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藩
邸
史
料
の
魅
力

本
展
は
、副
題
に
あ
る
よ
う
に「
藩

邸
史
料
」
展
で
す
。
こ
の
正
式
名
称

を
「
土
佐
藩
京
都
藩
邸
史
料
」
と
い

い
ま
す
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
京
都

に
あ
っ
た
土
佐
藩
の
藩
邸
に
残
さ
れ

た
、
５
０
０
点
を
超
え
る
古
文
書
群

の
総
称
で
す
（
当
館
所
蔵
）。
幕
末

の
京
都
で
の
土
佐
藩
の
活
動
を
知
る

た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴

重
な
記
録
で
す
。

古
文
書
と
聞
い
て
、
難
し
い
と
敬

遠
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
古
文
書
は
、

当
時
を
生
き
た
人
々
の
生
の
声
で
す
。

藩
邸
史
料
に
は
、
政
治
的
な
も
の
か

ら
世
俗
的
な
も
の
ま
で
、
建
前
か
ら

本
音
ま
で
、
そ
し
て
藩
主
か
ら
無
名

の
サ
ム
ラ
イ
達
に
至
る
ま
で
、
土
佐

藩
の
多
く
の
人
々
の
「
思
い
」
が
あ

り
ま
す
。
今
回
、
展
示
す
る
古
文
書

ほ
ぼ
す
べ
て
に
、
現
代
語
訳
を
付
け

て
い
ま
す
。
じ
っ
く
り
読
め
ば
、
幕

末
の
京
都
に
い
た
土
佐
の
サ
ム
ラ
イ

達
の
様
々
な
「
思
い
」
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
本
展
の
内
容

本
展
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
土
佐

藩
の
禁き
ん
も
ん門
警
衛
で
す
。
禁
門
と
は
、

御所をまもった土佐の士
サムライ

― 藩邸史料にみる警衛の世界 ― 展 開催中！
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御
所
を
取
り
囲
む
外
郭
門
（
京
都
御

苑
の
外
郭
門
と
し
て
現
存
）
の
こ
と

で
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
清せ
い
和わ

院い
ん

門

を
守
っ
た
の
が
土
佐
藩
で
し
た
。
藩

邸
史
料
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

記
さ
れ
た
内
容
の
も
の
16
点
を
厳
選

し
、
関
連
資
料
を
含
め
総
数
33
点
の

資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

禁
門
警
衛
の
直
接
の
き
っ
か
け
は
、

文
久
３
（
１
８
６
３
）
年
５
月
20
日
、

尊
攘
派
を
代
表
す
る
公
卿
と
な
っ
て

い
た
姉
あ
ね
が
こ
う
じ

小
路
公き
ん
と
も知
の
暗
殺
事
件
で
し

た
。
禁
門
の
内
側
区
域
で
公
卿
が
暗

殺
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
件
の

翌
日
、
土
佐
藩
の
清
和
院
門
を
は
じ

め
、
九
つ
の
禁
門
そ
れ
ぞ
れ
に
警
衛

担
当
藩
が
割
り
振
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
八
月
十
八
日
政
変
、
禁
門
の

変
（
蛤
御
門
の
変
）
と
い
う
幕
末
の

京
都
を
代
表
す
る
事
件
に
も
、
土
佐

藩
は
禁
門
警
衛
を
通
じ
て
関
与
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年

７
月
19
日
に
起
き
た
禁
門

の
変
の
直
後
、
幕
府
か
ら

大
坂
警
衛
へ
の
専
念
を
命

じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
土
佐

藩
の
清
和
院
門
警
衛
は
終

焉
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

間
わ
ず
か
１
年
あ
ま
り
で

し
た
が
、
禁
門
警
衛
を
め

ぐ
っ
て
は
藩
内
外
の
思
惑

が
入
り
乱
れ
ま
し
た
。
幕
末
の
土
佐

藩
が
経
験
し
た
、
ま
さ
に
京
都
政
局

の
一
コ
マ
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
、
学
術
的
に
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
土
佐
の

サ
ム
ラ
イ
達
の
人
間
味
に
も
触
れ
る

こ
と
の
で
き
る
展
示
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

髙
山　

嘉
明

平
成
30
年
度
第
５
回
目
の
企
画
展

「
御
所
を
ま
も
っ
た
土
佐
の
士

サ
ム
ラ
イ︱
藩
邸
史
料
に
み
る
警
衛
の
世
界
︱
」
展
が
、

３
月
２
日
（
土
）
に
は
じ
ま
り
、
現
在
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
展
を
お
楽
し
み
い
た
だ
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
ら
た
め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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志
士
の
肖
像

　
―
公
文
菊
僊
と
龍
馬
を
描
い
た
絵
師
た
ち 

― 

展

　
本
年
度
最
初
の
企
画
展
は
、
龍
馬
や
志
士

の
肖
像
画
を
数
多
く
描
い
た
公く

も
ん文
菊き

く
せ
ん僊
を

テ
ー
マ
に
開
催
予
定
で
あ
る
。
私
た
ち
が
よ

く
目
に
す
る
龍
馬
の
肖
像
画
は
、
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
描
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

公
文
菊
僊
（
１
８
７
３
～
１
９
４
５
）
は
現

在
の
高
知
市
生
ま
れ
で
、
日
本
画
家
の
久
保

田
米
僊
に
学
ん
だ
。
明
治
40
年
（
１
９
０
７
）、

高
知
の
美
術
家
の
集
ま
り
で
あ
る
「
土
陽
美
術

会
」
が
発
足
、
菊
僊
は
こ
れ
に
加
わ
り
、
以
後
、

同
会
発
行
の
雑
誌
『
土
陽
美
術
』
に
作
品
を
発

表
し
て
い
る
。

こ
の
頃
か
ら
、
菊
僊
は
龍
馬
を
始
め
と

す
る
維
新
の
人
物
の
肖
像
画
制
作
に
取
り
組

ん
だ
。
時
期
は
明
確
で
な
い
が
、
特
に
龍
馬

に
つ
い
て
は
等
身
大
の
肖
像
画
を
描
き
、
明

治
天
皇
の
后
で
あ
る
昭
憲
皇
后
に
献
上
し
た
。

こ
の
龍
馬
肖
像
画
は
そ
の
後
、
縮
写
の
要
望

が
海
軍
の
水
交
社
を
通
じ
て
多
く
寄
せ
ら
れ
、

昭
和
4
年
（
１
９
２
９
）
に
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
発
行
、
1
幅
35
円
で
大
規
模
に
頒
布
す
る

事
業
と
な
っ
た
。
ど
の
く
ら
い
の
数
が
出
回
っ

た
か
記
録
は
な
い
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発

行
し
た
時
点
で
既
に
2
千
幅
が
描
か
れ
た
と

い
う
。
精
粗
は
あ
る
が
、
絵
は
印
刷
で
は
な

く
肉
筆
で
あ
る
。

本
特
別
展
は
、
本
来
、
新
館
の
開
館
記
念

と
し
て
、
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
国
重
要

文
化
財
の
龍
馬
関
係
資
料
な
ど
を
借
用
展
示

し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
展
示
ケ
ー
ス
内

の
環
境
改
善
が
間
に
合
わ
ず
、
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。

企
画
展
示
室
で
10
月
２
日
か
ら
開
催
す

る
予
定
だ
っ
た
プ
レ
企
画
を
中
止
し
、
約

１
ヶ
月
間
企
画
展
示
室
を
閉
室
し
て
、
環
境

整
備
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
、
有
害
物
質
の

数
値
が
基
準
値
以
内
に
収
ま
っ
た
ケ
ー
ス
に

だ
け
資
料
を
お
借
り
し
て
展
示
を
行
っ
た
。

そ
の
中
で
、
最
も
来
館
者
の
関
心
が
高

か
っ
た
の
は
、
岡
田
以
蔵
所
用
と
伝
わ
る
拳

銃
だ
っ
た
。
当
館
で
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
前

か
ら
数
え
て
３
回
目
の
展
示
だ
っ
た
が
、
今

ま
で
以
上
に
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
。
今
回

は
高
知
城
歴
史
博
物
館
か
ら
岡
田
家
の
郷
士

年
譜
を
お
借
り
し
、
個
人
蔵
の
拳
銃
と
合
わ

せ
て
展
示
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
岡
田
家

の
背
景
も
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
他
で
は
、
龍
馬
の
誕
生
日
・
命
日
で

あ
る
11
月
15
日
か
ら
龍
馬
祭
り
の
行
わ
れ
た

18
日
ま
で
、
４
日
間
限
定
で
龍
馬
の
湿
板
写

真
の
原
板
を
展
示
し
、
大
変
好
評
を
博
し
た
。

ま
た
、
髙
松
太
郎
宛
の
龍
馬
書
簡
や
若
い

頃
に
龍
馬
が
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
左

行
秀
の
刀
な
ど
、
大
変
貴
重
な
資
料
も
展
示

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
福
井
県
立

博
物
館
か
ら
は
、
由
利
公
正
関
係
資
料
を
３

点
お
借
り
し
た
。

龍
馬
の
肖
像
画
は
、
左
手
に
刀
を
持
っ
た
立

ち
姿
で
、
中
島
気
山
な
ど
の
賛
が
入
っ
た
も
の

が
多
い
。
興
味
深
い
の
は
足
元
で
、
絵
に
よ
っ

て
靴
を
履
い
た
も
の
と
黒
足
袋
を
履
い
た
も
の

が
あ
る
。
2
千
幅
以
上
を
描
い
た
菊
僊
が
途
中

で
方
針
を
変
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
由

は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

志
士
の
肖
像
を
描
く
こ
と
は
、
明
治
以
降
盛

ん
に
な
っ
た
志
士
顕
彰
の
流
れ
と
無
関
係
で
は

な
い
。
本
展
を
通
じ
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象

に
も
迫
り
た
い
と
考
え
る
。

亀
尾 

美
香

「
志
士
の
肖
像

　
―
公
文
菊
僊
と
龍
馬
を
描
い
た
絵
師
た
ち
―
」
展

■
会
期
：
平
成
31
年
4
月
27
日
（
土
）
～

7
月
15
日
（
月
・
祝
）
無
休

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

①
講
演
会
「
公
文
菊
僊
の
肖
像
」

（
高
知
県
立
美
術
館
学
芸
員

中
谷
有
里
氏
）

6
月
29
日
（
土
）
13
時
30
分
～

新
館
1
Ｆ
ホ
ー
ル

※
要
事
前
申
し
込
み

②
担
当
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

5
月
18
日
（
土
）
、
6
月
15
日
（
土
）

い
ず
れ
も
14
時
～

※
申
し
込
み
不
要

今
回
、
環
境
問
題
の
関
係
上
、
会
期
の
１
ヶ

月
半
前
に
大
幅
な
内
容
変
更
を
行
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
個
人
の
方
々
や
福
井

