
刀
の
血
煙
と
見
よ
（
吉
村

虎
太
郎
）

君
が
た
め
身
ま
か
り
に
き
と
世
の
人
に

語
り
つ
ぎ
て
よ
峰
の
松
風
（
松
本
奎
堂
）

さ
ら
に
、
6
人
の
パ
ネ
ラ
ー
が
志
士
た

ち
の
辞
世
を
切
り
口
に
天
忠
組
志
士
の
心

情
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き

こ
と
に
つ
い
て
討
論
し
た
。

「
一
心
公
平
無
私
」
の
旗
の
も
と
志
な
か

ば
で
斃
れ
た
天
忠
組
。
15
人
の
志
士
が
東

吉
野
村
で
眠
る
。
今
年
は
天
忠
組
１
５
５

年
。
東
吉
野
村
に
住
ま
う
一
人
と
し
て
次

代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
も
天
忠
組
の

「
志
や
心
」
を
伝
え
て
い
き
た
い
。

※
平
成
27（
２
０
１
５
）年
１
月
か
ら
始
ま
っ

た
「
東
吉
野
村
エ
ッ
セ
イ
」は
、前
職
と
現

職
の
奈
良
県
東
吉
野
村
教
育
長
の
お
二

人
に
、吉
村
虎
太
郎
ら
幕
末
か
ら
現
在
ま

で
を
リ
レ
ー
で
話
題
提
供
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
、
丸
３
年
を
機
に
終
了
い

た
し
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

奈良県東吉野村

阪本 基義
東吉野村
エッセイ⑫

天忠組の心を全国へ
天忠組シンポジウムin東京

プログラム

パネルディスカッション
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と
も
称
さ
れ
る
。
仙
味
を
帯
び
た

瓢ひ
ょ
う
い
つ
し
ゃ
だ
つ

逸
酒
脱
の
人
格
は
そ
の
文
章
に
色

濃
く
映
写
さ
れ
て
い
る
。（
潮
江
・

桂
浜
地
区
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
）

大
町
桂
月
は
全
国
を
旅
し
て
紀
行

文
を
残
し
て
い
る
が
、
北
海
道
に
大

正
10
年
、11
年
と
続
け
て
訪
れ
て
お
り
、

蝦
夷
地
開
拓
を
目
指
し
た
坂
本
龍
馬

と
も
少
し
通
じ
る
も
の
を
感
じ
る
。

ま
た
、
北
海
道
中
央
部
、
大
雪
山

北
麓
石
狩
川
上
流
部
に
あ
る
有
名
な

「
層そ

う
う
ん
き
ょ
う

雲
峡
」
は
、
桂
月
が
命
名
し
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
、
ア
イ
ヌ

語
「
ソ
‐
ウ
ン
‐
ベ
ッ
」（
滝
の
あ

る
川
）と
呼
ん
で
い
た
そ
う
。桂
月
が
、

大
正
10
年
（
１
９
２
１
）「
層
雲
峡
」

の
字
を
当
て
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ

る
。龍

馬
が
あ
の
世
で

桂
月
と
出
会
っ
て
い

れ
ば
、
酒
を
酌
み
交

わ
し
、
話
に
花
を
咲

か
せ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
、
一
人
妄

想
し
文
章
を
書
く
パ

ソ
コ
ン
の
前
で
笑
み

を
浮
か
べ
て
し
ま
っ

た
。

�

渡
辺
　
曜
子

�

西
本
　
有
里

桂
浜
の
浜
辺
遊
歩
道
を
龍
頭
岬
に
向
か
う
途

中
、
海
を
眺
め
る
よ
う
に
し
て
「
大
町
桂
月
記

念
碑
」
が
建
って
い
る
。
こ
の
記
念
碑
は
昭
和
4

年
（
１
９
３
９
）、
大
町
桂
月
先
生
記
念
碑
建
設

会
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
側
面
に
和
歌
、

背
面
に
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

「
み
よ
や
見
よ
み
な
月
の
み
の
か
つ
ら
浜　

海
の

お
も
よ
り
い
づ
る
月
か
げ
」

大
正
7
年
、
38
年
ぶ
り
に
故
郷
の
土
を
踏
ん

だ
桂
月
が
愛
弟
子
・
田た

な
か
と
う
よ
う

中
桃
葉
と
桂
浜
に
遊
ん

だ
折
り
の
和
歌
で
あ
る
。
11
歳
の
時
に
高
知
を

離
れ
、
久
し
ぶ
り
に
見
た
高
知
の
美
し
い
景
色
。

桂
月
は
ど
ん
な
思
い
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
。
背
面

の
碑
文
に
は
建
立
し
た
有
志
57
人
の
思
い
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
桂
月
へ
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
って
く
る

内
容
で
あ
る
。

大お
お
ま
ち
け
い
げ
つ

町
桂
月
（
１
８
６
９
～
１
９
２
５
）
は
高

知
市
出
身
の
文
人
。
名

は
芳よ

し
え衛

。
雅
号
桂
月
は

月
の
名
所
桂
浜
に
因
み
、

「
桂け

い
ひ
ん
げ
っ
か
ぎ
ょ
ろ
う

浜
月
下
漁
郎
」
を
縮

め
た
も
の
。
桂
月
の
文

業
は
美
文
・
韻
文
・
随

筆
・
紀
行
・
評
論
・
史

伝
・
人
生
訓
な
ど
多
彩
、

著
書
２
０
０
余
冊
。
文

章
は
平
明
自
由
で
、
一

世
を
風ふ

う
び靡
し
た
。
終
生

酒
と
旅
を
愛
し
、
酒
仙

と
も
山
水
開
眼
の
士

「
桂
浜･

浦
戸
　
碑
め
ぐ
り
」
❽
　

　
終
生
酒
と
旅
を
愛
し
た
文
人

「
大
町
桂
月
記
念
碑
」

※端末の環境により、イメージが認識されるまでに時間がかかる場合や、
正常に動作しない場合があります。

※本コンテンツは2018年３月31日まで閲覧可能です。

① 右のＱＲコードから無料アプリ「ＣＯＣＯＡＲ２」をダウンロード　
② アプリを起動し　　  マークのついた写真にスマホをかざす

飛騰の紙面にスマホをかざして動画を見よう！ 視聴方法は簡単！

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
に
期
待
す
る
③

　

