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龍
馬
に
関
す
る
元
号
と
言
え
ば
、

彼
は
天
保
年
間
に
こ
の
世
に
生
を
受

け
、
弘
化
、
嘉
永
、
安
政
、
万
延
、

文
久
、
元
治
そ
し
て
慶
応
と
8
つ
の

時
代
を
生
き
、
9
つ
目
の
明
治
を
迎

え
る
こ
と
な
く
そ
の
使
命
を
終
え
て
、

天
へ
と
召
し
帰
さ
れ
た
。

　

明
治
・
大
正
生
ま
れ
の
方
が
少
な

く
な
り
、
大
多
数
の
人
々
が
や
っ
と

3
つ
目
を
迎
え
よ
う
と
い
う
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
龍
馬
や
彼
と
同
じ
時
代

を
生
き
た
人
達
に
と
っ
て
は
、
何
と

も
目
ま
ぐ
る
し
い
改
元
ラ
ッ
シ
ュ

だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
も
、
一
世
一
元
が
制
度
化
さ

れ
る
明
治
以
前
に
は
、
改
元
を
行
う

機
会
が
、
君
主
の
代
替
わ
り
あ
っ

た
時
（
代
始
改
元
）
以
外
に
、
吉
事

に
際
し
た
時
（
祥
瑞
改
元
）、
凶
事

を
断
ち
切
る
時
（
災
異
改
元
）
な
ど
、

色
々
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

幕
末
の
激
動
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ

る
ペ
リ
ー
来
航
は
嘉
永
6
年
で
あ
る

が
、
そ
の
翌
年
に
は
安
政
元
年
を
迎

え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
の
11
月

の
初
め
に
は
、
安
政
の
大
地
震
（
正

確
に
は
「
嘉
永
の
」
で
あ
ろ
う
か
）

と
言
わ
れ
る
一
連
の
地
震
の
う
ち
の

東
海
地
震
が
起
き
、
ま
た
、
そ
の
32

時
間
後
に
は
南
海
地
震
が
発
生
し
て

い
る
。

○○元年に向かって

　

そ
し
て
、
こ
の
凶
事
続
き
の
流
れ

を
変
え
る
狙
い
も
あ
っ
て
元
号
を
嘉

永
か
ら
安
政
へ
と
変
え
た
も
の
の
、

次
の
年
に
も
、
飛
騨
地
震
や
江
戸
地

震
、
そ
し
て
東
海
地
震
の
最
大
余
震

が
遠
州
灘
で
起
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

土
佐
の
民
衆
の
間
で
は
、「
安
政
に

し
て
も
地
震
は
止
ま
ぬ
な
り
、
こ
ん

な
こ
と
な
ら
嘉
永
で
も
（
変
え
い
で

も
）
よ
い
」
と
囃
し
立
て
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
大
喜
利
の
お
題
が
「
改

元
」
な
ら
座
布
団
一
枚
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
昨
年
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
・
オ
ー
プ
ン
以
降
、
展
示
環
境
を

巡
っ
て
展
示
計
画
の
一
部
変
更
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
と
い
っ
た
出
来
事
も

あ
っ
た
が
、
県
民
の
皆
様
や
全
国
の

龍
馬
フ
ァ
ン
の
皆
様
か
ら
の
強
力
な

後
押
し
を
得
て
、
入
館
者
数
を
順
調

に
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し

た
中
で
、
11
月
に
は
年
内
の
達
成
目

標
と
さ
れ
た
15
万
人
を
上
回
る
方
々

の
入
館
を
記
録
す
る
な
ど
、
開
幕
か

ら
二
年
目
と
な
っ
た
幕
末
維
新
博
の

メ
イ
ン
会
場
と
し
て
の
役
割
を
何
と

か
果
た
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
紙
面
を

借
り
て
、
博
覧
会
関
係
者
の
皆
様
に

も
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
記

念
館
で
は
今
年
4
月
か
ら
は
、
5
年

間
に
わ
た
る
次
の
指
定
管
理
期
間
が

ス
タ
ー
ト
し
、
年
間
16
万
人
以
上
と

い
う
目
標
に
向
か
っ
て
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
本
号
表
紙
の
四
文
字
熟

語
は
、「
点て
ん
て
き
せ
ん
せ
き

滴
穿
石
」
と
し
た
。
小
さ

な
水
滴
で
も
、
年
月
を
経
て
石
に
も

穴
を
開
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
意

で
あ
る
。

　

亥
年
に
因
ん
で
「
猪
突
猛
進
」
と

言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
た
と
え
猛

進
で
な
く
て
も
、
記
念
館
の
運
営
に

携
わ
る
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら

の
目
標
に
向
か
っ
て
小
さ
な
努
力
を

着
実
に
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
き
な
成
果
を
収
め
て
い
け
れ
ば
と

の
願
い
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。

館
長
　
髙
松 

清
之

　

平
成
最
後
の
新
春
を
迎
え
た
。
5
月
の
改
元
を
巡
っ
て
様
々
な

推
測
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
が
、内
外
の
不
透
明
な
情
況
が
一
掃
さ
れ
、

一
人
ひ
と
り
が
明
日
へ
の
希
望
を
胸
に
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て

い
け
る
時
代
に
相
応
し
い
元
号
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ここは館長の部屋
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高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
で
は

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
（
昨
年
4
月
21

日
）
に
伴
い
、
新
館
に
「
ジ
ョ
ン
万

次
郎
展
示
室
」
を
開
設
い
た
し
ま
し

た
。ジ

ョ
ン
万
次
郎
（
１
８
２
７
〜

１
８
９
８
）
は
坂
本
龍
馬
の
海
援
隊

構
想
に
も
影
響
を
与
え
た
人
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
室
は
常
設
展

示
室
と
企
画
展
示
室
の
間
に
あ
り
、

小
規
模
で
は
あ
り
ま
す
が
、
万
次
郎

研
究
の
拠
点
と
し
て
今
後
発
展
さ
せ

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
開
室
を
記
念
し
た
企
画

展
、
『
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
と
呼
ば
れ
た

男
〜
中
濱
万
次
郎
』
展
を
12
月
29
日

か
ら
開
催
し
て
お
り
ま
す
（
2
月
24

日
ま
で
）
。

※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９月30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！

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

視聴方法は簡単！

＂
万
次
郎
＂
に
は
い
く

つ
か
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。

幡
多
郡
中
ノ
浜
浦
（
現
・

高
知
県
土
佐
清
水
市
中
浜
）

に
漁
民
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
「
万
次
郎
」
と
名
づ
け
ら

れ
た
少
年
は
、
14
歳
の
と
き

出
稼
ぎ
の
漁
で
仲
間
4
人
と

遭
難
。
無
人
島
（
鳥
島
）
に

漂
着
し
約
5
か
月
後
に
ア
メ

リ
カ
の
捕
鯨
船
に
救
出
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
万
次
郎
は
最

初
の
寄
港
地
ハ
ワ
イ
で
仲

間
と
別
れ
、
救
助
さ
れ
た

捕
鯨
船
ジ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ラ

ン
ド
号
の
乗
組
員
と
な

り
、
「
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
」

と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
ま
し

た
。
そ
の
名
前
は
、
同
船

の
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド

船
長
が
つ
け
た
と
言
わ
れ
、

万
次
郎
自
身
も
「Joh

n 
M

ung

」
（
ジ
ョ
ン
・
マ

ン
）
と
署
名
し
て
い
ま
す
。

ジ
ョ
ン
・
マ
ン
は
二
度
の

捕
鯨
船
航
海
を
は
じ
め
と

す
る
船
員
時
代
と
合
衆
国

本
土
で
の
生
活
を
合
わ
せ

た
10
年
間
の
ア
メ
リ
カ
時

代
に
呼
ば
れ
使
わ
れ
た
名

前
で
す
。

自
ら
意
を
決
し
て
24
歳

の
青
年
は
鎖
国
時
代
の
日

本
に
帰
り
、
漂
流
民
・
万

次
郎
と
し
て
取
り
調
べ
を

受
け
ま
す
。
や
が
て
万
次

郎
は
土
佐
藩
か
ら
幕
府
直

参
の
武
士
に
取
り
立
て
、

名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
「
中

濱
万
次
郎
」
と
な
り
ま
し

た
。
つ
ま
り
本
名
は
中
濱

万
次
郎
で
す
。

さ
ら
に
１
９
３
７
（
昭

和
12
）
年
、
作
家
・
井
伏

鱒
二
が
小
説
﹃
ジ
ョ
ン

萬
次
郎
漂
流
記
﹄
で
第

6
回
直
木
賞
を
受
賞
し
、

「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
」
と
い

う
名
前
が
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
近
年
で
は
本
名
よ

り
も
ジ
ョ
ン
万
次
郎
の
名

前
で
人
々
に
親
し
ま
れ
て

お
り
、
当
館
展
示
室
も
こ

の
名
前
で
紹
介
し
て
い
ま

す
。

ジョン・マンから
ホイットフィールド船長宛書簡
（1848 年 10月 30日付）

ア
メ
リ
カ
の
恩
人
へ
送
っ
た

万
次
郎
直
筆
の
手
紙
な
ど
日
本
初
公
開

「
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
と
言
わ
れ
た
男
〜
中
濱
万
次
郎
」
展

好
評
開
催
中～2月24日（日）まで

企画展示室・
ジョン万次郎展示室／新館2階

■特別講演会
　２０１９年1月26日（土）13時〜16時
◇第1部　特別講演「名を求めなかった男・ジョンマン」
　講師 山本 一力（直木賞作家）
◇第2部　座談会「アメリカの風〜万次郎の見た世界」
■講演会
◇「幕末と帆船〜万次郎が歩んだ道」
　講師 草柳 俊二（高知工科大学名誉教授）
♪ミニライブ「ジョン万が見た海へ」
　２０１９年2月9日（土）13時30分〜15時30分
　＊両日とも、新館1Ｆホールで。

■主な展示資料
万次郎自筆書簡5点（勝海舟代筆含む）、『ジョン・

ハウランド号航海日誌』『ライマンホームズ航海日
誌』、 中濱万次郎関係図絵『文物見聞録』（池道之助画）、

「彬
ひ ん さ い の う ご

齋嚢語」「英米対話捷径」「ペリー遠征記」「万延元年
中歳渡米之記」（勝海舟）、「真覚寺日記」ほか29件　70点

万
次
郎
の
人
生
は
、
名
前

の
変
遷
と
と
も
に
大
き
く
3

つ
の
時
代
が
あ
り
ま
す
。
①

土
佐
最
西
端
・
足
摺
岬
の
小

さ
な
漁
村
に
生
ま
れ
育
っ
た

万
次
郎
時
代
②
船
員
と
し
て

成
長
し
た
10
年
間
の
ア
メ
リ

カ
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
時
代
③

帰
国
後
、
開
国
か
ら
明
治
維

新
を
体
験
し
て
71
歳
で
没
す

る
ま
で
の
中
濱
万
次
郎
時
代
。

今
回
の
企
画
展
で
は

「
ジ
ョ
ン
マ
ン
と
呼
ば
れ

た
」
時
代
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
ま
し
た
。
特
別
展
示
と
し