県
立
歴
史
博
物
館
、
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館
、

高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
、
高
知
県
立
図

書
館
、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
ご
理

解
を
い
た
だ
き
、
多
く
の
資
料
を
お
貸
し
い
た

だ
い
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
今
後

は
安
心
し
て
借
用
展
示
で
き
る
よ
う
、
環
境
維

持
に
努
め
、
充
実
し
た
企
画
展
示
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

三
浦 

夏
樹Ҏ蔵のݓॐとԬాՈ࢜ڷේ

公
文
菊
僊
画
坂
本
龍
馬
肖
像

（
坂
本
ツ
ル
氏
蔵
）

菊
僊
の
画
に
、大
正
�
年
（
１
９
１
３
）、日
本
海

海
戦
を
勝
利
に
導
い
た
東
郷
平
八
郎
が
賛
を
書

き
入
れ
た
貴
重
な
も
の
で
、昭
和
�
年
に
東
京
・

青
山
会
館
で
開
か
れ
た
土
佐
勤
王
志
士
遺
墨
展

覧
会
に
も
出
品
さ
れ
た
。こ
の
画
の
龍
馬
は
靴
姿
。

特
別
展

 

「 

龍 

馬 

展 

ー 

真
物
か
ら
感
じ
る
龍
馬
の
魂 

ー 

」を
終
え
て
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幕
末
維
新
期
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
を
お
招
き
し
た
講
演
会
を
、
昨
年
10
月
か
ら
本
年
1
月
に
か
け

て
毎
月
1
回
行
い
ま
し
た
（
11
月
の
み
2
回
）。
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
で
毎
月
行
う
講
演
会
な
の
で
、
本
事

業
を
「
連
続
講
演
会
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
平
成
30
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
坂
本
龍
馬
と
そ
の
時
代
」
と
し
、

様
々
な
視
点
か
ら
、
龍
馬
自
身
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
生
き
た
時
代
を
考
え
て
い
た
だ
く
機
会

と
し
ま
し
た
。
講
師
お
よ
び
演
題
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

い
ず
れ
の
回
も
、
今
ま
で
に
な
い
切
り
口
で

の
お
話
で
、
聴
講
さ
れ
た
方
に
と
っ
て
も
聞
き

ご
た
え
の
あ
る
講
演
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の

よ
う
な
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
ご
意
見
か
ら

も
う
か
が
え
ま
す
。

●
龍
馬
に
つ
い
て
、土
佐
に
住
み
な
が
ら
も
、長

年
違
和
感
が
あ
り
、
詳
し
く
知
ろ
う
と
は

思
っ
て
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
龍
馬
の

こ
と
を
知
っ
て
み
た
い
と
、
こ
の
連
続
講
座

に
申
し
込
ん
だ
が
、非
常
に
よ
か
っ
た
。

（
10
月
��
日
、�0
代
）

●
講
演
内
容
も
は
じ
め
て
聞
く
話
ば
か
り
だ
っ

た
の
で
、
ひ
と
つ
の
説
で
あ
っ
て
も
と
て
も

興
味
が
持
て
ま
し
た
。
こ
の
様
な
サ
ー
ビ
ス

が
あ
る
の
な
ら
今
後
も
足
を
運
び
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

（
11
月
�
日
、�0
代
）

●
も
っ
と
調
べ
た
り
勉
強
し
た
り
し
て
、中
岡

慎
太
郎
と
い
う
人
を
知
り
、
友
人
に
話
し
た

り
し
て
広
め
た
い
と
思
い
ま
し
た
。　　
　

　
（
11
月
��
日
）

●
〝
幕
末
〞を
勝
ち
負
け
と
い
う
視
点
で
な
く
、

近
代
日
本
へ
の
橋
が
か
り
と
し
て
と
ら
え
る

と
い
う
大
石
氏
の
考
え
に
大
い
に
共
感
し
ま

し
た
。

（
1�
月
9
日
、�0
代
）

●
こ
の
度
、ず
っ
と
幕
末
維
新
講
座
を
聴
講
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。知
識
不
足
な
が
ら
、資
料

を
読
み
、お
話
を
聞
き
、本
を
読
ん
だ
り
し
て

興
味
を
も
っ
て
勉
強
し
ま
し
た
。
自
分
な
り

に
幕
末
で
活
躍
し
た
人
々
（
特
に
土
佐
）
を

知
り
ま
し
た
。

（
1
月
1�
日
、�0
代
）

近
年
、
分
野
を
問
わ
ず
多
く
の
博
物
館
が

様
々
な
教
育
普
及
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
町
歩
き
や
観
察
会
⋮
な
ど

教
育
普
及
活
動
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
中
で
も
、
安
定
の
定
位
置
に
あ
る
（
？
）
の

が
「
講
演
会
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
講
演

会
に
は
、
展
覧
会
の
内
容
に
関
連
し
た
も
の
の

他
、
今
回
の
よ
う
に
独
立
し
た
テ
ー
マ
に
よ
る

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大

学
の
先
生
レ
ベ
ル
の
研
究
者
に
よ
る
最
新
の
研

究
成
果
を
＂
わ
か
り
や
す
く
＂
聞
く
こ
と
が
で

き
る
貴
重
な
機
会
と
い
え
ま
す
。
博
物
館
で
開

催
さ
れ
る
場
合
、
入
館
料
を
払
え
ば
無
料
で
聴

講
で
き
る
も
の
が
一
般
的
だ
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
非
常
に
内
容
の
濃
い
お
話
を
無
料
で
聞

け
て
、
時
間
が
あ
れ
ば
展
示
も
楽
し
め
る
、
お

話
の
内
容
に
よ
っ
て
は
展
示
を
2
倍
も
3
倍
も

楽
し
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

気
軽
に
専
門
的
な
話
を
聴
講
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
博
物
館
の
講
演
会
は
＂
大
人
の
知
的

好
奇
心
＂
を
満
足
さ
せ
る
事
業
だ
と
思
い
ま
す
。

次
年
度
の
連
続
講
演
会
「
幕
末
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

︱
龍
馬
を
め
ぐ
る
人
々
」
も
ど
う
ぞ
お
楽
し

み
に
。

河
村
章
代

։࠵ শུܟˎ　　ࢣ　ߨ ԋ　

10݄��ʢʣ 　จ࠸
ʢྺڀݚ࢙Ոʣ

ʯࡦຊ龍馬ͱʮધதീࡔԠ�ͷܚ

11݄�ʢɾॕʣ 　ఓҰٶ
ʢژཱࠃതؗ　্੮ڀݚһʣ

ຊ龍馬ͱେไؐࡔ
ʵকࣙ܉৬ࡦΛΊ͙ͬͯʵ

11݄��ʢʣ ๛ా　ຬ
ʢதԬ৻ଠؗ　ɾ学ܳһʣ

தԬ৻ଠ͕
ཧ༝ͨ͠લΛ໊ʹ࢙ྺ

1�݄9ʢʣ େੴ　学
ʢ౦ژ学ܳେ学　ڭतʣ

ນେՏͱࡔຊ龍馬
ʵ࣌代ূߟͷ͔ݧܦΒʵ

1݄1�ʢʣ ج　࣋
ʢେ౦จԽେ学　ࢣߨʣ

ࣸਅͷதͷӳ༤ͨͪ
ʵྺࢿ࢙ྉͱͯ͠ͷࣸݹਅʵ

好
評
だ
っ
た
「
連
続
講
演
会
」
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学芸員の視点 学芸課長 前田 由紀枝
中濱万次郎の手紙を読む
「“日本人”であった万次郎」

　

﹁
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
と
呼
ば
れ
た

男
～
中
濱
万
次
郎
﹂
展
（
昨
年
12

月
29
日
～
2
月
24
日
）
は
58
日
間

の
日
程
で
︑
約
２
６
︐
０
０
０
人

の
方
た
ち
に
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
︒

　

会
期
中
︑
印
象
的
だ
っ
た
の
は

万
次
郎
の
手
紙
を
食
い
入
る
よ

う
に
見
て
い
る
人
た
ち
の
姿
で

あ
っ
た
︒
日
本
初
公
開
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
︑
ア
メ
リ

カ
の
恩
人
に
送
っ
た
万
次
郎
の

直
筆
書
簡
に
対
す
る
興
奮
が
そ

の
後
ろ
姿
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
だ
っ
た
︒
実
は
私
も
そ
の

一
人
で
あ
る
︒

船
長
と

海
軍
大
尉
宛
の
手
紙

私
が
初
め
て
万
次
郎
の
手
紙

を
見
た
の
は
2
年
前
の
秋
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
へ
調
査
に
出
か

け
た
と
き
だ
っ
た
。
手
紙
の
宛

て
先
は
2
人
の
人
物
で
あ
る
。

　

一
人
は
万
次
郎
た
ち
を
救
出

し
た
捕
鯨
船
ジ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ラ

ン
ド
号
の
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル

ド
船
長
で
、
手
紙
を
見
た
の
は

東
部
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に

あ
る
ニ
ュ
ー
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド

捕
鯨
博
物
館
で
あ
っ
た
。
船
長

か
ら
5
代
目
の
ロ
バ
ー
ト
・
ホ

イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
は
フ
ロ

リ
ダ
に
住
ん
で
い
る
が
、
同
館

で
の
特
別
展
に
展
示
さ
れ
て
い

た
。
１
８
４
７
年
、１
８
４
８
年
、

１
８
６
０
年
と
い
う
日
付
も
万
次
郎
の
変
遷

を
如
実
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
人
の
相
手
は
、
ア
メ
リ
カ
海

軍
の
ジ
ョ
ン
M.

ブ
ル
ッ
ク
大
尉
で
あ
る
。
ブ

ル
ッ
ク
大
尉
は
万
延
元
（
１
８
６
０
）
年
日
米

修
好
通
商
条
約
の
批
准
書
交
換
の
際
、
正
使

一
行
の
随
伴
艦
・
咸
臨
丸
の
技
術
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
乗
船
し
、
日
本
艦
初
の
太
平
洋

横
断
に
貢
献
し
た
。
手
紙
を
見
た
の
は
南
部

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
レ
キ
シ
ン
ト
ン
に
住
む
大
尉

の
ひ
孫
ジ
ョ
ー
ジ
M.