第
３
回
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
知
放
送
局
キ
ャ
ス
タ
ー
の
和
田
知

子
さ
ん
、
地
元
浦
戸
竜
宮
祭
実
行
委
員
の
山
本
和
代
さ
ん
、 

そ
し
て
当
記
念
館
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
の
小
松
ゆ
き

え
さ
ん
、女
性
３
名
の
期
待
の
声
を
お
届
け
し
ま
す
。

「
龍
馬
が
作
っ
た

つ
な
が
り
」

取
材
を
通
し
て
日
々
多
く

の
人
と
出
会
う
私
に
と
っ
て
、

人
と
の
交
流
を
大
切
に
し
た
龍

馬
は
お
手
本
で
す
。
薩
長
同
盟

や
大
政
奉
還
が
成
し
遂
げ
ら
れ

た
の
は
、
龍
馬
の
幅
広
い
人
と

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。
こ

の
龍
馬
が
作
っ
た
つ
な
が
り
が
、

新
し
い
記
念
館
を
拠
点
に
し
て

現
代
に
も
広
が
っ
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。（
談
）

ＮＨＫ高知放送局
キャスター

和田　知子さん

「
祝
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
」

待
望
の
オ
ー
プ
ン
を
お
祝
い

申
し
上
げ
ま
す
。昨
年
１
月
、龍

馬
暗
殺
５
日
前
に
書
か
れ
た
手

紙
が
発
見
さ
れ
た
と
の
報
道
後
、

高
知
で
も
高
知
城
歴
史
博
物
館

な
ど
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
に
「
新
国
家
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
、
龍
馬
の
思
想
の
先

進
性
を
確
認
し
ま
し
た
。現
代
、

特
に
政
治
的
課
題
に
直
面
す

る
時
、
龍
馬
の
意
見
を
聞
き
た

い
と
思
う
の
が
常
に
あ
り
ま
す
。

高知市浦戸並
ナラビ

地区
竜宮祭実行委員

山本　和代さん

今
後
の
研
究
、展
示
、イ
ベ
ン
ト

が
楽
し
み
で
す
。（
談
）

「
実
物
を
見
る
」

私
は
、平
成
14
年
か
ら
カ
ル

チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
を
し
て
い

ま
す
。
常
々
、
立
地
条
件
か
ら

（
桂
浜
が
近
い
の
で
塩
害
が
あ

る
）
実
物
史
料
の
展
示
は
な
か

な
か
難
し
い
と
聞
い
て
い
ま
し

た
が
、新
館
は
大
丈
夫
と
の
事
。

複
製
で
は
な
く
実
物
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
の
は
、
歴
史
フ
ァ

ン
に
と
っ
て
何
よ
り
も
嬉
し
い

事
だ
と
思
い
ま
す
。
４
月
が
待

ち
遠
し
い
で
す
。（
談
）

中
村
　
昌
代

坂本龍馬記念館
カルチャーサポーター
小松 ゆきえさん

職員紹介
「グランドオープンに

向けて頑張ります」
11月よ
り坂本龍
馬記念館
に勤務す
ることに

なりました、中西洸太朗
と申します。私は今年の
9月まで7年半県外で暮ら
していました。今回地元
である高知県に帰ってき
て、高知の魅力を伝える
仕事がしたいと考えてい
ました。高知の象徴とも
言える坂本龍馬を伝えて
いくことに尽力したいと
思います。

中西　洸太朗



学
芸
員
の
視
点 髙山　嘉明

龍馬の手紙を読む
―くずし字を活字にするということ―

7・龍馬記念館だより

当
館
が
所
蔵
す
る
龍
馬
の
手
紙
を
集
成
し
た

『
龍
馬
書
簡
集
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

龍
馬
の
手
紙
の
全
文
を
翻
刻
（
活
字
に
な
お
す

こ
と
）
し
、
そ
れ
を
現
代
語
に
訳
す
る
と
い
う
、

当
館
の
企
画
に
な
る
本
で
あ
る
。
現
在
、
そ
の

改
訂
版
の
編
集
作
業
を
続
け
て
い
る
。
龍
馬
の

生
の
声
を
現
代
語
に
訳
す
る
こ
と
の
苦
労
は
容

易
に
想
像
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
そ
れ

と
は
別
に
、
龍
馬
が
書
い
た
文
章
を
現
行
の
活

字
に
改
め
る
作
業
も
、
同
じ
く
ら
い
我
々
を
悩

ま
せ
る
。
今
回
は
、
そ
の
苦
労
に
つ
い
て
若
干

記
し
て
お
き
た
い
。

漢
字
な
の
か
仮
名
な
の
か

現
代
社
会
で
使
わ
れ
る
日
本
語
の
文
字
は
、
基

本
的
に
漢
字
と
仮
名
（
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
）

の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
、

漢
字
と
仮
名
の
中
間
体
の
よ
う
な
文
字
を
頻
繁
に

用
い
る
。
一
般
的
に
変
体
仮
名
と
い
わ
れ
る
の
が

そ
れ
で
、
文
字
通
り
漢
字
が
崩
れ
て
体
を
変
え
た

よ
う
な
字
形
を
し
て
い
る
。
一
方
、「
く
ず
し
字
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
漢
字
も
楷
書
で
書
か
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
原
形
を
と
ど
め
な