て
万
次
郎
自
筆
の
ホ
イ
ッ
ト

フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
、
及
び
咸

臨
丸
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
あ
っ

た
ブ
ル
ッ
ク
大
尉
宛
の
手
紙

（
い
ず
れ
も
英
文
）
を
日
本

で
初
め
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

特
に
ブ
ル
ッ
ク
大
尉
宛
の
手

紙
は
ブ
ル
ッ
ク
家
門
外
不
出

だ
っ
た
も
の
で
す
。

同
様
に
万
次
郎
た
ち
を
救

出
し
た
と
き
の
記
載
が
あ
る

﹃
ジ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ラ
ン
ド
号

航
海
日
誌
﹄
、
ハ
ワ
イ
で
の

万
次
郎
の
恩
人
・
デ
ー
モ
ン

牧
師
か
ら
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
船
長
に
宛
て
た
手
紙
ほ

か
貴
重
な
私
蔵
資
料
を
ア
メ

リ
カ
か
ら
持
っ
て
き
て
、
初

公
開
し
て
い
ま
す
。
龍
馬
に

も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う

万
次
郎
の
人
生
を
資
料
と
と

も
に
じ
っ
く
り
味
わ
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
田 
由
紀
枝

中濱万次郎から
ブルック大尉宛書簡
（1860 年 5月 7日付）

中濱万次郎からジョン・マンから

定員100人
無料

受付・先着順
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本
年
度
二
つ
め
の
企
画
展
「
大
義
と
忠

誠
の
戊
辰
戦
争
︱
会
津
・
土
佐
・
三
春

の
幕
末
明
治
︱
」
が
終
了
し
た
。
戊
辰

戦
争
勃
発
か
ら
１
５
０
年
の
節
目
、
で

き
た
ば
か
り
の
新
し
い
展
示
室
で
、
他

館
の
資
料
を
数
多
く
、
遠
く
は
福
島
か

ら
借
用
し
、
会
期
も
前
後
期
に
わ
た
る

規
模
の
大
き
な
展
示
会
、
何
も
か
も
初

め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。

　

会
期
は
前
期
が
7
月
17
日
（
火
）
か

ら
8
月
16
日
（
木
）、
後
期
が
8
月
28

日
（
火
）
か
ら
9
月
27
日
（
木
）
の
計

62
日
間
で
、
約
4
万
4
千
人
の
来
場
者

が
あ
っ
た
。
展
示
資
料
は
前
後
期
合
わ

せ
57
点
、
パ
ネ
ル
類
21
点
で
、
前
後
期

の
間
で
一
部
資
料
の
入
れ
替
え
を
行
っ

た
。
会
津
か
ら
は
、
会
津
松
平
家
の
政

治
的
態
度
を
規
定
し
た
と
も
い
え
る

「
御お

家か

訓き
ん

」（
土
津
神
社
蔵
、
福
島
県

立
博
物
館
寄
託
）、
会
津
の
降
伏
式
で

用
い
ら
れ
た
毛
氈
で
あ
る
「
泣
き
ゅ
う
血け
つ
氈せ
ん
」

（
会
津
若
松
市
蔵
）、
土
佐
の
も
の
で

は
、
戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
た
片
岡
健

吉
、
谷
作
七
、
野
崎
正
朝
ら
が
用
い
た

品
々
、
三
春
か
ら
は
河
野
広
中
所
用
の
陣

羽
織
や
断
金
隊
旗
（
三
春
町
歴
史
民
俗
資

料
館
蔵
）
な
ど
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を

展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
戊
辰
戦
争
展

で
は
あ
っ
た
が
、
当
館
で
は
幕
末
か
ら
民

権
期
ま
で
の
長
期
ス
パ
ン
で
、
戊
辰
戦
争

を
戦
っ
た
会
津
と
土
佐
、
と
も
に
民
権
運

動
を
闘
っ
た
土
佐
と
三
春
の
関
係
を
捉
え

る
こ
と
を
目
指
し
、
当
館
な
ら
で
は
の
特

色
を
打
ち
出
せ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
展

示
資
料
と
解
説
を
掲
載
し
た
小
冊
子
も
制

作
し
て
お
り
、
見
逃
さ
れ
た
方
に
は
ぜ
ひ

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
（
当
館
シ
ョ
ッ
プ
に

て
５
０
０
円
で
販
売
中
）。

　

１
５
０
年
が
経
っ
た
今
で
も
、
戊
辰
戦

争
に
対
す
る
考
え
方
は
西
日
本
と
東
日

本
で
異
な
る
。
と
り
わ
け
会
津
を
始
め
と

す
る
東
北
諸
藩
で
は
、
薩
摩
や
長
州
な
ど

新
政
府
側
へ
の
風
当
た
り
も
強
い
と
聞
い

て
お
り
、
展
示
準
備
を
始
め
た
段
階
で
は

会
津
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
も
不
安

が
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
不
安
は
全
て
杞

憂
に
終
わ
っ
た
が
、
一
方
で
＂
戊
辰
の
わ

だ
か
ま
り
＂
も
確
か
に
残
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
東
西
で
の
明
ら
か
な
認
識
の
相
違
、

展示風景（前期）

「戊辰 150 周年」のロゴが使われている会津若
松市のパンフレット。今回全国的に多く使われ
ているのは「明治 150 年」という別のロゴで
ある。

そ
し
て
、
今
後
も
歴
史
的
課

題
と
し
て
＂
戊
辰
の
わ
だ
か

ま
り
＂
に
向
き
合
い
続
け
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
今
回

の
経
験
を
通
じ
て
痛
感
し
た
。

学
芸
員
と
し
て
は
、
大
変
得

る
も
の
の
大
き
い
展
示
会
で

あ
っ
た
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
今
回

資
料
貸
出
や
画
像
使
用
を
快

く
お
許
し
く
だ
さ
り
、
ま
た

展
示
室
の
環
境
問
題
で
ご
心

配
・
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
な

が
ら
も
、
事
情
を
ご
理
解
く

だ
さ
っ
た
関
係
各
位
に
、
改

め
て
こ
の
場
を
借
り
て
深
く

お
礼
申
し
上
げ
た
い
。亀

尾 

美
香

「
大
義
と
忠
誠
の
戊
辰
戦
争

　
ー 

会
津
・
土
佐
・
三
春
の
幕
末
明
治 

ー
」
展
を
終
え
て
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〈
竜
馬
が
ゆ
く
〉
を
は
じ
め
、
龍
馬
を
主

人
公
に
し
た
小
説
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

〈
お
ー
い
、
竜
馬
〉
の
よ
う
に
龍
馬
が
主
人
公

の
漫
画
も
あ
り
ま
す
。
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
、
舞
台
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
も
数
多
く
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
龍
馬
は
ゲ
ー
ム
に
も
な
っ

て
い
ま
す
！
（
〈
維
新
の
嵐 

疾
風
龍
馬
伝
〉）

こ
の
よ
う
に
、
龍
馬
は
様
々
な
芸
能
分
野
で

主
人
公
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
（
登
場
人
物

の
ひ
と
り
と
な
る
と
、
さ
ら
に
作
品
は
増
え

る
!?
）。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
度
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
を
記
念
し
、
龍
馬
を
主
人
公

に
し
た
、
唯
一
の
能
楽
「
創
作
能
〈
龍
馬
〉」
を

11
月
10
日
に
高
知
県
立
美
術
館
能
楽
堂
で
再

演
し
ま
し
た
。

脱
藩
を
企
て
る
龍
馬
（
宇
高
通
成
）
と
沢

村
惣
之
丞
（
種
田
道
一
）
は
、
関
所
で
関
守
の

小
松
何
某
（
宝
生
欣
哉
）
の
尋
問
を
う
け
ま
す
。

龍
馬
は
「
我
が
日
の
本
の
行
き
詰
ま
り
し
は 

内
に
は
上
士
・
下
士
の
争
い
あ
る
も 

外
か
ら

黒
船
の
憂
い
あ
る
も 

た
だ
人
が
人
と
し
て 

持

ち
た
る
力
を
出
し
得
ぬ
こ
そ 

こ
の
日
の
本
の

誤
り
な
り
…
」
と
思
い
を
述
べ
ま
す
。
初
め
は

「
い
よ
い
よ
も
っ
て
通
す
ま
じ
き
ぞ
」
と
脱
藩

を
阻
止
す
る
関
守
も
、
や
が
て
龍
馬
の
話
に

感
じ
入
り
、「
実
に
実
に
道
理
感
じ
入
り
た
り 

此
の
上
は
早
々
関
を
通
す
な
り
」
と
関
所
を
通

す
よ
う
は
か
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
月
の
名
所
」
と
し
て
知
ら
れ
る
桂
浜
は
、

高
知
県
を
代
表
す
る
観
光
地
、
景
勝
地
の
ひ

と
つ
で
す
。
毎
年
11
月
に
は
、
こ
の
桂
浜
を

舞
台
に
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
広
げ
ら
れ

る「
龍
馬
ま
つ
り
」が
行
わ
れ
ま
す
。
今
年
は
、

11
月
18
日
に
第
45
回「
龍
馬
ま
つ
り
in
桂
浜
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
日
は
、リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
後
、
初
め
て
と
な
る
記
念

館
で
の
「
龍
馬
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

新
た
に
で
き
た
新
館
の
ホ
ー
ル
や
、本
館「
海

の
み
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い
」
な
ど
を
会
場
に

色
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま

し
た
。

●
幕
末
朗
読
劇
「
龍
馬
疾
風
録
」

「
東
京
幕
末GA

RA
GE

」
に
よ
る
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
朗
読
劇「
龍
馬
疾
風
録
」を
新
館
ホ
ー

ル
で
上
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
朗
読

劇
」
と
は
通
常
の
お
芝
居
と
は
異
な
り
、
役

者
が
台
本
を
手
に
持
ち
、
演
じ
て
い
く
お
芝

居
で
す
。
大
掛
か
り
な
道
具
も
な
く
、
出
演

者
も
数
名
と
、
シ
ン
プ
ル
な
舞
台
で
す
が
、

そ
の
分
想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
ま
す
。
今

回
の
作
品
で
は
、
龍
馬
が
脱
藩
し
、
新
し
い

日
本
の
た
め
に
奔
走
す
る
日
々
を
2
人
の
役

者
が
演
じ
ま
し
た
。

●
紙
芝
居
「
り
ょ
う
ま
は
と
も
だ
ち
」

朗
読
劇
と
同
じ
く
「
東
京
幕
末

GA
RA

GE
」
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
、
当
館

オ
リ
ジ
ナ
ル
紙
芝
居
「
り
ょ
う
ま
は
と
も
だ

ち
」
を
本
館
・
近
江
屋
で
上
演
し
ま
し
た
。

昔
の
紙
芝
居
の
よ
う
に
、
最
後
ま
で
聞
い
て

く
れ
た
方
に
は
、
豪
華
景
品
が
あ
た
る
く
じ

引
き
も
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
し
ば
し
止
ま
り
て
舞
を
見
せ 

一
期
の
思
い
出

と
な
し
給
へ
」
と
舞
を
所
望
し
ま
す
。
龍
馬
は

舞
を
披
露
し
、
か
ぶ
っ
て
い
た
笠
を
空
に
放
り
、

歴
史
の
中
に
飛
翔
し
て
い
き
ま
す
―
。

龍
馬
脱
藩
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
出
来
事

を
テ
ー
マ
に
し
、
ま
た
台
詞
も
現
代
語
に
近
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
能
楽
作
品
は
初
め
て
能
楽
を