ブ
ル
ッ
ク
ご
夫
妻
の
自

宅
で
、
イ
ン
ク
の
跡
も
鮮
や
か
な
１
６
０
年

前
の
手
紙
で
あ
っ
た
。

「friend

」
と
本
人
の
サ
イ
ン

初
め
て
日
本
で
公
開
す
る
万
次
郎
書
簡
を

目
の
当
た
り
に
し
、
改
め
て
直
筆
の
す
ご
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
少
し
手
紙
を
見

て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
に
宛

て
た
次
の
3
通
で
あ
る
。
①
１
８
４
７
年
3

月
12
日
グ
ア
ム
に
て
②
１
８
４
８
年
10
月
30

日
ホ
ノ
ル
ル
（
ハ
ワ
イ
）
に
て
③
１
８
６
０

年
5
月
2
日
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
・
ア
イ
ラ
ン
ド

（
ハ
ワ
イ
）
に
て
。

そ
れ
ら
の
書
き
出
し
に
あ
る
言
葉

「friend

」
に
注
目
す
る
。
①
「Respected 

Friend

＝
尊
敬
す
る
友
へ
」、

②
「K

ind 
friend

＝
優
し
き
友
へ
」、
③
「M

y H
onored 

friend

＝
尊
敬
す
る
友
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。

①
の
文
中
に
は
「you are m

y best friend 
on the earth

＝
あ
な
た
は
こ
の
世
で
最
良
の

友
で
す
」、
③
で
は
「m

y D
ear m

y friend

＝
親
愛
な
る
友
で
あ
る
あ
な
た
」、
文
末
に
は

「I rem
ean your friend

＝
（
私
は
）
あ
な

た
の
友
で
あ
る
続
け
る
」
な
ど
と
あ
る
。

同
時
代
の
他
の
人
の
手
紙
と
万
次
郎
書
簡

を
比
較
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
万

次
郎
と
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
と
の
間

柄
で
考
え
て
み
る
。

①
の
手
紙
は
救
助
さ
れ
て
か
ら
約
6
年
後
、

万
次
郎
は
捕
鯨
船
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
号
の
乗
組

員
と
し
て
2
回
目
の
捕
鯨
航
海
に
出
航
し
て

10
カ
月
。
万
次
郎
よ
り
先
に
捕
鯨
航
海
に
出

て
い
た
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
と
別
れ

て
か
ら
は
2
年
5
カ
月
が
経
っ
て
い
る
。
万

次
郎
は
20
歳
に
な
っ
て
い
た
。

命
の
恩
人
で
あ
り
、
捕
鯨
船
員
と
な
っ
た

万
次
郎
に
と
っ
て
船
長
と
い
う
ト
ッ
プ
の
立

場
に
あ
る
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
対
し
て
、

「friend

＝
友
」
と
い
う
言
葉
は
特
別
な
意
味

を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、
万
次

郎
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
ま
る
で
実
の
父
親
の

よ
う
に
私（
万
次
郎
）の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
」

ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
が
、
い
か
に
万
次
郎

に
対
し
て
民
主
的
か
つ
博
愛
的
な
考
え
方
を

教
え
た
の
か
が
分
か
る
。
万
次
郎
は
船
長
の

下
で
、
民
主
的
な
自
由
と
平
等
と
い
う
考
え

方
を
体
得
し
た
の
だ
と
思
う
。
無
人
島
で
の

救
出
後
約
3
年
半
を
共
に
過
ご
し
た
船
長
と

万
次
郎
と
の
蜜
月
が
、
鎖
国
時
代
の
日
本
人

に
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
「friend

」
と
い
う

言
葉
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、文
末
に
あ
る
サ
イ
ン
も
、①
は「John 

M
ung Japanese

」
②
は
「John M

ung

」

③
は
「John M

ungero

」
で
あ
る
。
①
②
は

米
国
捕
鯨
船
員
時
代
で
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
と
呼

ば
れ
た
時
期
。
特
に
①
で
は
、「
日
本
人
」
と

書
い
て
い
る
。
日
本
の
鎖
国
時
代
に
現
代
の

私
た
ち
の
よ
う
に
日
本
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
明
確
に
し
て
い
る
万
次
郎
に
驚

く
。
③
は
幕
臣
と
な
っ
て
咸
臨
丸
で
渡
米
し

た
帰
路
に
書
い
た
も
の
で
、「
サ
ム
ラ
イ
」
と

な
り
、
名
字
を
持
っ
た
万
次
郎
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
親
し
い
船
長
に
は
「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
」

と
い
う
サ
イ
ン
を
認
め
た
。

堂
々
と
生
き
た
万
次
郎

一
方
、
幕
府
艦
船
に
通
訳
と
し
て
公
的

に
乗
り
組
ん
だ
万
次
郎
が
、
合
衆
国
海
軍
ブ

ル
ッ
ク
大
尉
に
宛
て
た
手
紙
も
興
味
深
い
。

１
８
６
０
年
5
月
7
日
の
日
付
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
や
は
り「D

ear Friend

」か
ら
始
ま
り
、

最
後
に
は
「I am

 your m
ost w

arm
est 

friend

＝
あ
な
た
の
最
も
親
し
い
友
人
」
と
あ

る
。
サ
イ
ン
は
「N

acaharm
a M
ungero

」

（
中
濱
万
次
郎
）
で
あ
る
。
貧
し
い
漁
民
の
次

男
で
あ
っ
た
万
次
郎
が
幕
臣
と
な
り
、
米
国

海
軍
大
尉
に
「
友
人
」
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す

る
あ
た
り
、
堂
々
と
生
き
た
万
次
郎
を
思
う
。

真
物
書
簡
に
よ
っ
て
、
万
次
郎
の
ス
ペ
リ
ン

グ
も
は
っ
き
り
し
た
。

書
き
出
し
と
文
末
だ
け
で
も
万
次
郎
そ
の

人
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
の
企
画

展
を
端
緒
に
し
て
、
よ
り
万
次
郎
の
素
顔
に

近
づ
く
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。

ສ࣍ॻ؆（ݪຊ、ࠁ、༁）を͡Ί、اըలでల
ࣔしたશࢿྉ༰を収Ίた小ࢠをγϣοϓでൢചし
てい·す。ͥͻ͝ཡͩ͘͞い。（൦Ձ ���ԁ）
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24
歳
（
満
23
歳
）
の
龍
馬
は
、
土
佐
弁
丸
出

し
で
あ
る
。「
こ
の
手
紙
を
持
っ
て
行
く
者
に
、

前
に
大
回
り
船
で
送
っ
た
荷
物
の
行
方
が
分
か

ら
ん
と
は
言
わ
れ
ん
ぞ
よ
。
こ
の
男
の
荷
物

じ
ゃ
あ
き
に
、
手
紙
が
龍
馬
か
ら
来
た
け
ん
ど

間
違
っ
た
と
言
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」。
現

代
風
に
読
む
と
こ
ん
な
感
じ
だ
が
、
口
に
出
し

て
原
文
で
読
ん
で
み
る
方
が
面
白
い
。
こ
れ
は

書
き
出
し
の
文
に
な
っ
て
い
る
が
、
の
ち
の
龍

馬
の
癖
か
ら
み
る
と
追
伸
の
よ
う
で
あ
る
。

　

手
紙
全
体
か
ら
龍
馬
の
若
さ
が
あ
ふ
れ
て
い

る
。
土
佐
訛
だ
け
で
な
く
田
舎
臭
さ
の
抜
け
な

い
と
こ
ろ
が
、
何
と
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
脱
藩

と
か
勤
王
と
か
ま
だ
関
係
の
な
い
頃
で
あ
る
。

　

日
付
と
宛
先
の
な
い
手
紙
で
あ
る
が
、
本
文

に
あ
る
北
辰
一
刀
流
の
他
流
試
合
の
こ
と
な
ど

か
ら
二
回
目
の
江
戸
行
き
か
ら
帰
国
す
る
直
前

で
あ
る
こ
と
。
手
紙
の
書
き
方
が
ざ
っ
く
ば
ら

ん
で
、
こ
こ
に
あ
る
手
紙
を
託
し
た
人
へ
失
礼

の
な
い
よ
う
に
た
し
な
め
て
い
る
こ
と
。
文
中

に
は「
〇
が
な
い
」と
言
っ
て
暗
に
金
を
ね
だ
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
気
心
の
知
れ
た
姉
乙

女
に
宛
て
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

今
回
私
が
お
す
す
め
す
る
の
は
当
館
か

ら
発
売
さ
れ
て
い
る
『
龍
馬
書
簡
集
』
で

す
。

　

当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
龍
馬
の
手
紙
を

収
録
し
て
い
ま
す
。
す
べ
て
に
、
読
み
下

し
文
、
現
代
語
訳
、
解
説
を
つ
け
て
、
よ

み
や
す
く
配
列
し
た
本
で
す
。
龍
馬
に
つ

い
て
学
び
た
い
方
の
入
門
編
と
し
て
も

ぴ
っ
た
り
の
一
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。
手

紙
と
し
て
遺
し
た
龍
馬
の
志
を
感
じ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
そ
の
中
で
も
私
の
お
気
に
入
り

を
一
通
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
慶
応

3
年
10
月
13
日
、
後
藤
象
二
郎
宛
草
案
で

す
。
い
よ
い
よ
大
政
奉
還
の
可
否
を
決
め

る
日
、
龍
馬
は
二
条
城
へ
登
城
す
る
後
藤

に
決
死
の
覚
悟
で
臨
め
と
檄
文
を
送
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
よ
ほ
ど
力
が
入
っ
た
の

か
「（
後
藤
）
先
生
」
を
「
生
生
」
と
書

き
損
じ
、
こ
れ
を
下
書
き
と
し
て
手
元
に

残
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
緊
張
と
高
ま

り
が
直
に
伝
わ
る
第
一
級
資
料
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
当
館
で
真
物
を
鑑
賞
し
て

い
た
だ
き
、
書
簡
集
で
改
め
て
理
解
を
深

　

今
の
高
知
県
民
に
は
発
音
し
が
た
い
、
土

佐
弁
特
有
の
発
音
「
ぢ
」（
じ
）
の
使
い
分

け
。
近
年
土
佐
弁
の
代
表
み
た
い
に
流
布
し

て
い
る
「
ぜ
よ
」
で
は
な
く
、
龍
馬
は
「
ぞ

よ
」
を
使
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の

手
紙
を
読
む
た
び
、
最
近
聞
く
こ
と
の
な
い

本
来
の
土
佐
弁
を
聞
い
て
み
た
い
も
の
だ
と

思
う
。
時
代
の
空
気
も
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

本
文
は
「
先
便
差
出
し
申
し
候
し
よ
ふ
婦

は
皆
々
あ
る
付
申
候
よ
し
」（
前
の
便
で
送
っ

て
お
り
ま
し
た
〈
江
戸
・
堀
切
の
〉
菖シ

ョ
ウ
ブ蒲
は

全
部
根
づ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
）
と
始

ま
っ
て
お
り
、「
あ
り
つ
く
」
と
い
う
土
佐

弁
や
龍
馬
の
家
族
に
対
す
る
思
い
や
行
動
、

坂
本
家
の
様
子
が
う
か
が
え
る
の
も
興
味
深

い
。

　

作
家
・
宮
地
佐
一
郎
氏
は
『
龍
馬
の
手
紙
』

で
こ
の
手
紙
を
掲
載
す
る
に
あ
た
り
、
当
初

「
し
よ
ふ
婦
」
を
「
娼
婦
」
と
読
ん
で
い
た

と
い
う
。
な
か
な
か
意
味
が
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
を
眞
喜
子
夫
人
に
話
し
た
の
だ
ろ
う
。