い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
崩
し
て
書
か
れ

た
漢
字
と
、
変
体
仮
名
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
異
な
る

形
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論

を
い
え
ば
、
こ
れ
ら
に
大
き
な
違
い
は
な
く
、
ほ

と
ん
ど
同
形
と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
あ

る
文
字
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
漢
字
な
の
か
仮
名
な

の
か
、
そ
の
字
単
体
で
正
解
を
出
す
こ
と
は
難
し

改訂版で追加される手紙（慶応元年 12月 14日）の一節。「一筆啓上」で始まるかしこまった文体の手紙は、乙女宛などとは異なる龍馬の一面を見せる。
Ａは変体仮名の「た（多）」、Ｂは合字の「ゟ」、Ｃは助詞の「而」。

い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
判
断
材
料

と
し
て
は
文
脈
し
か
な
い
。

助
詞
の
扱
い
の
難
し
さ

さ
ら
に
悩
ま
し
い
の
は
助
詞
で
あ

る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
て
」

や
「
え
」（
現
在
の
表
記
で
は
「
へ
」）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
現
行
の
漢
字
と

も
仮
名
と
も
言
い
難
い
形
で
は
あ

る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
漢
字

（
「
而
」
や
「
江
」）
に
近
い
形
が
書

か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
で
は
、
こ
れ

ら
の
助
詞
は
、
書
き
手
（
龍
馬
）
の

意
識
と
し
て
、
漢
字
を
書
こ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
名
を
書
こ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

漢
字
で
も
仮
名
で
も
な
い
文
字
を
書

こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ

し
か
認
識
し
な
い
現
代
の
我
々
に
は

到
底
知
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
活
字
化
に
あ
た
っ
て
は
漢

字
か
仮
名
の
ど
ち
ら
か
で
表
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
結
果
的
に
、

こ
れ
ら
助
詞
に
つ
い
て
は
、
用
例
が

特
殊
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
仮
名
と
は

み
な
さ
ず
漢
字
で
表
す
の
が
通
例
だ

が
、
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
の
読
み

や
す
さ
の
問
題
を
含
め
て
、
い
つ
も

悩
む
こ
と
で
あ
る
。

今
で
は
使
わ
れ
な
い
文
字

現
代
人
の
感
覚
と
か
け
離

れ
す
ぎ
て
、
逆
に
踏
ん
切
り

の
つ
く
も
の
も
あ
る
。
今
は

存
在
し
な
い
「
ゟ
」
や
「
ヿ
」

な
ど
の
文
字
で
あ
る
。
近
世

史
料
に
触
れ
た
こ
と
の
あ
る

方
に
は
お
馴
染
み
だ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
合ご
う

字じ

と
呼
ば
れ
る
種

類
の
文
字
で
あ
る
。
二
つ
の

仮
名
文
字
が
合
体
し
た
と
解

釈
で
き
る
特
殊
な
文
字
で
、

読
み
方
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
よ
り
」「
コ
ト
」
と
読
む

の
が
正
し
い
。
フ
ォ
ン
ト
の

充
実
に
よ
り
合
字
の
一
部
は

簡
単
に
再
現
可
能
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
ら
を
違
和
感
な
く

読
め
る
現
代
人
が
一
体
ど
れ

ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。

明
治
維
新
１
５
０
年
。

我
々
が
当
た
り
前
の
よ
う

に
使
っ
て
い
る
文
字
も
、

１
５
０
年
後
の
人
々
を
悩
ま

せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
―
―
そ
ん
な
こ
と
に
思
い

を
馳
せ
つ
つ
龍
馬
の
手
紙
と

向
き
合
う
日
々
で
あ
る
。

A

B

C
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2018年4月21日(土)
グランドオープン！
国民宿舎「桂浜荘」に移設しておりました 
記念館仮事務所は、昨年 12 月に高知県
立坂本龍馬記念館の新館 1 階への移転
を完了いたしました。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げ 
ます。
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「飛騰」に対するご意見ご感想などお寄せください

館だより“飛　騰”第�104�号（年４回発行） 表紙題字：書家�沢田 明子氏
発行日　2018（平成30）年１月１日
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編 集 後 記
12月下旬の事務所引っ越し作業。8か月余りのお隣、国民宿舎「桂浜荘」での仮事務所

生活がもうすぐ終わる。そんな中での「飛騰」執筆と発送作業であった。いつも以上に気持
ちが急く気がした。
さて、新しい年を迎え、平成もあと1年数カ月。多くの方が、時代のカウントダウンが始まっ

た気分になったのでは…。本年4月21日、記念館のグランドオープンはつまり、「志国土佐・
維新博」第二幕のスタートである。気持ちを引き締め、日々の一歩を進めよう。� （ゆ）

■ 展示の見どころ
新館の展示は、常設展示室と企画展示室、ジョン
万次郎展示室の３部屋となる。これまでとの違いは、
順路に沿ってご覧いただくことで、龍馬の手紙を古
い年代から順番にご覧いただくことができる点であ
る。当たり前のことだが、これまでは展示ケースの
問題から、それが出来なかった。常設展示スペース
も２倍近くに広がるため、時代背景の展示も可能と
なる。こうした変化により、龍馬への理解がより深
まることは間違いない。
また、展示室や展示ケースは、温湿度管理を徹底できる仕様になっており、安心して実物資料が展示できる。その
ため、企画展は、他館から貴重な資料を借用できるようになり、充実した内容となる。� 三浦　夏樹

■ 広くなったミュージアムショップ
平成30年4月、本館の出口に新しいミュージアムショップがオープンします。
約一年をかけ、ショップ検討会を立ち上げ、皆で商品を検討してきました。
沢山の業者さんや個人の方々からの提案があり、一つ一つ意見を出しあいなが
ら決定するもの、残念ながら不採用になったものなどありましたが、今までに
ない様々な商品が揃いました。
また、検討会を重ねるうちに、自分たちの手で作り上げたものを新しいショップに
並べたいという思いが強くなり、記念館オリジナル『龍馬・家紋缶バッチ』が誕生しました。書籍やグッズも皆で熟慮し、検
討したものを取り揃えています。四季折々の桂浜と龍馬の”風”を感じて頂けるよう、ディスプレイにも工夫を凝らしています。
館内見学のあと、お帰りの際には、是非、お立ち寄りください。	 中平　文