ご
覧
に
な
る
方
に
も
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
創
作
能
〈
龍
馬
〉」
を
作
り
、
主
人
公
の
龍

馬
を
演
じ
た
の
は
、
河
田
小
龍
の
曽
孫
で
あ
り
、

幕
末
史
の
研
究
も
さ
れ
て
い
る
宇
髙
通
成
師
で

す
。
平
成
15
年
秋
、
高
知
県
立
美
術
館
が
開
館

10
周
年
記
念
に
「
河
田
小
龍 

幕
末
土
佐
の
ハ

イ
カ
ラ
画
人
」
を
開
催
し
た
際
、
関
連
企
画
と

し
て
初
演
さ
れ
、
今
回
が
15
年
ぶ
り
の
再
演
と

な
り
ま
し
た
。

（
文
中
の
「 
」
内
の
セ
リ
フ
は
、
宇
髙
通
成

師
作「
創
作
能〈
龍
馬
〉」よ
り
引
用
し
ま
し
た
。）

河
村 

章
代

●
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

　
「
海
の
み
え
る
コ
ン
サ
ー
ト
」

太
平
洋
を
の
ぞ
む
本
館
「
海
の
み
え
る
・

ぎ
ゃ
ら
り
い
」
で
は
、
高
知
県
内
で
活
躍
す
る

音
楽
ト
リ
オ
「
マ
ム
・
レ
ヴ
ィ
―
ユ
」
に
よ
る

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
窓
の
向

こ
う
に
は
、
大
海
原
、
と
き
お
り
ト
ン
ビ
が
空

を
舞
う
…
と
い
う
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、

チ
ェ
ロ
、
フ
ル
ー
ト
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
、

龍
馬
や
海
に
関
連
す
る
曲
を
演
奏
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

●
映
画
上
映
会

龍
馬
を
主
人
公
に
し
た
映
画
は
、
戦
前
か
ら

あ
り
ま
す
（
そ
れ
だ
け
、
龍
馬
は
人
気
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
）。
今
回
は
、
月
形
龍

之
介
主
演
の
〈
海
援
隊
快
挙
〉（
無
声
）
と
坂

東
妻
三
郎
〈
坂
本
龍
馬
〉（
活
弁
士
音
声
入
り
）

の
2
本
を
上
映
し
ま
し
た
。
今
の
映
画
に
見
慣

れ
た
目
に
は
、
白
黒
で
台
詞
が
画
面
に
映
る
戦

前
の
映
画
は
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。

（
〈
海
援
隊
快
挙
〉
は
国
立
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ
よ

り
上
映
素
材
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。）

河
村 

章
代

創
作
能〈
龍
馬
〉

再
演
！

「
龍
馬
ま
つ
り
in
記
念
館
」

盛
況
で
し
た
！

創作能「龍馬」

幕末朗読劇「龍馬疾風録」
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余
計
な
も
の
が
付
い
て
い
る
と
の
声
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
だ
が
、「
せ
ん
た
く
の
手
紙
」
と

し
て
有
名
な
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
大
袈
裟
に

言
え
ば
、
私
に
と
っ
て
こ
の
一
節
（
の
特
に
前

半
）
が
、
龍
馬
と
の
向
き
合
い
方
を
決
定
づ
け

た
。

　

お
そ
ら
く
龍
馬
の
手
紙
の
な
か
で
も
っ
と
も

有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
、
実
は
「
右
申
所
の
姦
吏

を
一
事
に
軍
い
た
し
打
殺
」か
ら
続
い
て
い
る
。

「
姦
吏
」
は
「
よ
こ
し
ま
な
心
を
も
っ
た
役
人
」

の
意
味
で
、
役
人
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
る
際

よ
く
使
わ
れ
る
。
文
脈
上
、
こ
の
「
姦
吏
」
が

幕
府
の
役
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
れ
と
戦
っ
て
打
ち
殺
す
と
い
う
の
は

少
々
穏
や
か
で
な
い
が
、と
も
か
く
こ
れ
が「
日

本
を
今
一
度
せ
ん
た
く
」
す
る
た
め
に
龍
馬
が

考
え
た
具
体
的
な
方
策
な
の
で
あ
る
。た
だ
し
、

こ
こ
で
の
目
的
は
「
平
和
」「
穏
健
」
と
い
っ

た
龍
馬
の
イ
メ
ー
ジ
を
嬉
々
と
し
て
覆
す
こ
と

で
は
な
い
。
私
の
思
い
は
、
そ
こ
か
ら
も
う
一

歩
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

今
回
私
が
お
す
す
め
す
る
の
は
、
坂
本

龍
馬
像
と
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
の
で
き

る
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

　

こ
ち
ら
は
、
毎
年
、
春
と
秋
に
桂
浜
公

園
内
で
開
催
さ
れ
る
「
龍
馬
に
大
接
近
」

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
時
に
の
み
出
現
す
る
ス

ポ
ッ
ト
で
、
公
園
内
に
立
つ
坂
本
龍
馬
像

と
同
じ
高
さ
に
建
て
ら
れ
た
櫓
か
ら
、
日

頃
見
ら
れ
な
い
龍
馬
の
顔
を
至
近
距
離
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
龍
馬
の
目
線
で
太
平

洋
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。春
と
秋
、

そ
れ
ぞ
れ
２
ヶ
月
程
度
の
期
間
限
定
イ
ベ

ン
ト
で
す
の
で
、
プ
レ
ミ
ア
感
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
高
い
所
が
苦
手
な
方
に
は

少
々
緊
張
す
る
階
段
や
高
さ
で
は
あ
り
ま

す
が
、
勇
気
を
出
し
て
上
っ
た
先
か
ら
眺

め
る
景
色
は
心
を
清
々
し
く
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
春
、秋
に
桂
浜
を
訪
れ
た
際
に
は
、

ぜ
ひ
、
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、
素
敵
な

　

昔
も
今
も
、
政
治
の
「
腐
敗
」
を
嘆
く
声

は
あ
る
。
徳
川
将
軍
を
封
建
制
の
絶
対
君
主

と
し
た
江
戸
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同

じ
で
あ
る
。
問
題
は
批
判
の
矛
先
だ
ろ
う
。

数
あ
る
政
治
批
判
の
な
か
で
、将
軍
や
藩
主
、

あ
る
い
は
天
皇
な
ど
の
治
者
が
直
接
そ
の
対

象
と
な
る
こ
と
は
、
幕
末
に
至
っ
て
な
お
ほ

と
ん
ど
例
が
な
い
。
あ
く
ま
で
、
そ
の
取
り

巻
き
（
側
近
、
役
人
）
が
悪
い
と
い
う
論
調

に
な
る
の
が
江
戸
時
代
の
常
で
あ
る
。

　

龍
馬
の
手
紙
中
の
「
姦
吏
」
批
判
は
、
こ

の
よ
う
な
一
般
論
の
範
疇
に
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
せ
ん
た

く
」
云
々
の
表
現
の
巧
み
さ
に
は
恐
れ
入
る

の
だ
が
、
や
や
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

内
容
的
に
は
実
に
平
凡
な
政
治
批
判
で
し
か

な
い
。こ
の
手
紙
に
見
ら
れ
る
の
は
、い
た
っ

て
普
通
の
感
覚
を
持
っ
た
尊
王
攘
夷
の
志
士

坂
本
龍
馬
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
私
が
こ
の

よ
う
な
解
釈
に
至
っ
た
時
、
龍
馬
も
こ
の
時

代
を
「
普
通
」
に
生
き
た
人
間
だ
っ
た
の
か

と
、
あ
る
種
の
安
堵
感
に
包
ま
れ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
若
干
身
構
え
て
向

き
合
っ
て
い
た
龍
馬
と
い
う
人
物
像
が
、
少

し
近
く
に
感
じ
ら
れ
た
。

髙
山 

嘉
明

思
い
出
の
一
つ
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
ち
ら
の
ス
ポ
ッ
ト
は
、

龍
馬
パ
ス
ポ
ー
ト
ス
タ
ン
プ
押
印
対
象
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
龍
馬
パ
ス

ポ
ー
ト
を
お
持
ち
に
な
っ
て
、
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。

西
本 

有
里

右
申
所
の
姦
吏
を
一
事
に
軍
い
た
し
打
殺
、

日
本
を
今
一
度
せ
ん
た
く
い
た
し
申
候
事

ニ
い
た
す
べ
く
と
の
神
願
ニ
て
候

（
文
久
三
年
六
月
二
十
九
日 
乙
女
宛
）

龍
馬
の

　
　  

手
紙01

私
の

お
す
す
め

「
龍
馬
の
目
線
」

「
龍
馬
の
手
紙
」
を
連
載
し
ま
す
。
今
後
さ

ま
ざ
ま
な
方
に
、
龍
馬
の
手
紙
の
う
ち
特

に
思
い
入
れ
の
強
い
一
通
ま
た
は
一
節
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

こ
の
コ
�
ナ
�
で
は
�
当
館
職
員

が
館
内
外
の
お
す
す
め
の
場
所
や

物
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
�

そ
の
第
一
回
目
を
お
届
け
し
ま
す
�

新連載 !

新連載 !
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飛　騰　№108・6

拝
啓 

龍
馬
殿
158通

平
成
30
年
9
月
21
日
〜
12
月
20
日

こ
の
度
、
ミ
ー
ハ
ー
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う

が
、
ゲ
ー
ム
の
人
物
と
し
て
坂
本
さ
ん
が
登
場

し
て
い
る
の
を
見
、あ
な
た
様
の
思
想
、人
柄
が
知
り
た

い
と
、本
州
・
兵
庫
よ
り
参
り
ま
し
た
。人
好
き
の
す
る

性
格
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
お
見
受
け
す
る

お
手
紙
に
、維
新
に
関
す
る
資
料
と
い
い
な
が
ら
、心
が

ほ
っ
こ
り
と
温
ま
る
思
い
で
し
た
。姉
に
し
か
、も
し
く

は
親
し
い
人
に
し
か
見
せ
な
い
よ
う
に
、と
い
う
文
字
を
、

全
て
読
ん
で
か
ら
見
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、最
初
に
書

か
れ
た
方
が
良
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
で
し
た
ら

展
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
）。

志
高
く
生
き
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。大
変

貴
重
な
資
料
を
拝
見
で
き
た
こ
と
、心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