眞
喜
子
さ
ん
が
「
あ
な
た
、そ
れ
は
〝
菖
蒲
〞

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
一
件

落
着
。
こ
れ
も
ま
た
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

現
在
は
北
海
道
・
浦
臼
町
所
蔵
と
な
っ
て

い
る
が
、
旧
蔵
者
の
同
町
・
前
田
寿
子
さ
ん

が
自
宅
で
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
初
め

て
前
田
家
で
拝
見
し
た
と
き
、
寿
子
さ
ん
は

「
先
祖
か
ら
伝
わ
る
こ
の
手
紙
が
あ
る
の
で

神
経
が
休
ま
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
す
。
土
佐
か
ら
は
る
ば
る
渡
道

し
た
こ
の
手
紙
は
、
土
佐
出
身
の
坂
本
家
や

前
田
家
の
歴
史
と
と
も
に
あ
っ
た
も
の
で
も

あ
る
。

前
田
由
紀
枝

め
て
い
た
だ
け
る
と
よ
り
楽
し
め
る
と
思

い
ま
す
。

　

最
後
に
今
回
の
龍
馬
書
簡
集
は
当
館
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
、
ま
た
は
当
館

の
Ｈ
Ｐ
か
ら
で
も
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
検
討
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

中
西
洸
太
朗

此
状
も
つ
て
行
者
ニ
、
せ
ん
の
大

廻
の
荷
の
や
り
所
が
し
れ
ん
言
ハ

れ
ん
ぞ
よ

此
男
の
に
物
ぢ
や
あ
き
に
、
状
が

龍
馬
か
ら
来
た
け
ん
ど
ま
ち
が
つ

た
と
御
い
ゝ
可
被
下
候

（
安
政
五
年
七
月
頃
乙
女
宛
）

龍
馬
の

　
　  

手
紙

02

私
の

お
す
す
め

『
龍
馬
書
簡
集
』

　
〜
龍
馬
の
志
を
感
じ
る
〜

No.2

※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！
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拝
啓 

龍
馬
殿
180通

平
成
30
年
12
月
21
日
～
平
成
31
年
3
月
20
日

�1
年
前
、
交
通
事
故
で
重
傷
を
お
い
、
寝
た
き
り
の

状
態
の
時
、龍
馬
を
愛
す
る
女
子
と
し
て
友
人
に
知

ら
れ
て
い
た
私
に
、桂
浜
に
行
っ
て
き
た
と
お
土
産
に
龍
馬

の
像
を
も
ら
い
ま
し
た
。病
床
に
お
き
「
い
つ
か
歩
け
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
必
ず
桂
浜
ま
で
逢
い
に
い
く
」と
心
に
決
め

て
か
ら
随
分
と
長
い
時
が
経
ち
ま
し
た
。
今
、
乳
ガ
ン
の
手

術
を
終
え
、
治
療
を
し
て
い
る
こ
の
時
、
こ
こ
で
念
願
の
龍

馬
に
逢
え
た
こ
と
、
本
当
に
感
動
の
涙
に
く
れ
ま
し
た
。
身

も
心
も
弱
っ
て
い
る
時
、い
つ
も
龍
馬
に
勇
気
づ
け
ら
れ
ま

す
。い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
心
の
底
に
龍
馬
の
強
い
心
を

感
じ
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。私
の
生
命

も
〝
洗
濯
〞��
桂
浜
の
夕
日
を
あ
び
な
が
ら
。　

か
し
こ

追
伸
、呼
び
捨
て
に
し
て
し
ま
い
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

（
12
月
22
日　

東
京　

M
・
T　

56
歳　

女
性
）

私
は
坂
本
龍
馬
さ
ん
が
大
好
き
で
、と
て
も
そ
ん
け

い
し
て
い
ま
す
。
も
し
暗
殺
さ
れ
て
な
け
れ
ば
、

も
っ
と
日
本
が
良
い
方
向
に
発
展
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

今
の
日
本
は
先
の
事
ば
か
り
考
え
て
お
り
、坂
本
さ
ん
の
事

や
歴
史
を
学
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。僕
も
も
っ
と

学
ん
で
日
本
に
や
く
に
立
つ
人
に
な
り
た
い
で
す
。

（
12
月
23
日　

東
京　

T
・
W　

11
歳　

男
子
）

今
回
�
回
目
の
来
館
で
す
。い
つ
か
子
ど
も
達
を
連

れ
て
来
た
い
と
思
っ
て
い
た
所
、念
願
叶
い
�
人
で

来
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
龍
馬
様
の
お
引
き
合
わ

せ
！
今
年
の
京
都
で
の
命
日
祭
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、

よ
い
一
年
の
締
め
く
く
り
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、

来
年
か
ら
も
龍
馬
様
を
見
習
い
、
前
向
き
に
色
ん
な
事
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
す
！
今
日
の
日
に
感
謝
��

（
12
月
23
日　

広
島　

K
・
S　

57
歳　

女
性
）

�0
数
年
越
の
夢
が
叶
い
、こ
こ
桂
浜
へ
や
っ
て
来
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。私
の
人
生
観
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
龍
馬
様
の
生
ま
れ
た
地
、影
響
を
与
え
た
こ
の
海

を
見
ら
れ
て
感
無
量
で
す
。本
当
に
来
ら
れ
て
う
れ
し
い
限

り
、夢
は
持
ち
続
け
れ
ば
叶
う
の
だ
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。京
都
、長
崎
と
巡
り
、土

佐
に
来
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
で
す
。

（
12
月
24
日　

青
森　

R
・
H　

53
歳　

女
性
）

お
久
し
ぶ
り
で
す
。
去
年
は
こ
こ
に
は
来
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
二
年
ぶ
り
に
あ
な
た
に
会
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。二
年
た
っ
て
も
や
は
り
あ
な
た
へ
の
憧
れ
は

変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
ま
し
た
。思
え
ば
こ
れ
が
何
度

目
の
「
龍
馬
詣
で
」で
し
ょ
う
。で
も
何
度
来
て
も
あ
な
た
は

私
に
大
き
な
志
と
明
日
へ
の
勇
気
を
く
だ
さ
い
ま
す
。こ
れ

か
ら
も
何
度
も
こ
こ
へ
来
ま
す
。
そ
の
度
に
、
よ
く
知
っ
て

い
る
あ
な
た
と
、新
し
く
発
見
す
る
あ
な
た
に
会
え
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
12
月
25
日　

奈
良　

N
・
I　

55
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
）

こ
ん
に
ち
は
。私
は
龍
馬
さ
ん
に
一
つ
質
問
し
た
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。ど
う
し
た
ら
そ
ん
な
に
夢
と
優

し
さ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
人
間
に
な
れ
る
の
で
す
か
。そ
し
て

ど
う
し
た
ら
そ
ん
な
に
あ
る
こ
と
に
熱
中
し
て
、必
死
に
や

り
遂
げ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。実
は
私
は
あ
る
こ
と
を
「
や

る
ぞ
！
」と
思
っ
て
も
、な
か
な
か
続
か
な
い
し
、他
の
こ
と

に
気
を
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。あ
な
た
の
精
神
の
強
さ
は
、

剣
術
と
お
姉
さ
ん
の
御
指
導
で
し
ょ
う
か
。日
本
中
を
走
っ

て
つ
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。ど
う
ぞ
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
く

だ
さ
い
。

（
12
月
26
日　

13
歳　

女
性
）

人
生
初
の
高
知
に
来
ま
し
た
。龍
馬
さ
ん
に
会
い
に

で
す
。一
昨
日
、会
社
員
を
脱
藩
し
、学
生
の
頃
か
ら

描
い
て
い
た
独
立
を
果
た
し
ま
し
た
。今
は
ま
だ
一
人
の
個

人
事
業
主
で
す
が
、同
志
を
集
め
て
「
人
を
幸
せ
に
す
る
事

業
」
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
改
め
て
龍
馬
さ
ん

の
生
き
た
時
代
を
本
日
学
ば
せ
て
頂
き
、た
っ
た
一
五
〇
年

生
ま
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
違
っ
て
い
た
ら
、自
分
は
自
由
に

旅
を
す
る
事
も
、夢
を
描
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
か
…

と
実
感
し
ま
し
た
。今
僕
が
自
分
で
道
を
自
由
に
決
め
て
進

め
る
の
は
、近
代
国
家
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
龍
馬
さ
ん
含

先
日
来
館
者
の
方
々
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー

ト
の
中
で
、「
赤
松　

小
三
郎
を
知
っ
て
い

ま
す
か
？
」
と
の
記
述
が
目
に
留
ま
っ
た
。

館
長
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
3
年
が

過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
不
勉
強
の
せ

い
も
あ
っ
て
、
全
く
の
初
耳
で
あ
っ
た
た

め
少
し
調
べ
て
み
て
、「
目
か
ら
鱗
が
・・・
」

で
あ
っ
た
。

赤
松
は
信
濃
の
国
、
上
田
藩
士
。
天
保

２
年
の
生
ま
れ
で
、
龍
馬
よ
り
４
歳
年
上
。

勝
海
舟
の
門
下
に
入
り
、
長
崎
の
海
軍
伝

習
所
で
兵
学
や
航
海
術
な
ど
を
修
め
た
後
、

江
戸
に
出
て
英
国
の
騎
兵
士
官
か
ら
英
語

や
騎
兵
術
を
学
び
、
慶
応
２
年
に
は
、
兵

学
者
と
し
て
薩
摩
藩
の
京
都
藩
邸
に
開
い

た
塾
な
ど
で
、
薩
摩
は
も
と
よ
り
会
津
や

肥
後
、
大
垣
な
ど
の
藩
士
を
門
下
生
に
し
て
、

英
国
式
の
兵
学
を
教
授
し
て
い
る
。
門
下

生
の
中
に
は
、
中
村
半
次
郎
や
村
田
新
八
、

東
郷
平
八
郎
な
ど
が
お
り
、
薩
摩
藩
の
兵

制
が
英
国
式
へ
と
転
換
す
る
際
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
龍
馬
と
の
関
係
な
ど
は

見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、「
目
か
ら
鱗
が
」

と
い
う
の
は
、
四
侯
会
議
が
続
い
て
い
た

慶
応
３
年
５
月
に
、
赤
松
が
越
前
の
前
藩

主
・
松
平
春
嶽
に
建
白
し
た
「
御
改
正
之

一
二
端
奉
申
上
候
口
上
書
」
の
存
在
で
あ

る
。
そ
の
建
白
書
で
は
、
上
・
下
議
政
局

か
ら
な
る
二
院
制
の
議
会
の
設
置
や
入
札

（
選
挙
）
に
よ
る
議
員
の
選
出
、
し
か
も
、

現
在
の
大
臣
に
当
た
る
宰
相
６
人
の
人
選

を
議
政
局
が
行
う
と
い
う
議
院
内
閣
制
度

ま
で
も
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
他
に
も
、
欧
米
の
金
や
銀
の
価
値
に