■ 図書コーナーの充実
図書コーナーは以前と同じ場所に、やや拡充したスペースで登場。書棚
や座席も増えるため、オープンを機会に蔵書を充実させる予定である。特
に、子ども向けの分かりやすい歴史の本が少なかったため、龍馬以外にも
幕末や日本史に関わるまんが、伝記、図鑑などを中心に発注をすすめている。
大人向けも、写真本や近年の研究成果が反映された新刊本を重点的にそろ
えている。残念ながら貸出はおこなわないが、子どもから大人まで、ゆっ
くり本を楽しめるような空間としたい。	 亀尾　美香ガラス張りの新しい図書コーナー

ミュージアムショップグッズ

新館完成予定図
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私のテーマ

変わる事のない龍馬像
政井　寛保

私
に
と
っ
て
昨
年
、
龍
馬
没
後

1
5
0
年
と
い
う
年
は
節
目
の
年
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
私
が
龍
馬
を
知
り

好
き
に
な
っ
た
年
、
1
9
8
5
年
が
偶

然
に
も
龍
馬
生
誕
1
5
0
年
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
生
誕
1
5
0
年
と
い
う
事

は
後
で
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
時
発

売
さ
れ
て
い
た
記
念
品
は
今
も
大
事
に

持
っ
て
い
る
。

さ
て
本
題
に
入
る
。
そ
の
間
、
様
々

な
研
究
は
進
ん
で
き
た
。
し
か
し
32
年

前
と
現
在
の
龍
馬
像
は
あ
ま
り
変
化
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

実
際
に
龍
馬
研
究
で
変
化
し
て
き
た
事

を
簡
単
に
何
例
か
挙
げ
て
み
る
。

〇
誕
生
日
と
命
日
は
同
じ
日
で
は
な

い
可
能
性
が
あ
る
。

〇
龍
馬
愚
童
説
の
否
定
。

〇
龍
馬
の
成
長
期
の
人
間
形
成
に
お

い
て
姉
乙
女
よ
り
も
継
母
伊
与
の

影
響
が
大
き
い
。

〇
薩
長
同
盟
の
際
、一
緒
に
上
京
し
た

長
府
藩
士
三
吉
慎
蔵
の
非
護
衛
説
。

〇
船
中
八
策
は
実
際
に
存
在
し
な
い
。

〇
海
援
隊
（
亀
山
社
中
）
に
お
い
て

成
功
し
た
海
運
業
は
ほ
ぼ
皆
無
に

等
し
い
。

〇
大
政
奉
還
論
は
龍
馬
の
論
で
は
な

く
慶
応
3
年
当
時
の
政
治
社
会
で

は
共
通
事
項
で
あ
っ
た
。

〇
龍
馬
は
最
初
か
ら
不
戦
平
和
主
義

者
で
は
な
く
、
薩
長
両
藩
と
足
並

を
揃
え
て
土
佐
藩
の
武
力
挙
兵
を

促
そ
う
と
し
て
い
た
武
力
討
幕
派

で
あ
っ
た
。

以
上
、
何
例
か
挙
げ
て
は
み
た
が
、

私
の
勉
強
不
足
も
あ
り
正
確
で
は
な

い
事
も
あ
る
の
で
、
そ
の
辺
り
は
ご

了
承
頂
き
た
い
。

尚
、薩
長
同
盟
（
盟
約
）
に
関
し
て

は
軍
事
同
盟
か
否
か
等
で
盛
ん
に
議

論
さ
れ
、坂
本
龍
馬
記
念
館
で
も
「
再

検
証
・
薩
長
同
盟
」
展
が
開
催
さ
れ
た

程
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
明
治

維
新
以
降
の
政
府
が
薩
長
で
固
め
ら

れ
た
事
実
か
ら
見
て
も
歴
史
的
な
事

件
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
上
で
新
発
見
さ
れ
た「
京
坂

書
通
写　

慶
応
二
年
丙
寅
正
月
」
が

今
後
の
研
究
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

筈
で
あ
る
。（
宮
川
禎
一
氏
の
薩
長
同

盟
リ
ー
ク
説
は
非
常
に
興
味
深
く
納

得
さ
せ
ら
れ
た
。）

坂
本
龍
馬
を
正
確
に
知
る
の
は
難

し
い
。
正
確
に
知
る
に
は
あ
ま
り
に

も
史
料
が
少
な
過
ぎ
る
。
し
か
し
今

後
も
お
そ
ら
く
龍
馬
の
関
係
史
料
が

見
付
か
る
事
だ
ろ
う
。
そ
の
度
に
史

実
も
変
化
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

正
確
に
史
実
を
知
っ
て
受
け
入
れ
て

い
く
事
も
龍
馬
フ
ァ
ン
と
し
て
大
事

な
事
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
史
実
だ

け
で
龍
馬
を
捉
え
る
事
が
で
き
な
い

の
も
坂
本
龍
馬
の
魅
力
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
描
く
龍
馬
が

あ
る
の
も
当
然
の
事
な
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
私
の
好
き
な
龍
馬
の
逸
話