（
9
月
23
日
　
兵
庫
　
27
歳
　
女
性
）

勤
続
30
年
の
特
別
休
暇
に
〝
高
知
〞と
い
う
地
を

選
ん
だ
の
は
坂
本
龍
馬
の
生
き
方
（
考
え
方
）に

た
だ
た
だ
共
感
し
て
い
た
か
ら
で
す
。な
ぜ
こ
ん
な
に
も

人
々
の
心
を
動
か
し
、今
も
輝
き
続
け
る
の
か
、そ
ん
な

と
こ
ろ
に
も
魅
力
を
感
じ
ま
す
。言
葉
に
言
い
表
せ
な
い
。

こ
れ
か
ら
も
あ
な
た
の
遺
し
て
く
れ
た
数
々
の
行
動
に

感
謝
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
き
ま
す
！

（
9
月
25
日
　
埼
玉
　
M
・
N
　
53
歳
　
女
性
）

茨
城
か
ら
高
知
へ
、
本
年
長
き
に
わ
た
る
仕
事

を
終
い
、
龍
馬
さ
ん
と
ち
が
い
無
事
完
結
で
き

ま
し
た
。今
か
ら
の
事
を
考
え
、高
知
で
人
生
の
完
了
を

考
え
て
い
ま
す
。女
房
の
両
親
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。最

後
の
決
断
の
時
で
す
。

（
9
月
26
日
　
71
歳
　
男
性
）

小
学
校
で
日
本
の
歴
史
を
学
ん
で
か
ら
憧
れ
て

い
た
龍
馬
が
生
ま
れ
た
高
知
を
初
め
て
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
、大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。記
念
館
は
多
く

の
資
料
と
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
展
示
で
印
象
深
い
も
の
で

し
た
。今
夜
は
龍
馬
へ
の
思
い
を
は
せ
な
が
ら
高
知
の
美

味
し
い
お
酒
と
料
理
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
9
月
26
日
　
千
葉
　
T
・
T
　
38
歳
　
男
性
）

初
め
て
会
い
に
来
ま
し
た
。本
当
に
嬉
し
く
、そ

し
て
偉
大
な
龍
馬
殿
に
感
激
と
信
頼
と
親
近
感

を
覚
え
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。ま
た
会

い
に
来
ま
す
の
で
！
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

（
9
月
27
日
　
新
潟
　
N
・
K
　
70
歳
　
男
性
）

大
学
生
の
頃
に
『
竜
馬
が
ゆ
く
』を
読
ん
で
以
来

の
フ
ァ
ン
で
す
。医
学
部
を
卒
業
し
て
十
年
、医

師
と
し
て
今
後
の
生
き
方
に
迷
っ
て
、高
知
に
旅
行
に
来

ま
し
た
。私
も
自
分
で
じ
っ
く
り
考
え
て
生
き
て
い
き
た

い
。ま
た
来
る
と
思
い
ま
す
。

（
10
月
2
日
　
青
森
　
T
・
K
　
34
歳
　
男
性
）

あ
な
た
が
亡
く
な
っ
た
年
齢
33
才
に
な
り
ま
し

た
。33
才
に
な
っ
た
ら
、あ
な
た
に
会
い
た
い
と

思
い
高
知
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。あ
な
た
が
作
っ
た
近
代

日
本
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。し
か
し
あ
な
た
は
今

の
日
本
を
見
る
と
悲
し
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
ん
な
国
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
嘆
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。あ
な
た
の
時
代
よ
り
は
る
か
に
日
本
は
豊
か

に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
政
治
は
混
迷
し
、世
の
中
も
暗

い
こ
と
が
多
い
で
す
。そ
ん
な
時
に
あ
な
た
の
生
き
様
を

思
い
出
す
と
、「
よ
し
！
が
ん
ば
ろ
う
！
」と
気
合
い
が
入

り
ま
す
。「
あ
な
た
の
様
に
生
き
た
い
…
」と
よ
く
思
う
と

き
が
あ
り
ま
す
。ま
た
会
い
に
行
き
ま
す
。

（
10
月
5
日
　
熊
本
　
R
・
K
　
33
歳
　
男
性
））

今
か
ら
42
年
程
前
、
学
生
時
代
に
熱
心
に
司
馬

先
生
の
『
竜
馬
が
ゆ
く
』を
読
み
ま
し
た
。そ
れ

ま
で
は
名
前
程
度
し
か
存
じ
て
な
か
っ
た
け
ど
、龍
馬
の

国
家
と
い
う
意
識
、小
さ
い
こ
と
に
こ
せ
こ
せ
せ
ず
、大

望
を
持
て
と
励
ま
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。本
日
来
館
し
て

龍
馬
の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
手
紙
、乙
女
へ
の
手
紙
を
拝

見
し
て
、
改
め
て
龍
馬
の
人
間
と
し
て
の
大
き
さ
に
出

合
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。良
い
展
示
で
し
た
。

（
10
月
7
日
　
東
京
　
M
・
K
　
62
歳
　
男
性
）

小
旅
行
の
つ
も
り
で
国
民
宿
舎
に
泊
ま
り
、
新

し
く
な
っ
た
記
念
館
に
来
ま
し
た
。
海
と
坂
本

龍
馬
と
高
知
大
好
き
で
す
。連
休
明
け
の
仕
事
頑
張
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
10
月
7
日
　
大
阪
　
Y
・
N
　
25
歳
）

昨
日
は
梼
原
町
で
行
わ
れ
た
龍
馬
脱
藩
マ
ラ
ソ

ン
大
会
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
あ
の
険
し
い

山
道
を
龍
馬
さ
ん
も
通
っ
て
行
っ
た
の
か
と
思
う
と
感

慨
深
い
で
す
。こ
の
道
を
通
っ
て
脱
藩
し
た
の
か
な
ぁ
と

思
い
な
が
ら
走
っ
て
い
る
と
こ
こ
を
通
っ
て
自
分
の
今

ま
で
の
殻
を
破
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し

た
。私
も
志
高
く
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

（
10
月
8
日
　
岐
阜
　
H
・
I
　
49
歳
　
女
性
）

あ
な
た
の
す
ご
さ
は
テ
レ
ビ
の
ド
ラ
マ
や
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
知
り
ま
し
た
が
、
本

当
は
ど
ん
な
方
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。た
だ
純
粋
な
思

い
に
正
直
に
生
き
抜
い
た
人
だ
と
思
っ
た
り
、何
か
選
ば

れ
た
人
に
思
え
た
り
。な
か
な
か
強
い
思
い
を
持
っ
て
生

き
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、私
も
私
の

目
の
前
に
い
る
人
や
あ
る
こ
と
に
ま
っ
す
ぐ
に
向
き
合

い
、自
分
な
り
に
一
生
懸
命
生
き
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

高
知
は
ほ
ん
と
う
に
素
敵
な
所
で
す
ね
。

（
10
月
16
日
　
58
歳
　
女
性
）

や
っ
と
記
念
館
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
、
な
ん

だ
か
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
連

れ
て
来
て
く
れ
た
夫
に
も
感
謝
で
す
。私
は
以
前
〝
龍
馬

を
活
か
す
会
〞会
員
で
、夫
と
結
婚
し
長
崎
に
住
ん
で
い

ま
す
。亀
山
社
中
の
近
く
で
、友
人
の
い
な
か
っ
た
私
は
、

当
時
社
中
の
管
理
を
し
て
い
た
本
村
氏
を
子
ど
も
を
連

れ
よ
く
訪
ね
ま
し
た
。現
在
は
、社
中
は
改
装
さ
れ
（
私

と
し
て
は
少
し
残
念
な
ん
で
す
）観
光
客
も
増
え
ま
し
た
。

〝
龍
馬
の
ブ
ー
ツ
〞の
像
も
近
く
に
あ
り
ま
す
。私
、献
金

し
た
の
で
最
後
に
名
前
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
！
こ
こ
の

風
景
と
て
も
ス
テ
キ
で
す
。水
平
線
も
キ
レ
イ
。長
崎
と

ま
た
違
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。龍
馬
が
訪
れ
た
地
、

だ
い
た
い
め
ぐ
り
ま
し
た
。高
知
や
っ
と
来
れ
て
本
当
に

う
れ
し
い
で
す
。明
後
日
か
ら
の
仕
事
も
頑
張
れ
ま
す
。

（
10
月
20
日
　
長
崎
　
K
・
Y
　
57
歳
　
女
性
）

龍
馬
が
見
て
い
た
景
色
や
思
い
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

（
10
月
21
日
　
佐
賀
　
K
・
O
　
49
歳
　
男
性
）

坂
本
龍
馬
殿
は
ま
っ
こ
と
カ
ッ
コ
イ
イ
漢
ぜ
よ
。

ロ
マ
ン
が
あ
る
ぜ
よ
。
世
界
に
目
を
向
け
て
日

本
を
変
え
て
い
く
な
ん
て
な
か
な
か
で
き
ん
ぜ
よ
。わ
た

し
も
い
ま
の
職
場
を
こ
れ
か
ら
せ
ん
た
く
し
そ
う
ろ
う
。

お
つ
ぼ
ね
ど
も
を
だ
ま
ら
す
ぜ
よ
。じ
ょ
う
い
ぜ
よ
。こ

れ
か
ら
改
革
し
て
い
く
の
で
龍
馬
殿
見
て
い
て
く
れ
ぜ

よ
。

（
10
月
22
日
　
26
歳
　
男
性
）

昨
年
5
月
、「
第
10
回
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・
現
代
龍

馬
学
会
研
究
発
表
会
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
筆
者
も
研
究
発
表
者
の

一
人
と
し
て
参
加
し
た
。
内
容
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
筆
者

に
と
っ
て
土
佐
藩
を
軸
と
し
た
研
究
テ
ー
マ
と
向
き
合
う
は
じ
め

て
の
機
会
と
な
っ
た
。
折
角
の
機
会
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
一
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
」
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
研
究
テ
ー
マ
が
心
に
浮

か
び
、
そ
れ
が
一
応
の
形
に
な
る
ま
で
の
間
、
ど
の
よ
う
な
思
索

を
巡
ら
せ
て
い
る
の
か
、
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

第
一
歩
の
踏
み
出
し
方

な
ぜ
そ
の
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い

に
答
え
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
経
緯
を
ふ

ま
え
て
の
、
な
ん
と
な
く
の
興
味
・
関
心
と
言
う
ほ
か
な
い
。

よ
っ
て
話
と
し
て
は
そ
の
次
の
段
階
か
ら
始
め
る
。

は
じ
め
に
何
に
取
り
か
か
る
の
か
、
こ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ

で
方
法
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
関
連
の
研
究
書
に
あ
た
る

こ
と
（
先
行
研
究
の
整
理
と
呼
ば
れ
る
作
業
）
を
重
視
す
る

方
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
が
、
筆
者
の
場
合
、
今
回
そ
れ
ほ

ど
こ
れ
を
重
視
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
と
に
か
く
避

け
て
通
れ
な
い
の
が
、
可
能
な
限
り
多
く
の
史
料
を
読
み
込

む
こ
と
で
あ
る
。
史
料
と
は
当
時
の
人
々
が
記
録
し
た
文
字

情
報
の
こ
と
で
、
歴
史
学
研
究
の
肝
と
な
る
「
素
材
」
で
あ
る
。

書
簡
や
報
告
書
、
日
記
等
に
書
か
れ
た
内
容
が
こ
れ
に
相
当

す
る
。
生
の
史
料
に
あ
た
る
こ
と
を
第
一
歩
と
す
る
こ
と
で

一
定
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
見
込
め
る
と
、
言
い
訳
が
ま
し

く
考
え
て
い
る
。

史
料
と
の
出
会
い

漠
然
と
し
た
「
や
っ
て
み
た
い
こ
と
」
を
前
に
し
て
、
そ

れ
が
果
た
し
て
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
成
立
す
る
の
か
、
は
じ