あ
わ
せ
て
金
貨
・
銀
貨
を
改
鋳
す
る
こ
と

や
最
新
の
装
備
を
持
っ
た
陸
海
軍
を
置
く

こ
と
、
さ
ら
に
は
、
殖
産
興
業
の
必
要
性

な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

ここは館長の部屋 髙松　清之

赤
松
　
小
三
郎
？！

の
口
上
書
と
同
様
の
内
容
の
建
白
が
、

薩
摩
藩
主
の
父
・
島
津
久
光
や
幕
府

に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、
龍
馬

が
後
藤
象
二
郎
と
と
も
に
土
佐
藩
船

「
夕
顔
」
に
乗
り
込
み
、
長
崎
か
ら
大

坂
へ
と
向
か
う
航
海
の
途
中
で
「
八

策
」
を
示
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、
慶

応
３
年
６
月
の
こ
と
。
赤
松
の
建
白

は
そ
の
前
月
で
あ
る
。
議
会
制
度
や

陸
海
軍
の
設
置
、
金
銀
の
レ
ー
ト
の

こ
と
な
ど
は
、
暗
殺
直
前
に
龍
馬
が

記
し
た
「
新
政
府
綱
領
八
策
」
の
第

５
・
６
・
８
義
な
ど
と
重
な
っ
て
く
る
。

龍
馬
と
重
な
る
と
い
う
点
で
は
も

う
一
つ
。
赤
松
小
三
郎
は
、
龍
馬
に

先
立
つ
こ
と
２
か
月
ほ
ど
前
の
慶
応

３
年
９
月
、
自
分
の
門
下
生
で
あ
っ

た
中
村
半
次
郎
な
ど
薩
摩
藩
士
の
手

に
よ
っ
て
京
都
で
暗
殺
さ
れ
て
い
る
。

口
上
書
に
見
ら
れ
る
議
会
制
の
導
入

や
あ
く
ま
で
内
戦
を
避
け
る
べ
き
だ

と
す
る
赤
松
の
考
え
方
が
、
既
に
武

力
討
幕
へ
と
傾
い
て
い
た
薩
摩
藩
の

方
針
と
相
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、

彼
が
薩
摩
藩
の
軍
事
機
密
を
知
り
す

ぎ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
要
因
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。

龍
馬
の
功
績
や
評
価
に
も
大
い
に

関
係
し
て
く
る
人
物
だ
け
に
、
今
回

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、
彼

に
関
し
て
さ
ら
に
学
ん
で
み
た
い
と

思
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
関　

良

基
氏
の
『
赤
松
小
三
郎
と
も
う
一
つ

の
明
治
維
新
』（
２
０
１
６
年　

㈱

作
品
社
）
を
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
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む
幕
末
の
志
士
の
皆
さ
ん
の
お
陰
で
す
。本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。初
め
て
日
本
に
株
式
会
社
を
設
立
し
た
龍

馬
さ
ん
の
背
中
と
行
動
力
を
見
習
い
、世
の
中
に
恥
じ
な
い

立
派
な
事
業
家
に
な
っ
て
み
せ
ま
す
。ま
た
節
目
に
お
伺
い

さ
せ
て
頂
き
、
成
長
し
た
姿
を
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
桂

浜
か
ら
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

（
12
月
29
日　

神
奈
川　

K
・
H　

25
歳　

男
性
）

私
の
息
子
は
今
、
小
学
�
年
生
で
す
。
な
ん
と
名
前

は
「
り
ょ
う
ま
」で
す
。龍
馬
さ
ん
の
よ
う
に
広
い
視

野
を
も
ち
、難
し
い
こ
と
に
も
恐
れ
ず
挑
戦
し
て
い
く
男
子

に
成
長
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。あ
り
が
た
い
こ
と

に
と
て
も
元
気
で
友
達
も
多
く
、何
で
も
前
向
き
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
子
で
す
。小
�
で
す
が
多
少
反
抗
的
な
と
こ
ろ
も

あ
り
、
親
子
で
た
び
た
び
バ
ト
ル
と
な
り
ま
す
が
、
仲
も
良

い
た
め
、
最
終
的
に
は
薩
長
同
盟
の
ご
と
く
終
わ
り
ま
す
。

今
か
ら
受
験
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
半
面
、太
鼓
の
達

人
の
レ
ベ
ル
を
あ
げ
た
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
方
面
へ
も

向
か
っ
て
い
て
、母
と
し
て
は
た
め
息
も
つ
き
な
が
ら
応
援

し
て
い
ま
す
。彼
の
大
き
な
夢
が
叶
い
ま
す
よ
う
に
、ど
う
ぞ

見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。

（
12
月
30
日　

愛
媛　

A
・
H　

41
歳　

女
性
）

幕
末
の
凄
さ
が
改
め
て
分
か
る
展
示
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。龍
馬
さ
ん
が
思
い
描
い
た
日
本
は
実

現
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。ぜ
ひ
進
化
を
と
げ
た
今
の

日
本
を
見
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。ま
た
真
面
目

だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
文
面
で
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
だ
な

と
感
じ
ま
し
た
。楽
し
そ
う
な
人
柄
が
人
や
時
代
を
動
か
し

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

（
12
月
30
日　

広
島　

I
・
O　

14
歳　

女
子
）

本
当
に
本
当
に
サ
イ
コ
ー
で
す
。
日
本
を
せ
ん
た

く
！
で
す
。ど
ん
な
社
会
に
し
た
い
か
…
あ
き
ら
め

ず
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
人
々
が
自
分
の
強
み
を
つ
か
っ
た

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
い
ら
れ
る
社
会
、そ
れ
を
作
り
た
い
で

す
。
仲
間
を
楽
し
く
、
ワ
ク
ワ
ク
、
そ
し
て
周
り
を
気
に
せ

ず
！
で
も
着
実
に
動
い
て
変
化
を
も
た
ら
す
。そ
ん
な
生
き

方
に
し
て
い
き
た
い
。
人
々
に
も
っ
と
幸
せ
を
！
可
能
性

を
！
本
当
に
龍
馬
さ
ん
に
は
心
か
ら
感
謝
！
わ
た
し
も
せ

ん
た
く
し
続
け
ま
す
！

（
12
月
30
日　

東
京　

K
・
K　

42
歳　

女
性
）

平
成
が
い
よ
い
よ
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
平

成
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
戦
争
の
な
い
時
代
の
日

本
に
生
ま
れ
育
ち
、
幸
せ
に
暮
ら
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
も
龍
馬
さ
ん
や
先
人
の
皆
さ
ん
が
日
本
の
基
礎
を
作
っ

て
く
れ
た
お
か
げ
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
平

和
が
続
き
ま
す
よ
う
に
。世
界
が
少
し
で
も
平
和
に
近
づ
き

ま
す
よ
う
に
。

（
1
月
7
日

29
歳

女
性
）

こ
の
海
か
ら
船
出
さ
れ
た
龍
馬
様
。日
本
の
未
来
を

自
分
の
手
で
変
え
ら
れ
る
と
思
っ
た
そ
の
パ
ワ
ー

に
感
激
。
人
を
ま
き
こ
む
力
に
感
動
。
人
に
好
か
れ
る
魅
力

が
す
ご
い
。

（
1
月
19
日　

徳
島　

T
・
W　

63
歳　

女
性
）

私
は
つ
い
最
近
ま
で
龍
馬
さ
ん
の
こ
と
を
よ
く
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。た
っ
た
��
年
し
か
生
き
て
い
な

い
の
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
有
名
で
、た
く
さ
ん
の
人
か
ら
愛
さ

れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。き
っ
か
け
は
ゲ
ー

ム
で
し
た
が
、龍
馬
さ
ん
の
こ
と
を
少
し
ず
つ
知
る
に
つ
れ

て
、
ど
ん
ど
ん
龍
馬
さ
ん
の
こ
と
が
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

武
力
で
は
な
く
話
し
合
い
で
日
本
を
変
え
よ
う
と
し
た
優

し
さ
や
、
家
族
へ
の
手
紙
の
中
で
見
せ
る
お
ち
ゃ
め
さ
。
そ

し
て
土
佐
の
仲
間
た
ち
を
大
切
に
思
う
情
に
厚
い
と
こ
ろ

な
ど
、
な
ん
て
魅
力
的
な
人
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

あ
な
た
が
目
指
し
た
日
本
の
未
来
で
生
き
て
い
る
こ
と
を

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

（
1
月
20
日　

福
島　

26
歳　

女
性
）

幼
き
頃
、父
に
あ
な
た
の
生
涯
を
つ
づ
っ
た
本
を
見

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
小
学
生
の
時
に
は
、
私
は
あ

な
た
に
夢
中
で
、学
校
の
作
文
に
も
あ
な
た
の
事
を
熱
く
書

き
つ
づ
り
ま
し
た
。
大
人
に
な
る
と
、
何
か
あ
る
度
に
あ
な

た
の
人
生
を
思
い
起
こ
し
、自
分
も
精
一
杯
生
き
よ
う
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の
生
涯
の
み
な
ら
ず
、

死
後
も
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
あ
な
た
の
生
き
様

に
は
本
当
に
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
い
つ
も
ほ
が
ら
か
で

ユ
ー
モ
ア
を
忘
れ
な
い
あ
な
た
の
よ
う
に
、私
も
ど
ん
な
事

も
笑
い
飛
ば
し
て
後
悔
の
な
い
人
生
を
歩
ん
で
い
き
た
い

で
す
。

（
1
月
26
日　

香
川　

36
歳　

女
性
）

こ
ち
ら
へ
来
る
の
は
二
度
目
で
す
。
9
年
ほ
ど
前
、

歴
史
好
き
の
父
と
、
旅
行
好
き
の
母
を
連
れ
、
大
好

き
な
龍
馬
さ
ん
の
記
念
館
に
来
ま
し
た
。土
佐
か
ら
大
き
な

志
を
持
ち
、
型
に
は
ま
る
こ
と
な
く
、
大
き
な
視
野
を
持
っ

て
大
き
く
は
ば
た
い
た
龍
馬
の
行
動
は
現
代
の
私
た
ち
の

心
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
今
も
な
お
、
私
た
ち
の
心
を

熱
く
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。私
は
龍
馬
さ
ん
の
「
我
が
な
す
こ

と
は
我
の
み
ぞ
知
る
」
と
い
う
言
葉
が
大
好
き
で
す
。
人
に

変
わ
っ
て
い
る
、
お
か
し
い
、
無
理
だ
と
何
か
と
言
わ
れ
て

も
、気
持
ち
を
強
く
、自
分
を
つ
ら
ぬ
く
姿
勢
が
大
好
き
。現

代
に
い
た
ら
、
間
違
い
な
く
恋
を
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

二
度
目
来
て
も
、や
っ
ぱ
り
私
の
心
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

（
1
月
29
日　

神
奈
川　

N
・
I　

41
歳　

女
性
）

小
説
の
世
界
で
貴
殿
と
出
会
っ
た
学
生
時
代
よ
り

早
�0
数
年
。
や
っ
と
高
知
に
来
る
機
会
を
得
、
は
る

ば
る
群
馬
か
ら
や
っ
て
来
ま
し
た
。相
も
変
わ
ら
ず
わ
ず
ら

わ
し
い
事
の
多
い
会
社
員
と
し
て
の
毎
日
で
す
が
、自
分
を
、

自
分
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
ま
た
明
日
よ
り

日
々
生
き
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。貴
殿
の
如
く
。

（
1
月
30
日　

群
馬　

K
・
M　

56
歳　

男
性
）

土
佐
は
い
い
所
で
す
。土
佐
に
生
ま
れ
土
佐
で
育
ち
、

い
い
人
生
を
お
く
っ
て
ま
す
。ず
っ
と
土
佐
で
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
土
佐
が
好
き
で
す
。
田
舎
だ
と