を
紹
介
し
た
い
。「
あ
る
時
、
不
意

に
高
松
家
を
訪
れ
た
龍
馬
は
姉
や
高

松
家
の
人
々
に
挨
拶
も
せ
ず
、
海
の

見
え
る
高
松
家
の
縁
側
に
座
り
一
日

中
、
海
を
見
て
い
た
と
い
う
。（
安

田
村
の
郷
士
の
邸
は
み
な
高
台
に
あ

り
、
よ
く
海
が
眺
望
で
き
た
。）
龍
馬

は
何
か
を
考
え
て
い
る
ら
し
く
、
女

中
は
何
も
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
。
夕
方
に
な
る
と

龍
馬
の
姿
は
な
か
っ
た
。
再
び
挨
拶

「

」
も
せ
ず
、
龍
馬
は
高
松
家
を
辞
し
て

い
た
と
い
う
。」
こ
の
話
は
高
松
家
へ

女
中
と
し
て
奉
公
し
て
い
た
女
性
が

目
撃
し
た
龍
馬
に
つ
い
て
の
逸
話
だ

が（
出
典　

小
美
濃
清
明
著『
坂
本
龍

馬
・
青
春
時
代
』
土
佐
史
談
会　

内

川
清
輔
氏
の
話
よ
り
）
印
象
に
残
る

光
景
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
こ
そ
龍
馬

の
実
像
の
一
つ
で
あ
り
、
龍
馬

の
可
能
性
を
表
し
て
い
る
様
に

思
わ
れ
る
。
私
達
が
思
い
描
く

龍
馬
像
に
近
い
、
そ
ん
な
光
景

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
史
実
が
ど
う
で
あ
れ

今
後
も
龍
馬
像
は
変
わ
る
事
な

く
続
い
て
い
く
事
で
あ
ろ
う
。」

鳥
取
池
田
家
文
書
「
京
坂
書
通
写
・

慶
応
二
年
丙
寅
正
月
」
よ
り

（
鳥
取
県
立
博
物
館 

所
蔵
）

「



「龍馬の人生をリアルに伝えたい」
～新館、本館の展示設計を手掛ける～ デザインディレクター  高辻  純哉 さん

社
は
東
京
で
す
が
、
メ
ン
バ
ー
の
中

に
は
高
知
出
身
者
も
い
ま
す
。

応
募
前
に
リ
サ
ー
チ
で
記
念
館
を

訪
ね
た
と
き
に
は
、
森
・
前
館
長
に

会
い
、熱
い
思
い
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

―
―
―　

私
た
ち
は
長
年
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

や
新
館
建
設
へ
の
希
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
実
現
に
向
け
て
動
き
始
め
た
と
き
に

は
歓
声
が
上
が
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

開
放
的
な
本
館
は
、
子
ど
も
や
歴
史
を
知

ら
な
い
方
た
ち
も
楽
し
め
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
館
に
。
対
照
的
に
新
館
は
ど
っ
し
り
と
し

た
蔵
の
よ
う
に
、
あ
る
種
閉
鎖
的
で
あ
る
く

ら
い
本
格
的
な
博
物
館
仕
様
に
し
た
い
。
こ

の
対
照
的
な
デ
ザ
イ
ン
が
、
当
初
か
ら
の
コ

ン
セ
プ
ト
で
し
た
。

ま
さ
に
、
森
・
前
館
長
は
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
特

に
本
館
は
、
幼
稚
園
児
が
お
面
を
つ

け
て
走
り
回
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
く
ら
い
の
自
由
な
発
想
で
し
た

ね
。
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
現

実
的
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
発
想
を
ど
こ

高辻純哉さんはいつも軽やかに笑っているイ
メージがある。この笑顔とおつきあいし始め

てから3年以上になった。
2014年 11月に新館、本館（既存館）の展示設
計担当が㈱丹青社（本社・東京）に決定した。以
来、高辻さんは、チームのメンバーとともに所属
の関西支店（大阪）から足繁く通って来ている。
昨秋、新館、本館とも外観はほぼ出来上がり、内
装工事が始まった。それ以降、夜間でも照明が消
えることはない。現場の作業が続いているためだ。
今年 4月から記念館には多くの方たちが来てく
ださるであろう。入館者に喜んでもらえる展示を
めざして取り組んで来た高辻さんに聞いた。

自
由
な
発
想
を
具
体
的
な
展
示
に

―
―
―　

高
辻
さ
ん
と
は
、
け
っ
こ
う
長
い
お
つ
き
あ

い
に
な
り
ま
し
た
ね
。
で
も
、
こ
ん
な
形
で
お
話
し
す

る
機
会
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
展
示
工
事
も

進
み
、
佳
境
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
改
め
て
お
話
を
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
今
回
の
工

事
で
は
、
高
知
県
か
ら
展
示

の
提
案
公
募
が
発
表
さ
れ
、

私
た
ち
が
そ
れ
に
応
募
す

る
こ
と
を
決
め
て
か
ら
記

念
館
を
訪
ね
て
い
ま
す
か

ら
、
か
れ
こ
れ
4
年
に
な
り

ま
す
か
ね
ぇ
。
弊
社
へ
の

委
託
業
務
が
決
ま
っ
た
頃

は
33
歳
だ
っ
た
の
で
、
龍

馬
さ
ん
の
（
亡
く
な
っ
た
）

年
齢
と
重
な
っ
て
、
運
命

を
感
じ
ま
し
た
よ
（
笑
）。

私
た
ち
は
今
回
、
四
国

エ
リ
ア
担
当
と
し
て
チ
ー

ム
を
つ
く
り
ま
し
た
。
本

ま
で
具
体
的
に
引
き
寄
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し

ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
２
つ
の
建
物
の

特
長
は
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
か
っ
た
で

す
。
静
と
動
と
い
う
対
照
的
な
建
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
展
示
の
性