め
か
ら
確
信
を
持
て
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況

学芸員の
視点
「
研
究
テ
ー
マ
」
と

向
き
合
う髙山 

嘉
明



7・龍馬記念館だより

龍
馬
様
。
私
は
龍
馬
様
よ
り
１
０
０
年
後
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
貴
男
の
力
を
も
ら
っ
て
１
０
０

才
ま
で
元
気
で
生
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
10
月
23
日
　
高
知
　
M
・
N
　
83
歳
　
女
性
）

あ
な
た
の
生
涯
を
細
か
く
知
る
事
が
で
き
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
聖
人
の
よ
う
に
扱
わ
れ

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、無
鉄
砲
な
人
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
も

あ
り
、お
も
し
ろ
い
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。現
代
の
感

覚
で
も
面
白
い
手
紙
や
文
字
な
ど
遊
べ
る
要
素
が
ま
ん

さ
い
で
、次
は
企
画
展
や
っ
て
い
る
時
に
来
た
い
で
す
。

（
10
月
24
日
　
福
島
　
J
・
K
　
30
歳
　
女
性
）

龍
馬
さ
ん
が
生
き
て
い
た
ら
ま
た
す
ご
い
日
本

に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
思
い
で
あ

の
日
亡
く
な
っ
た
の
か
、も
っ
と
も
っ
と
し
た
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
か
と
思
う
と
、一
度
お
会
い
し
て
聞
い

て
み
た
い
で
す
。日
本
中
が
龍
馬
さ
ん
の
こ
と
を
知
り
、

有
名
人
と
な
り
、誇
り
に
思
っ
て
い
る
方
々
が
た
く
さ
ん

い
る
こ
と
。日
本
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
と
言
え
ま
す
。あ
っ
ぱ

れ
。追
伸
、「
今
の
日
本
を
洗
濯
し
た
い
」

（
10
月
28
日
　
愛
媛
　
R
・
K
　
41
歳
　
女
性
）

私
は
龍
馬
殿
と
深
い
関
り
の
あ
っ
た
越
前
福
井

藩
か
ら
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
今
年
は
幕
末
明

治
１
５
０
年
記
念
と
し
て
福
井
県
内
各
所
に
於
い
て
催

し
物
も
行
わ
れ
て
盛
り
上
が
っ
て
い
る
次
第
で
す
。私
も

各
所
に
赴
き
幕
末
の
偉
人
に
想
い
を
馳
せ
て
お
り
ま
す
。

越
前
に
は
四
侯
の
一
人
松
平
春
嶽
侯
を
は
じ
め
、橋
本
左

内
、由
利
公
正
、中
根
雪
江
、横
井
小
楠
と
多
く
の
英
傑
が

お
り
ま
す
し
、彼
ら
の
熱
い
想
い
を
ど
こ
と
な
く
土
佐
の

英
傑
方
と
似
て
い
る
な
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。福
井
も
高

知
も
小
さ
な
県
で
は
あ
り
ま
す
が
、近
代
国
家
の
礎
を
つ

く
っ
た
雄
藩
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
そ
こ
で
生
ま
れ
育
っ

た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
し
、高
知
の
方
も
恐
ら

く
同
じ
気
持
ち
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。私
の
自
宅
は

北
国
街
道
今
庄
宿
手
前
の
湯
尾
村
で
、明
治
に
至
る
ま
で

茶
屋
を
営
ん
で
お
り
ま
し
た
。京
か
ら
福
井
を
何
度
と
な

く
訪
れ
て
い
る
龍
馬
殿
も
我
が
家
の
茶
屋
に
立
ち
寄
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
と
思
う
と
胸
が
熱
く
な
り

ま
す
。本
日
こ
の
地
に
立
て
て
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。先
日
、湯
尾
の
峠
で
寛
永
通
宝
の
古
銭
を
拾
い
ま
し

た
。も
し
か
し
て
走
り
続
け
て
い
て
落
と
し
た
龍
馬
殿
の

も
の
？

（
10
月
30
日
　
福
井
　
M
・
Y
　
45
歳
　
男
性
）

高
校
3
年
生
だ
っ
た
昭
和
62
年
以
来
、
31
年
振

り
に
土
佐
に
来
ま
し
た
。
桂
浜
で
海
を
見
な
が

ら
「
自
分
も
世
の
中
で
人
に
〝
あ
り
が
と
う
〞と
言
わ
れ

る
人
間
に
な
り
た
い
」と
感
じ
た
学
生
時
代
。そ
れ
か
ら

30
年
が
過
ぎ
、少
し
公
私
に
疲
れ
を
覚
え
、そ
ん
な
自
分

と
向
き
合
う
時
間
が
増
加
す
る
日
々
。し
か
し
今
年
は
維

新
１
５
０
年
で
各
地
で
イ
ベ
ン
ト
。「
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
」と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
携
わ
る
仕
事
も
し
て
お
り
、家
族
の

了
解
を
得
て
久
々
に
桂
浜
へ
一
人
旅
し
ま
し
た
。昔
感
じ

た
初
心
を
思
い
起
こ
す
こ
と
も
で
き
、人
の
役
に
立
つ
こ

と
を
再
び
目
指
し
て
、心
と
身
体
を
き
た
え
直
し
て
い
こ

う
と
決
め
ま
し
た
。次
の
機
会
は
息
子
と
一
緒
に〝
元
気
〞

を
蓄
え
に
来
ま
す
。

（
11
月
3
日
　
東
京
　
S
・
N
　
51
歳
　
男
性
）

3
年
半
ぶ
り
に
お
手
紙
を
出
し
ま
す
。
あ
の
と

き
は
龍
馬
さ
ん
の
よ
う
な
大
志
を
抱
く
子
ど
も

を
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
先
生
に
な
り
た
い
と
書
い
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。あ
れ
か
ら
様
々
な
こ
と
が
あ
り
、

私
は
教
師
で
は
な
い
、別
の
職
業
に
就
く
こ
と
に
し
ま
し

た
。し
か
し
高
知
県
内
で
卒
業
後
も
暮
ら
す
事
に
な
る
た

め
、ま
だ
ま
だ
あ
な
た
の
志
の
も
と
に
生
活
す
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
す
。た
ぶ
ん
こ
の
先
ず
っ
と
私
は
あ
な
た
の

こ
と
を
好
き
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。見

守
っ
て
く
だ
さ
る
と
嬉
し
い
で
す
。

（
11
月
3
日
　
高
知
　
Y
・
K
　
21
歳
　
女
性
）

龍
馬
さ
ん
〜
。
1
カ
月
ぶ
り
で
す
！
奈
良
か
ら

参
り
ま
し
た
が
、
1
カ
月
単
位
で
龍
馬
さ
ん
に

会
い
に
来
ま
し
た
！
1
カ
月
会
い
た
く
て
会
い
た
く
て

ガ
マ
ン
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
！
本
当
に
龍
馬
さ
ん
が
好

き
で
す
。高
知
に
龍
馬
さ
ん
に
会
い
に
来
る
時
は
い
つ
も

髪
の
毛
を
可
愛
く
し
た
り
、可
愛
い
服
を
選
ん
だ
り
、普

段
は
全
く
し
な
い
こ
と
を
龍
馬
さ
ん
に
会
う
た
め
に

デ
ー
ト
気
分
で
！
龍
馬
さ
ん
の
前
で
は
乙
女
に
な
り
ま

す
！
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
恋
バ
ナ
を
す
る
中
、私
は
龍
馬

さ
ん
へ
の
愛
を
語
っ
て
い
ま
す
。本
当
に
龍
馬
さ
ん
大
好

き
で
す
。

（
11
月
10
日
　
奈
良
　
M
・
Y
　
16
歳
　
女
性
）

私
の
初
め
て
の
一
人
旅
行
の
場
所
を
高
知
県
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
瀬
戸
内
海
の
海
と

は
違
っ
た
荒
々
し
く
も
青
く
美
し
い
太
平
洋
を
見
る
こ

と
が
出
来
、非
常
に
感
激
い
た
し
ま
し
た
。岡
田
以
蔵
さ

ん
の
こ
と
も
知
る
こ
と
が
出
来
た
う
え
に
、歴
史
に
つ
い

て
深
く
触
れ
、よ
り
一
層
坂
本
様
の
こ
と
に
つ
い
て
も
知

る
こ
と
が
出
来
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。水
平
線
が
広
が

る
海
と
い
う
の
は
、こ
ん
な
に
き
れ
い
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

ま
た
来
ま
す
。（11

月
10
日
　
広
島
　
K
・
N
　
18
歳
　
女
性
）

此
処
に
来
る
と
遥
か
な
る
人
の
声
が
…
。
人
よ

り
も
一
尺
高
く
か
ら
物
事
を
見
れ
ば
道
は
常
に

幾
通
り
も
あ
る
！
有
難
う
御
座
い
ま
す
！
ま
た
す
ん
ぐ

に
戻
ん
て
来
ま
す
！

（
11
月
11
日
　
岡
山
　
R
・
F
　
60
歳
　
男
性
）

昨
日
は
お
誕
生
日
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
し
て
も
11
月
15
日
の
高
知
に
来
た
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
記
念
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
楽
し
み
で
し

た
。こ
こ
は
私
に
龍
馬
さ
ん
の
手
紙
の
楽
し
さ
を
教
え
て

く
れ
た
場
所
。現
代
語
訳
つ
き
で
全
文
の
展
示
。そ
れ
で

す
っ
か
り
は
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
先
月
は
福
井
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
龍
馬
さ
ん
の
手
紙
の
展
示

（
花
押
の
手
紙
。新
発
見
！
）を
見
る
た
め
に
。こ
の
先
も

楽
し
み
が
続
き
ま
す
様
に
。ま
た
高
知
に
来
ら
れ
ま
す
よ

う
に
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
11
月
16
日
　
愛
知
　
K
・
M
　
56
歳
　
女
性
）

久
し
ぶ
り
に
来
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
4
月
か

ら
社
会
人
に
な
り
、
週
末
は
主
人
と
過
ご
す
こ

と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。今
日
は
2
人
で
来
ま
し
た
。子

ど
も
達
か
ら
離
れ
、2
人
の
時
間
が
と
て
も
新
鮮
に
思
え

ま
し
た
。ど
う
し
て
も
今
日
は
龍
馬
さ
ん
に
会
い
に
来
な

け
れ
ば
と
…
。た
く
さ
ん
の
パ
ワ
ー
を
も
ら
っ
て
帰
り
ま

す
。悩
む
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、来
れ
た
こ

と
で
、も
う
悩
む
こ
と
も
や
め
よ
う
、気
楽
に
生
き
た
ら

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
よ
う
で
吹
っ
切
れ
ま

し
た
。こ
れ
か
ら
の
人
生
悩
ん
だ
ら
龍
馬
さ
ん
に
会
い
に

来
ま
す
。

（
11
月
18
日
　
愛
媛
　
M
・
U
　
46
歳
　
女
性
）

高
知
へ
移
住
を
し
早
6
ヵ
月
。
高
知
の
生
活
に

も
す
っ
か
り
慣
れ
て
き
ま
し
た
。
先
日
11
月
15

日
に
は
京
都
の
お
墓
へ
行
き
ま
し
た
。今
年
も
た
く
さ
ん

の
人
が
来
て
い
ま
し
た
ね
。大
政
奉
還
か
ら
１
５
１
年
の

月
日
が
流
れ
て
も
尚
、愛
さ
れ
て
い
る
龍
馬
さ
ん
。龍
馬

さ
ん
の
生
き
様
や
人
柄
は
た
く
さ
ん
の
人
々
に
影
響
を

与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。小
学
生
の
頃
か
ら
今
も
変
わ

ら
ず
龍
馬
さ
ん
が
大
好
き
で
す
。
移
住
す
る
く
ら
い
に

（
笑
）こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
龍
馬
さ
ん
へ
の
気
持
ち
は
変