言
わ
れ
ま
す
が
、テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
少
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
が
、そ
れ
で
も
土
佐
が
好
き
��
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
土

佐
が
好
き
��
龍
馬
さ
ん
、一
度
今
の
土
佐
を
見
に
来
て
く
だ

さ
い
。
祭
り
も
に
ぎ
や
か
で
楽
し
い
で
す
ヨ
。
土
佐
の
お

き
ゃ
く
で
一
緒
に
呑
み
ま
し
ょ
う
ヨ
。い
い
国
土
佐
を
見
に

来
て
く
だ
さ
い
ネ
。
待
っ
て
ま
〜
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
節
分

の
南
国
土
佐
よ
り
。

（
2
月
3
日　

高
知　

Y
・
M　

55
歳　

女
性
）

あ
な
た
と
い
う
方
を
知
り
た
く
、武
蔵
の
国
か
ら
参

り
ま
し
た
。
こ
こ
に
来
る
ま
で
、
歴
史
と
い
う
中
で

学
ん
だ
あ
な
た
と
、記
念
館
で
展
示
物
か
ら
想
像
し
た
あ
な

た
は
全
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
思
え
ば
当
時
、
二
強
と
呼

ば
れ
て
い
た
薩
摩
と
長
州
を
武
力
で
は
な
く
、対
話
に
て
志

を
一
致
さ
せ
た
あ
な
た
の
人
間
力
は
、考
え
て
み
れ
ば
普
通

の
人
間
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。私
が
あ
な
た
の
書
籍
か

ら
抱
い
た
印
象
は
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
、思
わ
ず
吹
き
出
し
て

し
ま
う
よ
う
な
可
笑
し
な
言
葉
、そ
し
て
そ
れ
と
対
照
的
な

強
い
意
志
を
お
持
ち
な
方
だ
と
い
う
も
の
で
す
。歴
史
に
見

る
よ
う
な
偉
人
達
の
他
に
も
姉
乙
女
様
に
宛
て
ら
れ
た
手

紙
に
も
人
間
性
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。今
、

私
は
桂
浜
を
眺
め
な
が
ら
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。あ

な
た
が
こ
こ
か
ら
見
て
い
た
の
は
明
る
い
日
本
の
未
来
で

す
か
。あ
な
た
が
描
い
て
い
た
日
本
は
現
実
と
な
っ
て
い
ま

す
か
。私
も
あ
な
た
の
よ
う
に
志
を
持
っ
て
意
気
揚
々
と
生

き
て
参
り
ま
す
。敬
愛
す
る
あ
な
た
へ
。

（
2
月
4
日　

埼
玉　

K
・
I　

22
歳　

男
性
）

土
佐
の
方
々
は
桂
浜
の
広
く
大
き
な
海
を
み
て

育
っ
た
と
聞
き
ま
す
。私
は
海
の
な
い
県
で
生
ま
れ

育
ち
ま
し
た
の
で
長
ら
く
海
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。土
佐

の
海
は
広
い
！
た
し
か
に
細
か
い
こ
と
、小
さ
な
こ
と
に
頭

を
悩
ま
せ
る
日
々
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く
思
え
て
き
ま
し
た
。あ

な
た
ほ
ど
の
大
業
は
と
て
も
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
は
思
い

ま
せ
ん
が
、
私
も
小
役
人
の
は
し
く
れ
と
し
て
、
世
の
中
の

役
に
立
て
る
よ
う
、大
き
な
目
と
心
で
頑
張
り
た
い
と
思
い

ま
す
。で
は
で
は
。（2

月
10
日　

東
京　

K
・
Y　

47
歳　

男
性
）

愛
知
県
か
ら
は
じ
め
て
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。岐
阜

県
で
中
学
の
社
会
科
教
師
を
し
て
い
ま
す
。幕
末
の

激
動
の
時
代
は
何
度
か
授
業
も
し
、と
て
も
好
き
な
時
代
で

す
。
と
い
い
つ
つ
薩
長
同
盟
を
結
ん
だ
、
亀
山
社
中
と
い
う

カ
ン
パ
ニ
ー
を
つ
く
っ
た
…
断
片
的
な
こ
と
し
か
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、あ
な
た
の
生
き
方
、考
え
方
に
ふ
れ
、学
ぶ

こ
と
ば
か
り
で
し
た
。今
は
学
校
と
い
う
狭
い
枠
の
中
で
生

き
て
い
る
け
れ
ど
（
龍
馬
さ
ん
も
土
佐
藩
と
い
う
小
さ
な
枠

に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
に
目
を
向
け
ら
れ
ま
し
た
ね
！
）
日

本
、
世
界
に
目
を
向
け
、
社
会
の
中
で
何
か
自
分
に
で
き
る

こ
と
を
し
た
い
と
い
う
志
が
あ
り
ま
す
。与
え
ら
れ
た
居
場

所
で
は
な
く
、
自
分
の
手
で
道
を
切
り
拓
き
、
居
場
所
を
つ

く
り
た
い
で
す
。
そ
の
思
い
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
9
月
に

入
籍
し
、
結
婚
休
暇
を
と
り
だ
ん
な
さ
ん
と
来
ま
し
た
。
来

月
結
婚
式
で
す
（
笑
）。志
を
大
き
く
が
ん
ば
り
ま
す
。み
て

い
て
く
だ
さ
い
ね
。

（
2
月
12
日　

愛
知　

S
・
N　

25
歳　

女
性
）

初
め
て
お
便
り
し
ま
す
。��
才
に
し
て
初
め
て
こ
こ

に
来
ま
し
た
。あ
な
た
は
す
ご
い
人
だ
な
と
日
ご
ろ

か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、今
日
改
め
て
や
は
り
す
ご
い
人

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。「
す
ご
い
」と
言
え
ば
た
っ
た

�
文
字
で
す
が
、あ
な
た
の
残
し
た
足
跡
は
地
球
半
周
分
！

こ
の
半
周
を
か
け
て
あ
な
た
は
人
生
を
生
き
き
っ
た
の
で

す
ね
。そ
の
中
で
い
く
人
も
の
出
会
い
が
あ
り
、学
び
、失
敗

し
、
成
長
し
、
す
ば
ら
し
い
人
生
を
生
き
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
人
の
命
は
い
っ
し
ゅ
ん
。
あ
な
た
の
い
っ
し
ゅ
ん
は
す

ば
ら
し
か
っ
た
で
す
。私
も
こ
の
い
っ
し
ゅ
ん
の
た
め
に
出

会
う
べ
く
一
期
一
会
を
大
事
に
し
て
生
き
ま
す
。そ
ち
ら
に

行
っ
た
折
に
は
ぜ
ひ
ハ
グ
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
2
月
13
日　

高
知　

Y　

53
歳　

女
性
）

教
科
書
で
初
め
て
知
っ
た
そ
の
日
か
ら
、そ
の
生
き

様
に
惚
れ
ま
し
た
。誕
生
日
を
祝
い
た
く
て
も
命
日

で
も
あ
る
の
が
と
て
も
切
な
い
で
す
…
。こ
れ
か
ら
も
ず
っ

と
尊
敬
し
て
い
ま
す
。

（
2
月
20
日　

21
歳　

女
性
）
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い

開館時間 9：00～17：00　年中無休
入 館 料 一般  490円（企画展開催時  700円）
 高校生以下無料
高知県・高知市長寿手帳所持者、療育手帳・身体障害者手帳・
精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆者健康手帳
所持者とその介護者（1名）は無料

〒781-0262 高知市浦戸城山830
TEL（088）841-0001　FAX（088）841-0015
http://www.ryoma-kinenkan.jp
「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 109 号（年４回発行） 表紙題字：書家 沢田 明子氏
発行日　2019（平成31）年4月1日
発　行　公益財団法人高知県文化財団
　　　　高知県立坂本龍馬記念館

入　館　状　況
2019年3月20日現在
（1991年11月15日開館以来 27年126日）
◆総入館者数 4,138,532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  201,772人

編集後記
「平成最終号」をお届けします。平成３年開館の当館にとっては二つめの元号を迎え
ることになります。日常が特に変わるわけではありませんが、個人のレベルでも一つの
時代が終わって「新たな時代」を迎えるように感じてしまうのも、思えば不思議な感覚
です。改元の意味も政治情勢もまったく異なりますが、「新たな時代」に思いを託すのは、
龍馬の時代も現代も同じなのかもしれません。それでは次号、「新時代第一号」でまたお
目に掛かりましょう。（た）

■ 「２０１９年度は幕末の人気者でスタート！」
海の見える・ぎゃらりいでは、４月２５日

(木)～７月１２日（金）「幕末の志士人気ベス
ト１０」展を開催します。
この展覧会は古写真を土佐和紙に大きく

引き伸ばすという方法で、混乱の幕末を駆
け抜けた志士たちに焦点を合わせ、企画
展「幕末写真館」展を平成１９年１２月１７
日～平成２０年３月２０日まで開催しました。
期間中１４０枚の写真の中から入館者の皆
さまに「お気に入りの写真」を投票していた
だいたのがきっかけで、当館の入館者アン
ケートに「幕末のお気に入りの人物を教えて
ください」という項目が出来ました。それ
以来「幕末の志士人気ベスト１０」展として
皆さまからもご好評をいただく展覧会とな

り、１４回を数えました。その中には色 な々ジャンルの作家作品とのコラボレーション展示などもありました。
そして今回は、昨年新館がオープンして以来の１１ヶ月間の集計結果を、シンプルにパネル写真で展示します。１位
はもちろん不動の“坂本龍馬”、断然トップです。２位は、つい先日まで企画展が開催されていた“ジョン万次郎”、３
位は“西郷隆盛”。何といっても昨年のNHK大河ドラマ「西郷どん」人気の影響もありそうです。それに続く志士達は、
皆さまのお気に入りの人物が果たしてベスト１０入りをしているでしょうか？総得票数４４１８票の行方をご覧ください。
今後は「幕末の志士人気ベスト10」展
にプラスアルファも予定しています。お
子さんから大人の方も一緒に興味を持っ
ていただけるような幕末の人物に関する
ものや、 想像力と創造力を楽しめる内
容に出来ればと思っています。
また、１０月からの龍馬月間には、入
館者の皆さまにも人気がある作家の展
覧会を予定しています。
“海の見える・ぎゃらりい”は、“海を
見ながら作品を鑑賞していただけるス
ペース”として、いつご来館いただいて
も愉しんでいただけるような空間づくり
を皆さまとともに目指します。

中村 昌代

ϕετ ��లै来のలࣔ෩ܠ

ϕετ ��లै来のలࣔ෩ܠ



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

博物館教育
歴史資料を「鑑賞」する ?!