格
分
け
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
。

新
館
は
照
明
の
工
夫
で

資
料
を
強
調

―
―
―　

性
格
分
け
と
い
う
こ
と
は
、
展
示

も
建
物
と
同
じ
よ
う
に
静
と
動
で
す
か
。
具

体
的
に
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
静
で
あ
る
博
物
館
仕
様
の

新
館
で
す
ね
。
常
設
展
示
室
は
か

な
り
広
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
ま

で
よ
り
多
く
の
資
料
を
展
示
し
ま
す
。

し
か
し
、
た
だ
並
べ
る
だ
け
で
は
展

示
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

歴
史
資
料
が
並
ぶ
新
館
は
、
暗
い

展
示
室
内
で
の
装
飾
を
省
き
、
照
明

に
よ
っ
て
龍
馬
の
手
紙
な
ど
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
ま
す
。
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル

に
は
こ
だ
わ
り
た
い
。
資
料
に
だ
け

光
が
あ
た
る
よ
う
な
計
画
を
し
て
い

ま
す
。
資
料
周
辺
の
も
の
の
存
在
を

暗
さ
の
中
で
消
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
資
料
そ

の
も
の
が
見
る
人
に
語

り
か
け
て
く
る
は
ず
で

す
。
背
景
（
空
間
）
が

も
の
（
資
料
）
を
邪
魔

し
な
い
シ
ン
プ
ル
な
関

係
で
す
。
ま
た
、
説

明
版
な
ど
の
デ
ザ
イ

ン
も
工
夫
し
ま
す
。

物
量
、
つ
ま
り
資
料
が
多
け
れ
ば

い
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

学
芸
員
さ
ん
と
相
談
し
な
が
ら
、
展

示
資
料
を
絞
り
込
ん
で
い
く
こ
と
も

大
事
で
す
ね
。

―
―
―　

な
る
ほ
ど
。
実
際
に
資
料
を
展
示

す
る
の
は
ま
だ
先
で
す
が
、
興
味
深
い
お
話

で
す
ね
。　

龍
馬
の
資
料
は
手
紙
が
中
心
で
す
。

手
紙
と
い
っ
て
も
、
現
代
の
私
た
ち

が
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

で
も
、
龍
馬
の
言
葉
を
う
ま
く
伝
え

た
い
。
そ
れ
な
ら
展
示
室
の
外
に
言

葉
の
壁
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
光
の
中
で
龍
馬
の
言

飛　騰　No.104・2
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話題人
インタビュー
話題人
インタビュー

前
田 

由
紀
枝

（
ま
え
だ
・
ゆ
き
え
）

現
代
龍
馬
学
会
理
事

高
知
県
立
坂
本
龍
馬

記
念
館
学
芸
課
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

「龍馬の人生をリアルに伝えたい」
～新館、本館の展示設計を手掛ける～

葉
や
文
字
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
ま
す
。

ま
た
、
龍
馬
は
日
本
と
い
う
国
の
形
を
つ

く
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
龍
馬
の
足
跡
や
大
政
奉
還
の

意
味
な
ど
歴
史
的
な
背
景
は
欠
か
せ
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
い
っ
た
事
象
の
紹
介
と
い
う
も
の

は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
け
ど
ね
。

資
料
展
示
は
来
月
以
降
に
な
り
ま
す
が
、
並

び
終
え
る
ま
で
気
が
抜
け
ま
せ
ん
ね
。

歴
史
を
体
験
す
る
本
館

―
―
―　

で
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
る
本
館
は
ど
ん

な
感
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
面
を
つ
け
た
子
ど
も
た
ち
も
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う

な
展
示
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

お
面
を
つ
け
た
子
ど
も
た
ち
で
す
か
。
そ
れ

は
開
館
後
に
記
念
館
が
主
催
し
て
親
子
の
た
め

の
ツ
ア
ー
や
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
ぜ
ひ

実
現
さ
せ
て
く
だ
さ
い（
笑
）。

人
と
人
が
接
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
は

大
切
で
す
か
ら
ね
。
本
館
2

階
は
、
龍
馬
の
人
と
な
り
や

時
代
を
紹
介
す
る
「
幕
末
広

場
」
で
す
。
記
念
館
の
ア
イ

デ
ィ
ア
が
生
か
さ
れ
る
よ
う

な
設
計
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。

―
―
―　

こ
れ
は
高
辻
さ
ん
に
１
本

取
ら
れ
ま
し
た
（
笑
）。

と
て
も
い
い
ア
ド
バ
イ
ス
な
の
で
、

こ
れ
か
ら
の
ヒ
ン
ト
に
さ
せ
て
も
ら

い
ま
す
。
実
際
は
私
た
ち
も
一
緒
に

展
示
作
業
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
今
ま
で
と
ど
う
違
う
の
か
お
話

し
く
だ
さ
い
。

本
館
は
、
今
ま
で
の
記
念
館

で
す
。
ブ
ル
ー
と
オ
レ
ン
ジ
色

も
鮮
や
か
な
、
ガ
ラ
ス
張
り
の

建
物
で
す
ね
。

そ
の
ガ
ラ
ス
の
ボ
ッ
ク
ス
の

よ
う
な
建
物
の
２
階
に
、
様
々
な
白

い
箱
を
置
く
。
要
す
る
に
、
龍
馬
の

子
ど
も
時
代
か
ら
暗
殺
ま
で
を
パ
ー

ト
ご
と
に
箱
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
紹
介

し
て
い
ま
す
。
箱
の
中
で
は
各
々
違

う
世
界
が
展
開
し
て
い
ま
す
。

以
前
常
設
展
示
室
だ
っ
た
地
下
２

階
は
「
幕
末
写
真
館
」
と
な
り
、
図

書
コ
ー
ナ
ー
を
充
実
さ
せ
る
な
ど
本

館
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
が
本
館
を
歩
く
こ
と
で
、
龍
馬

が
近
代
日
本
を
形
づ
く
る
こ
と
を
決

定
づ
け
た
人
で
あ
る
と
感
じ
て
も
ら

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
発
想
と
歴
史
の
裏
打
ち

―
―
―　

内
装
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
入

館
す
る
お
客
様
と
直
に
接
す
る
と
こ
ろ
な
の

で
、
第
一
に
そ
の
反
応
を
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
３
年
前
の
設
計
当
初
か
ら
多
く
の

ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
て
い
た
だ
き
、
変
更
を

重
ね
て
改
良
し
て
来
ま
し
た
。
私
た
ち
に
は

思
い
つ
か
な
い
発
想
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ア

イ
デ
ィ
ア
に
困
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
。

そ
れ
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
大

学
卒
業
後
、
丹
青
社
に
入
り
、
翌
年

か
ら
歴
史
博
物
館
や
美
術
館
な
ど
の

現
場
で
展
示
設
計
に
関
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
も
う
14
年
に
な
り
ま
す
。

歴
史
で
あ
れ
美
術
で
あ
れ
、
本
を

読
ん
だ
り
写
真
を
見
た
り
し
て
、
自

分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い

き
ま
す
。
今
回
は
や
は
り
司
馬
遼
太

郎
さ
ん
の
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
読
み

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
さ
が
あ

り
ま
す
よ
。
自
分
の
手
が
け
た
も
の

が
地
図
上
に
残
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。

旅
行
を
し
て
も
テ
ー
マ
を
持
っ
た

り
、
見
学
す
る
視
点
は
違
っ
て
き
ま

す
。
最
近
で
は
世
界
三
大
古
戦
場
の

1
つ
と
言
わ
れ
る
ベ
ル
ギ
ー
・
ワ
ー

テ
ル
ロ
ー
に
旅
し
ま
し
た
。

―
―
―　

時
空
を
超
え
た
旅
で
す
ね
。
そ
う

い
っ
た
姿
勢
が
新
し
い
展
示
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
ね
。
最
後
に
、
高
辻
さ
ん
か

ら
見
た
龍
馬
と
は
ど
ん
な
人
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
す
ね
。
龍
馬
は
、
先
を
見

通
す
力
を
持
っ
た
現
実
主
義
者
だ
と

思
い
ま
す
。

私
の
高
祖
父
は
、
高
辻
奈
良
造
と

い
っ
て
鐘
ケ
淵
紡
績
株
式
会
社
（
鐘

紡
の
前
身
）
の
取
締
役
で
、
工
学
博

士
で
し
た
。
渋
沢
栄
一
（
幕
臣
の
ち

に
実
業
家
）
と
一
緒
に
渡
米
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
意
識
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
祖
父
や