わ
ら
な
い
で
す
よ
！

（
11
月
18
日
　
高
知
　
M
・
A
　
29
歳
　
女
性
）

を
ど
の
よ
う
に
打
開
す
る
の
か
、
こ
れ
も
人
の
性
格
が
出
る

も
の
だ
と
思
う
。
筆
者
の
場
合
、
ま
ず
は
立
論
の
切
り
口
と

な
る
べ
き
史
料
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
あ
る

史
料
と
の
出
会
い
が
「
や
っ
て
み
た
い
こ
と
」
の
出
発
点
に
な

る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
い
か
に
し
て
存
在
の
知
ら
れ

て
い
な
い
史
料
を
探
し
出
す
か
が
重
要
と
な
る
。
逆
に
こ
の

出
発
点
が
な
け
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
発
想
が
斬
新
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
テ
ー
マ
は
お
蔵
入
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
予
測
（
期
待
）

通
り
で
あ
っ
た
り
全
く
の
偶
然
で
あ
っ
た
り
と
状
況
は
区
々

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
史
料
と
出
会
え
た
時
の
喜
び
は
格
別
で

あ
る
。
史
料
調
査
の
一
番
の
醍
醐
味
で
あ
る
。

点
と
点
を
つ
な
ぐ

過
去
と
い
う
「
時
間
の
経
過
」
を
相
手
に
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
歴
史
学
的
に
物
事
を
証
明
す
る
た
め
に

は
、
事
例
を
あ
る
程
度
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
説
得
力
が
伴
わ

な
い
こ
と
が
多
い
。
よ
っ
て
、
証
明
の
た
め
に
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
史
料
を
、
二
点
三
点
と
増
や
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
数
点
の
最
重
要
史
料
が
、
そ
の
ま
ま

研
究
テ
ー
マ
の
幹
と
な
る
。
さ
ら
に
、
幹
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連

性
を
考
え
る
こ
と
で
、
徐
々
に
全
体
の
構
成
が
決
ま
っ
て
い
く
。

同
時
に
、
そ
の
枝
葉
と
な
る
史
料
も
探
し
出
し
、
す
べ
て
を

組
み
合
わ
せ
る
。
こ
の
点
と
点
を
つ
な
ぐ
作
業
が
、
個
人
的

に
も
っ
と
も
楽
し
い
時
間
で
あ
る
。

「
形
に
な
り
そ
う
」
を
実
感
す
る
時

こ
れ
で
な
ん
と
か
形
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
思
え
る
瞬
間

が
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
あ
る
史
料
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
き
て
、
期
限
が
あ
る
場
合
は
よ
う
や
く
一
安
心
で

あ
る
。
そ
の
後
、「
ま
と
め
る
」
と
い
う
苦
し
い
時
間
が
待
っ

て
い
る
の
だ
が
。

結
局
、
あ
ま
り
新
鮮
味
の
な
い
、
漠
然
と
し
た
話
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
普
段
発
表
や
執
筆
の
機
会
が
あ
る
方
は
、
ご

自
身
の
方
法
論
と
比
較
し
て
い
た
だ
き
、
そ
う
で
な
い
方
は
、

お
手
元
に
届
く
「
成
果
」
の
裏
に
、
こ
の
よ
う
な
苦
楽
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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入　館　状　況
2018年12月20日現在

（1991年11月15日開館以来 26年310日）
◆総入館者数 4,100,824人
◆グランドオープンまで　　  3,936,760人

（2017年4月1日〜2018年4月20日休館）

■グランドオープン（2018年4月21日）以来  164,064人

編集後記
グランドオープン後はじめての新年を迎えました。本号の編集・校正の期間は暖冬を
実感する日が続きましたが、館内も冬らしからぬ暖気、いや熱気で溢れています。ご来館
いただく多くのお客様のおかげです。グランドオープン以来、来館者は早くも15万人を
突破しました。一方、新年号恒例の職員集合写真を例年のものと比べると、職員の数も大
きく増加したことを実感します。幕末維新博も残すところわずかとなりました。職員一
同、変わらぬ勢いで亥年を突き進みます。（た）

■ 「記念館の冬 深い海」
10月２日から始まった「龍馬・りょうま・Ryoma」展では、各ジャンル20名の作家の方達の、個性に富んだ新作品

が空間を彩りました。龍馬自身を描いたものには少年・青年・熟年・その後の龍馬と、人生を語るように作品が並び
ました。また、龍馬に因んだ作品には龍馬の足跡を描いた作品など、無限のイメージの可能性を、改めて楽しむこと
が出来た展覧会となりました。

さてこの季節、海の見える・ぎゃらりいから見える太平洋は、
紺
こんじょう

青色と縹
はなだ

色を交えたような深い海がそこにあります。また空
気が澄んだ冬の時期は、染まりゆく夕景が息を呑むほど美しく
迫ってきます。

昨年12月23日からの「記念館の冬 深い海」では、日本画「伏
見寺田屋」を展示しています。この作品は鳥取県の日本画家・
前田直衛氏の作品で、昭和58年（1983年）第68回院展に入選
した作品です。

当記念館にご寄贈いただき、 リニューアル前の本館に展示
していましたが、 修復を終え保管しておりました。 そして今回、
リニューアル後の本館海の見える・ぎゃらりいで、再び皆様に
ご覧いただくことになりました。

より鮮やかに甦った作品は、150号の大作であり、京都伏見区にある冬の「寺田屋」が丁寧にきっちりと描かれて
います。格子や駒

こまよせ

寄などの細かい描写に加え、入口周りの赭
そほ

色のような赤は、屋根と道端に柔らかく積もっている真っ
白い雪を際立たせています。そして障子を照らす部屋の明かりからは、人の気配やぬくもりさえ感じられます。静謐
さの中にほんのり温かさを感じる町家の風情を、前田氏の作品を通してご堪能下さい。

また、龍馬を中心に総勢50人の幕末の志士を描いた日本画「龍馬・志士の群像」も展示します。この作品は、徳
島県の仏画家・江本象岳氏からご寄贈いただいたもので、大きさ縦715㎜×横1310㎜、以前から人気のある作品です。

懐に万国公法を携えた龍馬が中央に立ち、向かって右側に龍馬の師・勝海舟が、左側に絵筆を握った河田小龍
が位置しています。すぐ背後には中岡慎太郎が控えており、その周りにはジョン万次郎、西郷隆盛、桂小五郎、高
杉晋作、横井小楠、松平春嶽、徳川慶喜、乙女姉さんそしてお龍など、龍馬と共に幕末を生き抜いた錚々たる人物
が、 江本氏の遊び心も加わり表
情豊かに描かれています。

絵の前に立つと、50人の思惑
が飛び交いそれぞれの声があた
かも聞こえてきそうな作品です。

冬から春を迎えるまでの時の
流れを、 自然と造形が味わえる
海の見える・ぎゃらりいでゆった
りと過ごされてみてはいかがで
しょうか。

中村 昌代

前田直衛「伏見寺田屋」

江本象岳「龍馬・志士の群像」



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

京都における
　土佐藩の政治活動

髙山　嘉明

私
の
テ
ー
マ

幕
末
期
の
有
力
藩
の
ひ
と
つ
で

あ
る
土
佐
藩
の
政
治
活
動
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
目
下

の
課
題
で
あ
る
。
な
か
で
も
最
大

の
関
心
事
は
、
尊
王
と
い
う
言
葉

で
表
さ
れ
る
概
念
の
実
態
を
解
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。

尊
王
と
い
う
言
葉
の
多
様
性

幕
末
期
、特
に
文
久
年
間
の
政
治

は
、
尊
王
と
い
う
言
葉
な
し
に
は

論
じ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
と
攘
夷
と

が
結
び
つ
い
て
成
立
し
た「
尊
王
攘

夷
」
は
、幕
末
を
代
表
す
る
政
治
概

念
と
し
て
知
ら
れ
る
し
、そ
の
政
治

的
実
践
と
い
う
べ
き
尊
王
攘
夷
運

動
は
、ま
さ
に
文
久
年
間
に
最
盛
期

を
迎
え
、こ
れ
を
主
導
し
た
勢
力
が

当
時
の
政
局
を
リ
ー
ド
し
た
。尊
王

と
い
う
言
葉
を
文
字
通
り
に
解
釈

す
れ
ば
、天
皇
（
朝
廷
）
に
対
し
て

忠
義
を
尽
く
す
と
い
っ
た
意
味
合

い
に
な
る
が
、
現
実
的
に
は
、
こ
れ

以
外
に
も
様
々
な
解
釈
が
必
要
と

な
る
。直
接
朝
廷
と
の
関
係
を
示
す

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、朝
幕
関
係
を
基

本
に
す
れ
ば
、尊
王
は
朝
廷
を
介
し

て
結
果
的
に
幕
府
と
の
関
係
を
示

す
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、尊
王
の

実
践
が
重
要
課
題
と
な
り
各
勢
力

が
そ
の
度
合
い
を
競
っ
た
こ
と
で
、

藩
の
立
場
か
ら
は
、尊
王
が
他
藩
と

の
関
係
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

藩
邸
史
料
か
ら

さ
て
、坂
本
龍
馬
記
念
館
が
所
蔵

す
る
「
土
佐
藩
京
都
藩
邸
史
料
」
と

い
う
史
料
群
が
あ
る
。こ
の
藩
邸
史

料
は
、土
佐
藩
の
京
都
に
お
け
る
活

動
実
態
は
も
ち
ろ
ん
、京
都
情
勢
全

体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
格
好

の
素
材
で
あ
る
こ
と
か
ら
、積
極
的

な
活
用
が
望
ま
れ
る
。
こ
こ
か
ら

は
、上
に
示
し
た
大
き
な
テ
ー
マ
の

具
体
例
と
し
て
、藩
邸
史
料
に
も
と

づ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、こ
の
史
料
の

舞
台
は
京
都
で
あ
る
。京
都
で
土
佐

藩
に
課
さ
れ
た
大
き
な
任
務
の
ひ

と
つ
と
し
て
、京
都
市
中
や
御
所
周

辺
の
警
衛
が
あ
っ
た
が
、特
に
御
所

警
衛
は
尊
王
の
実
践
の
場
と
し
て

も
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。こ
の
任

務
を
中
心
に
、土
佐
藩
の
立
場
や
意

識
を
探
り
た
い
。

藩
邸
史
料
の
な
か
に「
宮
様
」（
中

川
宮
朝
彦
親
王
と
推
定
）に
関
す
る

記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
宮
様
」
よ

り
、身
辺
の
護
衛
の
た
め
土
佐
藩
の

部
隊
か
ら
七
・
八
人
を
借
り
受
け
た

い
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
際
、
そ
の

是
非
を
問
う
べ
く
現
場
の
藩
士
か

ら
意
見
書
が
出
さ
れ
た（
目
録
番
号

4
6
2
）。
京
都
の
警
衛
は
自
分
た

ち
が
「
苦
勤
」
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
「
天
朝
之
御
用
筋
」