Տଜ　ষ

私
の
テ
ー
マ

「
私
が
？
」
―
本
稿
の
依
頼
へ

の
私
の
第
一
声
で
す
。
私
は
、
学

芸
専
門
員
と
い
う
職
名
で
坂
本
龍

馬
記
念
館
に
勤
務
し
て
お
り
ま
す

が
、
歴
史
学
専
攻
で
は
な
く
（
美

術
“
史
”
専
攻
で
は
あ
り
ま
し

た
が
…
）担
当
業
務
も
企
画
広
報
、

教
育
普
及
で
す
。
そ
ん
な
私
に
、

な
ぜ
白
羽
の
矢
が
…
。

「
鑑
賞
」
と
は
「
深
く
味
わ
う
事
」

聞
け
ば
、
渋
谷
先
生
が
ご
推
薦
く

だ
さ
っ
た
と
の
こ
と
。
先
生
と
初
め

て
お
会
い
し
た
の
は
15
年
ほ
ど
前
、

私
が
県
立
美
術
館
に
勤
務
し
、
開
館

10
周
年
記
念
の
展
覧
会「
河
田
小
龍
ー

幕
末
土
佐
の
ハ
イ
カ
ラ
画
人
」
展
を

担
当
し
た
頃
、
先
生
が
小
龍
の
資
料

調
査
に
お
見
え
に
な
っ
た
時
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。
渋
谷
先
生
の
ご
推
薦

な
ら
…
…
と
畑
違
い
は
承
知
の
上
で

す
が
、
謹
ん
で
お
請
け
し
た
次
第
で

す
。さ

て
、そ
の
「
河
田
小
龍
」
展
会
期

中
、
ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
氏
に
よ
る

対
話
型
鑑
賞
に
つ
い
て
の
講
演
会
が

あ
り
ま
し
た
（
ア
レ
ナ
ス
氏
は
対
話

型
鑑
賞
の
第
一
人
者
で
す
）。
対
話
型

鑑
賞
と
は
、
作
品
の
解
釈
や
知
識
を

「
一
方
的
に
」
鑑
賞
者
に
教
え
る
の
で

は
な
く
、
鑑
賞
者
の
感
想
や
意
見
を

重
視
し
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
は
か
る
…
と
い
う
鑑
賞
方

法
で
、
当
時
は
（
現
在
も
）
各
地
で

盛
ん
に
研
究
、
実
践
が
さ
れ
、
筆
者

も
出
前
授
業
な
ど
で
行
っ
て
お
り
ま

し
た
。

も
う
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
、
私
の

研
究
テ
ー
マ
は
博
物
館
教
育
、
主
と

し
て
鑑
賞
教
育
、
な
か
で
も
「
対
話

型
鑑
賞
」
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

対
話
型
鑑
賞
は
主
に
美
術
作
品
を
対

象
に
、作
品
の
「
解
説
」
よ
り
、鑑
賞

者
自
身
が「
ど
う
感
じ
る
か
」を
大
切

に
し
、
作
品
鑑
賞
を
通
じ
た
参
加
者

間
の
交
流
を
大
事
に
す
る
鑑
賞
法
で

す
。
画
面
に
見
え
る
も
の
等
を
各
々

発
言
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
意
見
交

換
に
す
す
み
ま
す
。
他
者
の
発
言
に

「
な
る
ほ
ど
」「
そ
う
か
な
」と
思
い
な

が
ら
、
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
き

ま
す
。
鑑
賞
を
通
じ
て
、
色
々
な
感

想
や
意
見
を
聴
く
こ
と
で
、「
自
分
と

は
違
う
意
見
の
人
が
い
る
」
こ
と
に

気
づ
き
、
認
め
合
う
こ
と
か
ら
、
対

話
型
鑑
賞
は
観
察
力
や
批
判
力
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
む
こ
と

が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
鑑
賞
」
と
は
「
深
く
味
わ
う
こ

と
」
で
す
。
作
者
や
制
作
年
を
覚
え

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

「
鑑
賞
」
に
必
要
な
の
は
「
自
分
で
感

じ
る
、考
え
る
力
」
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。「
わ
か
ら
ん
」
も
、
自
分
が

そ
う
感
じ
た
な
ら
鑑
賞
で
す
。
歴
史

資
料
は
美
術
作
品
と
は
違
う
、
鑑
賞

は
無
理
、と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、歴
史

資
料
も
美
術
作
品
も
「
何
が
見
え
る

か
、ど
ん
な
感
じ
を
受
け
る
か
」
を
入

口
に
「
深
く
味
わ
う
こ
と
」
は
可
能

で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
ま
す
。

龍
馬
の
書
簡
を
み
て
、
内
容
は
わ
か

ら
な
く
と
も「
味
わ
い
の
あ
る
字
」と

思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
「
鑑
賞
」
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
現
代
語
訳

を
読
ん
だ
り
、
読
め
そ
う
な
字
を
探

し
た
り
、
紙
の
長
さ
や
署
名
の
違
い

を
他
の
資
料
と
比
べ
た
り
…
色
々
な

楽
し
み
方
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
時
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
や
他
の

人
と
の
対
話
を
通
じ
て
資
料
の
面
白

さ
を
発
見
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
、

歴
史
資
料
で
の
対
話
型
鑑
賞
と
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で

興
味
を
持
っ
た
う
え
で
、
内
容
や
時

代
背
景
を
自
分
で
調
べ
る
と
、
人
の

解
説
を
た
だ
聞
い
て
い
る
と
き
よ
り

も
10
倍
頭
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

ひ
と
り
対
話
型
鑑
賞

そ
う
と
は
い
え
、
鑑
賞
に
知
識
や

情
報
は
全
く
不
要
と
は
決
し
て
思
い

ま
せ
ん
。
知
識
や
情
報
が
あ
れ
ば
よ

り
深
く
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
に
頼
る

と
、知
ら
な
い
資
料
に
出
会
う
と
「
わ

か
ら
ん
、
無
理
」
と
思
考
停
止
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
！
そ
れ

よ
り
も
、
自
分
の
知
ら
な
い
資
料
を

前
に
し
た
と
き
、
自
分
の
五
感
と
想

像
力
を
フ
ル
回
転
さ
せ
る
技
、
情
報

収
集
す
る
技
、
ほ
か
の
人
の
感
じ
方

や
意
見
に
も
耳
を
傾
け
、
で
き
れ
ば

意
見
交
換
で
き
る
技
を
持
っ
て
い
る

ほ
う
が
、
楽
し
く
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
技
を
み
が

く
の
が
「
対
話
型
」
だ
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
り
で
見
て
い
る
時
で
も
、
頭
の

中
で「
ひ
と
り
対
話
型
鑑
賞
」を
し
て

い
く
と
、
鑑
賞
の
楽
し
み
が
ぐ
ん
と

拡
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
対
話
型
鑑
賞
を
入
口
に
資

料
へ
の
興
味
、
関
心
を
深
め
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
の
で
す
。

常
設
展
示
室
の
た
く
さ
ん
の
龍
馬

の
書
簡
ー
見
る
人
の
感
性
や
情
報

量
、
龍
馬
フ
ァ
ン
度
に
よ
っ
て
感
じ

方
は
千
差
万
別
で
し
ょ
う
。
知
識
や

情
報
を
得
る
だ
け
な
ら
書
籍
で
も
で

き
ま
す
。
博
物
館
な
ら
で
は
、
の
資

料
を
実
際
に
見
た
と
き
の
感
覚
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
感
性
と
知
性
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
っ
た
博
物
館
の
楽
し
み

方
、歴
史
に
親
し
む
入
口
と
し
て
、歴

史
資
料
の
「
対
話
型
鑑
賞
」
が
な
ん

と
か
で
き
な
い
か
な
あ
、
と
日
々
考

え
て
い
ま
す
。

県美の学芸員時代、来館した小学生と一緒に収蔵作品を
鑑賞しているところです。（写真提供：高知県立美術館）
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「龍馬研究のハブ機能」を担う館へ
　～龍馬との関わりを追求する～ 龍馬記念館 館長 髙松  清之 さん

放
映
の
前
年
（
２
０
０
９
年
度
）
が

約
25
万
人
、
放
映
年
（
２
０
１
０
年

度
）
が
44
万
人
、
翌
年
（
２
０
１
１

年
度
）
も
約
23
万
人
だ
っ
た
と
い
う

か
ら
驚
き
だ
。

髙
松
館
長
の
ご
先
祖
様
の
話

龍
馬
が
敬
愛
し
た
と
い
う
髙
松
順

蔵
（
龍
馬
の
長
姉
・
千
鶴
の
夫
）
さ
ん
。

そ
の
弟
・
髙
松
勇
蔵
さ
ん
の
末
裔
に

あ
た
る
の
が
館
長
さ
ん
。
髙
松
家
9

代
・
郷
士
初
代
の
髙
松
平
次
右
衛
門

清
廉
か
ら
数
え
て
17
代
目
、
勇
蔵
清

則
か
ら
数
え
る
と
5
代
目
に
な
る
と

い
う
。

髙
松
順
蔵
は「
い
ご
っ
そ
う
」だ
っ

た
ら
し
い
。
儒
学
者
と
し
て
の
力
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
和
歌
や
剣
に
も

優
れ
て
い
た
と
い
う
逸
話
が
残
る
。

容
堂
公
か
ら
も
招
聘
の
話
が
あ
っ
た

が
応
じ
ず
、
弟
の
勇
蔵
に
家
督
を

譲
っ
て
隠
居
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
順
蔵
の
次
弟
・
濤
亭
（
と
う

て
い
）
さ
ん
も
華
岡
青
洲
の
門
下
生

で
あ
り
、
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を

学
ん
だ
優
れ
た
医
者
で
あ
っ
た
と
い

う
。
城
下
で
開
業
し
、
お
抱
え
医
の

話
も
あ
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
固
辞
し

て
安
田
に
帰
っ
た
と
の
こ
と
。
髙
松

に
は
ど
う
も
「
い
ご
っ
そ
う
」
が
多

い
よ
う
だ
。

勇
蔵
さ
ん
は
、
館
長
か
ら
遡
る
こ

と
4
代
。
お
じ
い
さ
ん
の
お
じ
い
さ

ん
と
い
う
関
係
。（
別
掲
：
家
系
図

参
照
）。「
歴
史
の
専
門
家
で
も
な
い

私
に
龍
馬
記
念
館
の
館
長
に
就
任
せ

よ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
ご
縁

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か･･･

。」

と
い
う
館
長
の
つ
ぶ
や
き
に
繋
が
る
。

髙松清之館長さんは、「やり手の県庁マン」だった
と思う。挨拶などをお願いした時に「何分ぐら

いの挨拶をしたらいいかな？」とすぐに聞き返される
ことなどから直感的に感じる。「あ、だったら原稿用
紙3枚分ね。了解。」と。
2016 年春、館長就任後 2か月ぐらいの時に、龍
馬関係のある団体の会合で講師を務められたことが
あった。講話の中身は「坂本家と髙松のつながり」と
いったもので、ご先祖様と龍馬、そしてご自身の繫が
りという興味深い内容で30分ほど述べられた。でき
れば現代龍馬学会の研究発表会においてもぜひお願
いしたいと考えている。きっと、その時も「40分か
ね。じゃあ、原稿用紙 20枚かな。」と即答されるこ
とだろう。