渋
沢
を
通
じ
た
龍
馬
と
の
縁
を
感
じ

た
り
も
し
ま
す
。

展
示
の
完
成
ま
で
ま
だ
ま
だ
気
を

抜
け
ま
せ
ん
が
、
チ
ー
ム
の
仲
間
と

と
も
に
皆
様
に
喜
ば
れ
る
展
示
づ
く

り
を
し
て
い
き
ま
す
。

―
―
―　

力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
4
月

の
オ
ー
プ
ン
時
に
は
、
入
館
し
た
方
た
ち
の

笑
顔
に
囲
ま
れ
た
い
で
す
ね
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

高
辻 

純
哉
（
た
か
つ
じ
・
じ
ゅ
ん
や
）

1
9
8
1
年
、
京
都
府
八
幡
市
生
ま
れ

京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
造
形
工
学
科
卒

2
0
0
3
年
株
式
会
社
丹
青
社
入
社

U
C
C
コ
ー
ヒ
ー
博
物
館
、
京
都
文
化
博
物
館
、
大

津
市
科
学
館
な
ど
公
共
施
設
、
各
企
業
の
シ
ョ
ー

ル
ー
ム
・
イ
ベ
ン
ト
会
場
、
企
業
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な

ど
の
展
示
設
計
を
手
掛
け
る
。

現
在
は
、
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
を
は
じ
め
と

す
る
公
共
の
博
物
館
や
企
業
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
展

示
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
。

ま
た
、
家
具
な
ど
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
に

お
い
て
、
海
外
で
の
活
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

p r o f i l e
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コラム・龍馬のこと

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
二
）
ー

「
薩
長
同
盟
と
は
何
か
？
」

宮 

川　

禎 

一

龍
馬
を
主
人
公
に
幕
末
史
を
見
て

い
る
筆
者
か
ら
「
薩
長
同
盟
と
は
何

か
？
」
と
い
う
問
題
を
書
い
て
み
た
い
。

慶
応
元
年
か
ら
龍
馬
や
中
岡
慎
太
郎

ら
が
奔
走
し
て
薩
長
和
解
を
進
め
て
き

た
が
、
慶
応
２
年
１
月
に
京
都
で
会
談

の
の
ち
結
ば
れ
た
薩
摩
藩
と
長
州
藩
と

の
盟
約
が
薩
長
同
盟
と
呼
ば
れ
る
。
薩

摩
は
長
州
を
ど
の
よ
う
に
助
け
、
京

都
の
朝
廷
で
の
地
位
を
回
復
す
る
の
か
、

さ
ら
に
両
藩
は
皇
威
回
復
で一致
し
た
と

い
う
６
箇
条
の
約
定
が
残
る
。
そ
の
条

文
の
意
味
が
ど
う
の
こ
う
の
が
薩
長
同

盟
の
研
究
だ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
最
近
の
筆
者
の
考
え

は
全
く
別
だ
。
薩
長
同
盟
を
藩
同
士
の

「
契
約
関
係
」
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の

は
間
違
って
い
る
と
思
う
。
薩
摩
藩
と
い

う
モ
テ
モ
テ
の
女
性
が
幕
府
と
長
州
藩
と

い
う
老
若
男
性
２
人
か
ら
同
時
に
言
い

寄
ら
れ
て
い
る
状
態
を
脱
し

て
、
幕
府
に
ご
め
ん
な
さ
い

を
し
て
長
州
藩
と
結
婚
し

た
よ
う
な
も
の
だ
。
下
世

話
す
ぎ
る
喩
え
だ
が
こ
れ
が

一
番
し
っ
く
り
す
る
。「
薩

長
は
デ
キ
て
る
」
と
い
う
関

係
を
周
囲
の
人
、
す
な
わ

ち
幕
府
や
諸
藩
が
ど
う
見

た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
方

に
こ
そ
こ
の
同
盟
の
本
質
は

あ
る
の
だ
。
慶
応
２
年
夏
の

第
二
次
長
州
征
伐
に
際
し
、

長
州
藩
の
う
し
ろ
に
薩
摩
藩

が
い
る
と
い
う
状
況
自
体
が

（
薩
摩
藩
が
兵
を
出
し
て

助
け
な
く
て
も
）
長
州
藩

の
大
き
な
防
衛
力
と
な
っ
た
の
だ
。

結
婚
は
契
約
書
で
は
な
く
お
互
い
の

信
頼
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
で
、

年
に
２
回
の
海
外
旅
行
や
離
婚
の
際
は

財
産
の
８
割
を
よ
こ
せ
が
結
婚
の
本
質

で
は
な
い
の
と
同
じ
だ
。
明
治
か
ら
昭

和
の
前
半
ま
で
も
薩
長
同
盟
に
大
き
な

意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
契
約

を
超
え
た
男
女
の
仲
の
よ
う
な
も
の
が

そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
が
文
書
第
一主
義
の
歴
史
研
究
の

理
解
の
及
ば
な
い
部
分
で
あ
る
。
い
が
み

あ
って
い
た
と
さ
れ
る
薩
摩
藩
と
長
州
藩

（
性
格
も
ず
い
ぶ
ん
違
う
）
と
が
な
ん

だ
か
ん
だ
半
世
紀
以
上
も
つ
れ
そ
っ
て
い

た
本
当
の
理
由
は
慶
応
２
年
１
月
に
京

都
で
結
ば
れ
た
「
６
箇
条
の
約
定
」
を

読
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

薩
長
は
奥
深
い
関
係
だ
。
こ
こ
に
解
明

す
べ
き
歴
史
の
要
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

“ 話してみるかよ ”

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
〒 781-0262 高知市浦戸城山 830

TEL（088）841- 0001　FAX（088）841- 0015
mail:gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

慶応 2 年 1 月に薩長交渉が行われた京都の小松帯刀
寓居跡石碑

幕末、土佐藩の運舟買付けのため、通訳者の命を受
けた中濱万次郎に勤められ、共に長崎に旅をした池道
之助。長崎での出来事を日記に残しているのであるが、
その記録の中に坂本龍馬と亀山社中のことが記されて
いる。
「慶応二年四月十九日天気　今日宇和島いろは丸借

り舟船頭市太郎九ツ時出帆　見送り　
二十九日天気　今夜市太郎大坂より帰る　十ヶ日に

なる　浪人舟いろは丸借り受大坂へ行ける所三州箱の
三崎において紀州舟に乗りかけられ　いろは丸ついに
沈み市太郎助かる侍宿坂本龍馬などは後より早船にて
追々来る由　実に不安である」

この後、紀州藩との対談の記録に龍馬の別名才谷梅
太郎の名でその様子が記されている。
「十五日くもり　才谷梅太郎今日紀州へ対談に行く　

森田晋三　浪人者四五十人余り　小そねへ集まる
五月二十二日天気　後藤様　横山　私　常作　才谷

梅太郎　尾小谷孝蔵四五人連れにて聖福寺へ行き紀州
藩と談判いたす」

このような交渉が何度も行われた後、その年の「十一
月十二日紀州より金子八万両持って来られ受取る」と
記されている。正に龍馬が暗殺される３日前のことで
ある。今日ならば電話ですぐに龍馬との連絡ができる
のであるが、当時は飛脚にたよるしかなかった時代で
ある。龍馬は入金のことも知らず、喜ぶ顔を土佐藩も
見ることなく、龍馬はこの世を去ったのであります。

私には３人の孫がいます。その孫たちと、龍馬さんとの繋がりを
感じるエピソードがあるので、お話したいと思います。

 私はかねてから、男の子の孫が生まれたら「龍馬」と名付けたい
と思っていました。３年前に初孫が誕生しましたが、女の子だった
ので、「龍馬」と名付けることができませんでした。数ある名前の候
補の中から、皆の意見が一致して選んだ名前は「夏緒」（かお）とい
う名前でした。夏に生まれ、母親の名前から１字取り、この名前に
なったのですが、あの平井加尾さんを思い出し、龍馬さんとの縁を
感じました。

そして今年、２人目の孫が誕生しました。次も女の子でした。こ
の子には、娘夫婦が「紗南」（さな）と名付けました。偶然にも、ま
た龍馬さんと繋がりのある女性と同じ名前ということで、不思議な
気持ちになりました。

５月には３人目の孫が生まれ、初めての男の子でした。「龍馬」と
いう名前を１番に考えていたのですが、いざとなると何だか恐れ多
くて、名付けることが出来ませんでした。

この子には、生まれたのが初夏の頃だったということもあり、「夏
向」（かなた）と名付けられました。ところが、この子にも、龍馬さ
んとの繋がりを感じるエピソードがあるのです。なんと、誕生日が
５月 27 日。それは、桂浜にある龍馬像の除幕式が行われた日と同じ
日だったのです。

今、こんな３人の孫に囲まれて、私は幸せに暮らしています。夏
緒と紗南には、将来龍馬さんのような素敵な男性と巡りあって欲し
いと思っています。そして夏向には、龍馬さんのように志をもって、
それを成し遂げようと努力する人になって欲しいと願っています。

また、孫たちを連れて高知へ行きたいです。

「池道之助の記録から」
鈴木　典子

「龍馬さんと私の孫たち」
藤長　一美


	104号飛騰.pdf
	104号龍馬学会.pdf