な
ら
ば
仕
方
な
い
。
と
こ
ろ
が
、今

回
の
依
頼
は
あ
く
ま
で「
御
私
情
之

御
筋
合
」（
宮
の
私
的
な
護
衛
）
で

あ
っ
て
、「
天
朝
之
御
用
筋
」
に
は

あ
た
ら
な
い
と
す
る
。「
宮
様
」
は

言
う
ま
で
も
な
く
天
皇
の
血
族
で

あ
る
。
よ
っ
て
、そ
の
護
衛
を
任
さ

れ
る
こ
と
は
、尊
王
の
実
践
と
い
う

観
点
か
ら
も
、藩
に
と
っ
て
名
誉
な

こ
と
と
考
え
ら
れ

そ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ

の
意
見
は
そ
れ
を

全
面
的
に
否
定
す

る
。
御
所
周
辺
の

警
衛
が
尊
王
の
意

味
を
持
っ
た
と
は

い
っ
て
も
、
そ
の

対
象
が
か
な
り
限

定
的
に
理
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
興

味
深
い
。

次
に
、
元
治
元

（
一
八
六
四
）
年

三
月
下
旬
、
藩
主

山
内
豊
範
か
ら
幕

府
へ
提
出
さ
れ
た

上
書
に
注
目
し
た

い
（
目
録
番
号

1
0
1
）。
こ
の

時
、土
佐
藩
は
、警

衛
を
担
う
場
所
が

京
都
に
な
る
か
大

坂
に
な
る
か
の
岐

路
に
立
っ
て
い
た
。こ
の
上
書
に
よ

れ
ば
、ま
ず
土
佐
藩
は
、「
京
都
御
守

衛
」
は
朝
廷
か
ら
、「
浪
表
之
御
固

メ
」（
大
坂
警
衛
）
は
幕
府
か
ら
命

じ
ら
れ
た
も
の
と
認
識
し
た
。こ
れ

を
も
と
に
、ど
ち
ら
か
一
か
所
に
専

念
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
土
佐
藩
は
、

京
都
か
大
坂
か
の
選
択
に
つ
い
て
、

「
何
卒
叡
慮
遵
奉
、
御
勅
答
之
御
趣

意
厚
奉
引
受
度
念
願
」
を
表
明
す

る
。「
叡
慮
」
も
「
勅
答
」
も
、
天

皇
か
ら
示
さ
れ
た
意
思
を
表
す
言

葉
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
遵
奉
」
し
た
い
、つ

ま
り
天
皇
か
ら
与

え
ら
れ
た
京
都
警

衛
の
任
務
を
全
う

す
る
こ
と
を
希
望

し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
を
幕
府

に
対
し
て
願
っ
て

い
る
点
も
、
尊
王
の

概
念
の
複
雑
さ
を

よ
く
表
し
て
い
る
。

尊
王
と
い
う
言

葉
は
実
に
複
雑
で
、

容
易
に
理
解
し
が

た
い
と
こ
ろ
が
あ

る
反
面
、
そ
の
奥
深

さ
か
ら
、
幕
末
史

の
研
究
に
お
い
て

様
々
な
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
幕
末
の
土

佐
藩
政
史
を
全
国

的
規
模
で
と
ら
え

る
こ
と
が
必
要
と

考
え
る
筆
者
に
と
っ
て
、京
都
と
い

う
政
治
の
中
心
地
で
の
土
佐
藩
の

活
動
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、な
か

で
も
尊
王
と
い
う
概
念
に
注
目
す

る
こ
と
は
、そ
の
一
つ
の
有
効
な
方

法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

山内豊範上書写（目録番号 101）の一節
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「龍馬のひろば」へ　ようこそ！

「第2回　龍馬のひろば」へご参加いただき、ありがとうございます。

この企画は坂本龍馬記念館・現代龍馬学会に集う仲間が、気軽に意見交換し、会員としての一体感を今まで
以上に感じてもらうためにはどうすればいいか等々を考える中で生まれました。

現代龍馬学会の入会案内には次の文が見られます。…「現代龍馬学会」はさまざまな分野のプロフェッショ
ナルたちが新しい視点で「龍馬を語る」学会です。坂本龍馬の思想と行動に学び、その精神を現代に活かすた
めに有志が集まり、発足いたしました。…

現代龍馬学会は、来年4月で発足10周年を迎えます。様々な思いを抱く会員一人ひとりがこの「龍馬のひ
ろば」を通じて自由に語り合えるようになった時、新しい歩みが始まるような気がします。お手元にハガキが
残されている会員さんは、ぜひ「私のお薦め本」について玉稿をお寄せくださるようにお願いいたします。

現代龍馬学会 会長　宮　英司

高
知
市
　
広
谷
喜
十
郎

「
海
援
隊
始
末
記
」

�

平
尾
道
雄

中
央
公
論
社

私
は
こ
の
原
本
を
昭
和
29
年
に

大
学
一
年
生
の
時
に
読
ん
で
以

来
、手
元
に
お
い
て
い
る
本
で
す
。

こ
れ
は
、
い
ま
中
公
文
庫
と
し
て

全
国
の
龍
馬
フ
ァ
ン
に
愛
読
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
平
尾
先
生
の
「
龍

馬
の
す
べ
て
（
高
知
新
聞
社
刊
）」

と
「
明
治
維
新
と
坂
本
龍
馬
（
新

人
物
往
来
社
刊
）」の
３
冊
が
あ
れ

ば
、
入
門
書
と
し
て
十
分
だ
と
思

い
ま
す
。
あ
と
は
、
こ
の
本
か
ら

得
た
問
題
を
さ
ぐ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
へ
開
拓
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
私
は
「
坂
本
龍
馬
と
現
代
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
得
て
50
編
余
り

書
い
て
い
ま
す
。

高
知
市
　
守
谷
孝
男

「
坂
本
龍
馬
か
ら
の
手
紙
」

�

宮
川
禎
一

教
育
評
論
社

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
。

そ
し
て
、
現
代
語
訳
だ
か
ら
。

福
岡
県
大
牟
田
市
　
幸
田
義
勝

「
そ
の
時
、龍
馬
は
、

�

新
選
組
は
」

赤
尾
博
章�

青
木
繁
男�

監
修

株
式
会
社
ユ
ニ
プ
ラ
ン

幕
末
の
出
来
事
を
、
年
表
ご
と

に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

龍
馬
の
動
き
を
中
心
と
し
て
、

新
選
組
を
は
じ
め
、
多
く
の
勤
王

の
志
士
の
動
き
、幕
府
側
の
動
き
、

新
選
組
の
動
き
、
新
政
府
側
の
動

き
等
に
、
西
暦
・
和
暦
・
月
日
が

分
か
り
安
く
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
幕
末
期
に
活
躍
し
た
多

く
の
人
物
の
解
説
も
あ
り
、
大
変

資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
。

日
付
ま
で
を
明
記
し
た
詳
細
年

表
で
幕
末
の
〝
あ
の
日
〟
が
よ
み

が
え
る
。

高
知
市
　
岡
﨑
洋
一
郎

「
龍
馬
の
す
べ
て
」

�

平
尾
道
雄

高
知
新
聞
社

〈
史
実
を
追
っ
た
龍
馬
の
バ
イ
ブ
ル
〉

な
ん
と
言
っ
て
も
龍
馬
関
係
の

第2回龍馬のひろば

龍
馬
に
関
す
る
図
書
で
、

あ
な
た
の
愛
読
書
は

何
で
し
ょ
う
か
？
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出
版
書
籍
の
中
で
、
平
尾
先
生
の

「
龍
馬
の
す
べ
て
」だ
と
思
う
。
数

多
い
龍
馬
本
の
中
で
そ
の
原
点
と

な
る
龍
馬
の
史
実
を
追
い
、
司
馬

龍
馬
を
は
じ
め
幾
多
の
龍
馬
本
の

バ
イ
ブ
ル
で
す
。
マ
リ
ア
ス
ジ
ャ

ン
セ
ン
氏
に
よ
っ
て
海
外
に
龍
馬

を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り

ま
し
た
。
昭
和
60
年
の
初
版
以
来

再
版
を
重
ね
て
い
る
こ
と
で
も
そ

の
貴
重
さ
が
証
明
さ
れ
て
い
ま

す
。
龍
馬
を
語
り
龍
馬
小
説
等
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
対
比
す
る
史
実

の
私
自
身
の
バ
イ
ブ
ル
で
も
あ
り

ま
す
。

高
知
市
　
大
﨑
隆
徳

「
誰
が
坂
本
龍
馬
を

�

つ
く
っ
た
か
」

�

河
合
　
敦

角
川
SS
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

坂
本
龍
馬
の
活
躍
は
必
ず
し
も

本
人
の
力
だ
け
で
な
く
、運
命
に
導

か
れ
た
の
だ
と
感
じ
る一冊
で
す
。

最
初
か
ら
龍
馬
が
ヒ
ー
ロ
ー
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
龍
馬
を

し
て
英
雄
に
仕
立
て
上
げ
た
人
々

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
は
印
象

的
な
言
葉
で
す
。

龍
馬
に
脱
藩
を
決
意
さ
せ
た
と

言
わ
れ
る
人
物
、久
坂
玄
瑞
。西
郷

隆
盛
が
龍
馬
を
側
面
か
ら
サ
ポ
ー

ト
し
た
の
で
は
。
等
の
記
述
が
興

味
深
い
。

彼
を
取
り
巻
く
多
く
の
人
に
よ

り
、彼
は
「
英
雄
・
龍
馬
」
と
な
っ

た
と
思
え
る
本
で
す
。

高
知
市
　
根
木
勢
介

「
司
馬
遼
太
郎

�

全
講
演
１
～
５
巻
」

朝
日
文
庫
　
朝
日
新
聞
出
版

私
に
は
龍
馬
に
関
す
る
愛
読
書

は
特
に
な
い
。「
龍
馬
の
置
か
れ
た

時
代
環
境
を
視
野
に
研
究
し
て
ゆ

き
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
が
、
参

考
に
な
る
の
が
司
馬
遼
太
郎
さ
ん

の
著
作
集
。
数
あ
る
著
作
集
の
中

で
も
特
に
示
唆
に
富
み
、
参
考
に

な
る
の
が
、
司
馬
さ
ん
の
「
講
演

集
」
で
あ
る
。
司
馬
さ
ん
は
、
全

国
各
地
で
講
演
。
各
地
の
歴
史
や

人
物
を
折
り
こ
み
な
が
ら
の
講
演

は
、
龍
馬
研
究
の
上
で
も
、
時
代

環
境
を
考
え
る
上
で
も
、
ヒ
ン
ト

が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
。

札
幌
市
　
村
田
　
拓
一

「
龍
馬
、
蝦
夷
地
を

�

開
き
た
く
」

�

合
田
一
道

寿
郎
社

「
龍
馬
、蝦
夷
地
を
開
き
た
く
」

は
、
龍
馬
が
北
海
道
開
拓
の
た
め

４
回
も
蝦
夷
地
行
き
を
進
め
な
が

ら
、
実
現
で
き
な
い
ま
ま
凶
刀
に

倒
れ
、
そ
の
精
神
を
受
け
継
い
だ

龍
馬
の
甥
達
が
夢
を
実
現
す
る
内

容
の
本
で
す
。

平
成
16
年
６
月
に
刊
行
さ
れ
ま

し
た
が
、
北
海
道
命
名
１
５
０
年
の

年
に
、も
う
一
度
、龍
馬
が
幕
末
か
ら

明
治
に
移
行
す
る
激
動
中
、
日
本
の

た
め
の
北
海
道
開
拓
へ
の
思
い
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
本
で
す
。

ほっ
か
い
ど
う
龍
馬
会　

世
話
人

�

副
代
表　

村
田　

拓
一

高
知
市
　
宮 

英
司

「
小
中
学
生
の
た
め
の

�

坂
本
龍
馬
物
語
」

高
知
市
教
育
委
員
会

歴
史
を
学
習
し
て
い
な
い
小
学

５
年
生
で
も
理
解
で
き
る
龍
馬
物

語
」を
目
指
し
た
本
で
あ
る
。
当
時

の
高
知
市
長
さ
ん
が
「
龍
馬
都
市
」

宣
言
を
さ
れ
た
の
で
、各
部
署
が
そ

れ
ぞ
れ
に
龍
馬
に
関
す
る
施
策
を

立
ち
上
げ
る
中
で
誕
生
し
た
。

前
半
が
絵
本
、後
半
が
資
料
編
。

子
ど
も
も
大
人
も
楽
し
め
る
出
来

栄
え
と
な
っ
た
。
今
、
途
絶
え
て

い
る
の
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
お

土
産
に
最
適
の
図
書
の
一
日
も
早

い
復
活
を
念
じ
て
、
好
き
な
理
由

に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

千
葉
県
柏
市
　
出
口
龍
彦

「
グ
ラ
バ
ー
の
暗
号

�

― 

龍
馬
暗
殺
の
真
相
」

幻
冬
舎

ま
こ
と
に
僭
越
な
が
ら
拙
著

『
グ
ラ
バ
ー
の
暗
号
』を
紹
介
さ
せ

て
く
だ
さ
い
。大
航
海
時
代
以
来
、

欧
米
列
強
は
植
民
地
拡
張
に
血
道

を
あ
げ
た
。
英
国
は
イ
ン
ド
、
中

国
に
つ
い
で
金
銀
の
産
地
日
本
を

標
的
に
し
た
。
内
乱
の
動
き
を
察

し
た
英
国
は
武
器
弾
薬
を
売
り
込

む
。
グ
ラ
バ
ー
は
そ
の
手
先
だ
っ

た
。
内
乱
収
拾
に
動
い
た
の
が
龍

馬
だ
。「
邪
魔
者
は
消
せ
」
英
国

に
頭
の
あ
が
ら
な
い
西
郷
が
龍
馬

暗
殺
を
指
示
し
た
。
武
器
弾
薬
代

金
の
焦
げ
付
き
で
グ
ラ
バ
ー
は
破

産
。
真
犯
人
を
三
菱
の
ビ
ー
ル
に

忍
ば
せ
た
。
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
六
）
ー

絵
葉
書
の
時
代

宮 

川
　
禎 

一

霧
島
山
登
山
図
を
含
む
龍
馬
の
慶
応

二
年
十
二
月
四
日
の
家
族
宛
て
の
書
状

は
幕
末
の
絵
入
り
手
紙
の
代
表
例
で
あ

る
。
し
か
し
私
た
ち
が
良
く
知
る
絵
葉

書
が
こ
の
日
本
で
作
ら
れ
始
め
た
の
は

明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
年
）
以
降

の
こ
と
だ
。
坂
本
・
中
岡
の
四
十
年
祭

（
一
九
○
六
年
）
で
記
念
品
と
し
て
製

作
配
布
さ
れ
た
絵
葉
書
セ
ッ
ト
（
京
都

便
利
堂
製
）
が
良
い
例
で
あ
る
。

最
近
手
に
し
て
紹
介
し
た
く
な
っ
た

の
は
『
廣
瀬
武
夫
か
ら
の
絵
は
が
き
』

（
笹
本
玲
央
奈
編
二
○
一
八
年
）
と
い

う
図
録
だ
。
日
露
戦
争
の
旅
順
港
閉
塞

作
戦
で
戦
死
し
た
海
軍
少
佐
広
瀬
武
夫

が
出
し
た
絵
葉
書
の
う
ち
七
十
通
を
集

成
解
説
し
た
も
の
だ
。
個
人
的
に
広
瀬

が
好
き
な
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
越

え
て
素
晴
ら
し
い
図
録
だ
と
思
う
。
広

瀬
が
ロ
シ
ア
か
ら
日
本
に
居
る
父
親
や

兄
や
義
姉
や
姪
っ
子
な
ど
家
族
に
宛
て

た
絵
葉
書
が
中
心
だ
（
彼
は
ロ
シ
ア
駐

在
武
官
だ
っ
た
）。
異
国
の
風
景
に
添

え
た
愛
情
溢
れ
る
短
い
文
章
に
彼
の
人

柄
が
偲
ば
れ
る
。
葉
書
表
裏
の
写
真
・

翻
刻
・
現
代
語
訳
・
解
説
文
の
バ
ラ
ン

ス
も
好
ま
し
い
。
ロ
シ
ア
で
の
投
函
日

と
日
本
の
消
印
を
見
れ
ば
、
明
治
三
十

年
代
に
四
十
～
五
十
日
ほ
ど
で
故
郷
で

あ
る
大
分
県
竹
田
町
の
父
親
の
許
に

ち
ゃ
ん
と
届
い
て
い
る
こ
と
に
も
驚
か

さ
れ
る
。

広
瀬
に
妻
子
は
な
い
が
、
東
京
に
住

む
姪
の
馨
子
に
向
け
て
書
い
た
絵
葉
書

の
一
節
は
こ
う
だ
。
犬
が
手
紙
を
読
む

絵
に
添
え
て
「
コ
ン
ダ
ハ
ネ
コ
ノ
カ
ワ

リ
ニ
イ
ヌ
ノ
ヱ
ヲ
ヲ
ク
リ
マ
ス
、
私
ハ

コ
ン
ナ
ア
ン
バ
イ
ニ
ア
ナ
タ
ヨ
リ
ノ
御

手
紙
ヲ
ヨ
ミ
マ
シ
タ
」（
明
治
三
十
四

年
・
一
九
○
一
年
）
と
い
う
も
の
だ
。

小
さ
な
姪
っ
子
を
可
愛
が
る
広
瀬
の
様

子
が
、
春
猪
に
「
西
洋
の
お
し
ろ
い
を

送
る
よ
」
と
書
い
た
龍
馬
に
重
な
っ
て

面
白
い
。

西
洋
で
絵
葉
書
が
発
明
さ
れ
た
の
は

一
八
六
九
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン

ガ
リ
ー
帝
国
の
こ
と
で
、
一
八
七
○
年

代
以
降
、
印
刷
技
術
の
優
れ
た
ド
イ
ツ

を
中
心
に
普
及
し
た
と
い
う
。
広
瀬
武

夫
の
絵
葉
書
を
見
な
が
ら
、
十
九
世
紀

末
～
二
十
世
紀
初
頭
の
世
界
が
郵
便
と

い
う
通
信
手
段
で
確
実
に
つ
な
が
っ
て

い
た
と
い
う
事
実
に
不
思
議
な
感
覚
を

覚
え
る
の
で
あ
る
。

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

コラム・龍馬のこと

桂浜の銅像の元といわれる写真は、慶応 3（1867）年 1月、長
崎の上野彦馬スタジオで撮影されたものである。長い間、撮影者は
上野彦馬と思われていたが、近年は上野彦馬の弟子であった井上俊
三（土佐藩）が撮影したとする説が有力となっている。

井上俊三（1834 ～ 1907）は、高知城下で天保 5（1834）年 9月
16日に出生。長崎で蘭学を学び、要法寺町で町医者となる。その
後、慶応年間に藩命を受け、化学修業のため再び長崎に出向いた。
この時、日本の写真家の始祖といわれる上野彦馬に弟子入りして写
真術を習得した。写真術の習得は長崎にいた後藤象二郎の内命で
あったようだ。のちに大阪で写真館を開設し、大いに繁盛したらし
い。やがて、高知に帰って農人町で写真業と西洋雑貨商の二つを営
んだ。両方とも、高知の元祖であったという。

ところで、話は冒頭の出会いに戻る。ある宴席のこと。ある方が
先祖の話をされていた。私が「井上俊三ですね。」と言うと、その方
は「うちの婆さん以外の人からこの名前が出るとは･･･。鳥肌が立っ
た。」と感激してくださった。そして、その場でお婆さんに電話をか
けてくださり「いつでもいらっしゃい。」という約束までしてくださった。

井上俊三の子孫宅に「龍馬の写真は井上俊三が撮影した。」とい
う言い伝えが残っているという。また、他の記録でもそのことが証
明されつつある。今度、お婆さん宅を訪問した時にどんな話が飛び
出すか。ワクワクしている。

「井上俊三について
　 驚きの出会いが・・・」

宮　英司
誰が主役かを見極めずに幕末史を考えると、単純な話が大変複
雑になり、そのうちに何が何だかわからなくなる。
幕末の政局は、藩主に代わって主体的に行動できる重臣の存在
が藩の命運を左右するといった非常事態の中にあった。小松帯刀（薩
摩）、木戸孝允（長州）、中根雪江（越前）、辻将曹（芸州）などといっ
た有力藩の重臣は、必ずしも藩主の命令の下に行動していたわけで
はない。彼らがどのような決断を迫られ行動したのかを現代人の我々
は豊かな想像をこらしながら考察しなければならない。
身分の低い平士が政治に参加することは許されず、薩摩の大久
保利通が主役に上り詰めたのは、囲碁という姑息な手段で島津久光
に取り入ったことがきっかけだった話は有名である。まして、坂本龍
馬や中岡慎太郎のような浪人が政治を動かすことなどあり得ないこ
とだった。
草莽の志士たちが藩主級の大物や京都の公卿たちと平気で会談
するといった情景は、当時奔流のように日本に流入していた西洋デ
モクラシーに向けた胎動のはじまりだった。しかしその胎動が現実
の国体となり、日本に実現するまでには 80 年後の太平洋戦争終結
まで待たなければならず、それからさらに 70 年後の今日、民主主
義が日本に定着したとまでは言いにくい現状なのである。
幕末の時期、志士たちの言動や存在は政治の主役たちにとって各
種の情報源だったり、使い捨ての駒だったりした。現代人が彼ら志
士たちから学ぶべきものは、それでも時代を切り拓こうとした情熱
や勇気である。龍馬には、それに加え土佐の空のようにひろびろと
した自由があった。

「幕末史の主役」
渋谷　雅之

“ 話してみるかよ ”

広瀬神社の前に立つ
広瀬武夫の銅像（大分県竹田市）
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