髙
松
館
長
と
龍
馬
記
念
館

―
―
―
　
髙
松
館
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。
就
任

3
年
目
、
新
館
の
建
設
、
2
0
1
8
年
4
月
21
日
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
。
続
い
て
6
月
16
日
に
は
、

わ
ず
か
2
か
月
足
ら
ず
で
「
入
館
者
5
万
人
を
達
成
」。

9
月
1
日
に
は
「
10
万
人
に
到
達
」、
そ
れ
よ
り
前
の

7
月
15
日
に
は
1
9
9
1
年
の
開
館
以
来
27
年
目
で

「
4
0
0
万
人
の
入
館
者
達
成
」
と
記
録
続
き
の
毎

日
の
中
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
。（
聞

き
手
：
宮
英
司
）

髙
松
館
長
と
龍
馬
記
念
館
と
の
接
点
を
尋

ね
る
と
、
間
髪
を
入
れ
ず
に
、
県
庁
勤
務
時

代
の
観
光
部
副
部
長
職
の
折
（
２
０
０
８
年
）、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
の
「
龍
馬
伝
」
の
放

映
決
定
の
こ
と
が
出
て
き
た
。
そ
の
決
定
に

あ
わ
せ
て
駅
前
パ
ビ
リ
オ
ン
・
幕
末
志
士
社

中
の
建
設
、
そ
し
て
「
土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」

の
企
画
・
準
備
等
を
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
う
い

え
ば
、
こ
の
時
期
の
龍
馬
記
念
館
は
す
さ
ま

じ
い
入
館
ラ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
と
聞
く
。
通
常

の
入
館
者
が
年
間
12
〜
13
万
人
の
と
こ
ろ
、

新
装
な
っ
た
龍
馬
記
念
館

髙
松
館
長
に
新
し
い
記
念
館
の
イ

チ
押
し
を
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

①
常
設
展
示
室

龍
馬
の
真
筆
を
は
じ
め
本
物
の
資

料
が
数
多
く
並
ぶ
展
示
を
実
現
し
た
。

幕
末
動
乱
の
始
ま
り
か
ら
龍
馬
の
死

ま
で
を
順
番
に
眺
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。
い
つ
の
間
に
か
、
幕
末
の

学
習
が
進
み
、
龍
馬
の
思
い
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
な
展
示
に
な
っ
て

い
る
。
ぜ
ひ
、
時
間
を
か
け
て
見
学

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

②
海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い

太
平
洋
を
眼
下
に
見
下
ろ
す
最
高

の
ポ
イ
ン
ト
。
観
覧
の
半
ば
で
少
し

休
憩
を
し
て
も
ら
う
の
に
も
最
適
の

場
所
。
ゆ
っ
た
り
と
太
平
洋
を
眺
め

て
い
る
と
い
つ
の
間
に
か
疲
れ
が
と

れ
て
い
く
。

③
幕
末
写
真
館

幕
末
を
生
き
抜
い
た
人
々
の
写
真

を
よ
く
あ
れ
だ
け
集
め
ら
れ
た
も
の

だ
と
感
心
す
る
。
学
芸
員
の
苦
労
も

並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思

う
。
残
念
な
が
ら
図
書
へ
の
収
録
や

来
館
者
の
方
々
が
撮
影
す
る
許
可
を

い
た
だ
い
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
幕

末
写
真
館
で
眺
め
て
い
た
だ
く
し
か

な
い
が
、
歴
史
通
の
方
で
も
何
人
か

は
全
く
の
初
見
の
方
が
い
る
は
ず
…
。
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（
後
妻
）

髙

髙髙

十
二

話題人
インタビュー
話題人
インタビュー「龍馬研究のハブ機能」を担う館へ

　～龍馬との関わりを追求する～
新
し
い
龍
馬
記
念
館
の
使
命

初
代
の
小
椋
克
己
館
長
が
「
龍
馬
の
入
り

口
」
を
創
っ
た
。
二
代
の
森
健
志
郎
館
長
が

「
龍
馬
の
殿
堂
」
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
次
は
、

「
龍
馬
研
究
の
ハ
ブ
機
能
」
を
担
う
こ
と
の
で

き
る
館
に
成
長
さ
せ
て
い
き
た
い
と
抱
負
を

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。（
ハ
ブ
＝
活
動
の
拠
点
）

こ
れ
か
ら
の
記
念
館
は
質
量
と
も
に
高
い

も
の
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
「
博
物
館

類
似
施
設
」
だ
っ
た
記
念
館
は
、
今

回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、「
博

物
館
相
当
施
設
」
と
な
っ
た
。

開
館
当
初
（
１
９
９
１
年
）、
所

蔵
資
料
は
30
点
く
ら
い
だ
っ
た
。

２
０
１
９
年
2
月
現
在
は
１
１
０
０

点
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
資
料
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
も
進
め
て
い
る
。

ま
た
今
後
は
、
学
芸
員
の
体
制
も
さ

ら
に
充
実
さ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
蓄

☆
髙
松
清
之
（
た
か
ま
つ
・
き
よ
ゆ
き
）

1
9
5
3
年　

高
知
県
生
ま
れ

中
央
大
学
法
学
部
卒
業

1
9
7
6
年　

高
知
県
庁
に
入
庁

農
林
部
、
総
務
部
、
企
画
部
等
を
経
て
、
人
事
企
画

課
長
、
政
策
推
進
課
長
、
観
光
部
副
部
長
、
商
工
労

働
部
長
、
危
機
管
理
部
長
を
歴
任
。

2
0
1
4
年　

高
知
県
庁
を
定
年
退
職

2
0
1
4
年　

高
知
県
信
用
保
証
協
会
会
長

2
0
1
6
年　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
長
に
就
任
。

p r o f i l e

積
を
活
か
し
つ
つ
、
博
物
館
と
し
て

の
活
動
を
広
く
、
深
く
し
て
い
き
た

い
。現

代
龍
馬
学
会
の
み
な
さ
ん
へ

現
代
龍
馬
学
会
の
み
な
さ
ん
に
は
、

記
念
館
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
と
は

違
う
新
し
い
展
開
を
考
え
て
ほ
し
い
。

ま
た
、
龍
馬
学
会
だ
け
で
な
く
、
各

地
の
史
談
会
や
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
関

係
の
会
は
さ
ら
に
裾
野
を
広
げ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
差
し

掛
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
龍
馬
学
会

も
頭
に
「
現
代
」
が
つ
い
て
い
る
意

味
を
考
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
。
幅
広
く
、
間
口
を
広
げ
て
龍
馬

と
の
関
わ
り
を
追
究
す
る
。
学
会
設

立
の
精
神
に
立
ち
返
っ
て
、
会
員
一

人
ひ
と
り
が
自
ら
の
役
割
を
確
認
し

て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
ろ
う
。
こ
れ

か
ら
も
総
会
・
研
究
発
表
会
だ
け
で

な
く
、
理
事
会
や
例
会
を
通
じ
て
会

員
相
互
の
交
流
を
活
性
化
さ
せ
て
い

き
た
い
。

※
龍
馬
記
念
館
も
現
代
龍
馬
学
会

も
、
新
し
い
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。

髙
松
館
長
さ
ん
の
先
を
見
通
し
た
お

話
を
参
考
に
し
て
確
か
な
歩
み
を
進

め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
七
）
ー

『
幕
末
太
陽
傳
』
の
こ
と

宮
川　

禎
一

お
正
月
前
後
に
放
送
さ
れ
た
古
い
映

画
を
録
画
し
て
、
休
日
に
ま
と
め
て
観
た

の
だ
が
、﹃
幕
末
太
陽
傳
﹄
が
面
白
過
ぎ

た
の
で
、
用
意
し
て
い
た
原
稿
を
飛
ば
し

て
、
こ
の
映
画
に
つ
い
て
書
き
た
い
。
日

活
が
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に

制
作
し
た
こ
の
モ
ノ
ク
ロ
映
画
は
筆
者
が

生
ま
れ
る
前
、
も
う
六
十
年
以
上
も
前

の
作
品
だ
が
、
日
本
映
画
の
名
作
ラ
ン
キ

ン
グ
で
常
に
上
位
に
あ
る
も
の
だ
。
し
か

し
名
前
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
こ
れ
ま
で

観
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
が
自
分
史
的
に

悔
や
ま
れ
る
。

江
戸
の
古
典
落
語
の
い
く
つ
か
を
題
材

に
、
文
久
二
年
の
品
川
宿
の
「
相
模
屋
」

と
い
う
遊
郭
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
軽
快

な
人
間
絵
巻
だ
。
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
が
主
役

だ
が
、
こ
ん
な
役
者
だ
っ
た
の
か
と
大
い
に

感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
御
殿
山
の
英
国
公

使
館
の
工
事
現
場
を
焼
き
討
ち
す
る
長

州
藩
士
ら
も
登
場
す
る
。
若
い
石
原
裕

次
郎
が
高
杉
晋
作
を
演
じ
て
い
る
が
、はっ

き
り
いっ
て
添
え
物
だ
。
戦
後
の
作
品
ら

し
く
反
長
州
的
な
匂
い
も
あ
る
。
な
ん
と

いっ
て
も
時
代
劇
全
盛
時
代
の
良
さ
が
溢

れ
て
い
る
。
遊
郭
の
豪
華
な
セ
ッ
ト
や
品

川
の
海
辺
、食
物
調
度
小
物
、着
物
を
さ
っ

と
着
る
俳
優
の
所
作
に
い
た
る
ま
で
す
み

ず
み
に
神
経
が
い
き
と
ど
い
て
い
る
。
幕

末
の
遊
郭
に
本
当
に
居
る
よ
う
だ
。
私
の

よ
う
な
昭
和
後
半
世
代
か
ら
見
れ
ば
ベ
テ

ラ
ン
女
優
だ
っ
た
方
々
も
皆
さ
ん
若
く
て

美
し
い
。
道
で
背
伸
び
す
る
野
良
犬
も

名
演
技
だ
。
面
白
い
だ
け
で
な
く
何
か

人
間
の
哀
し
み
を
え
ぐ
る
部
分
も
伝
わ
っ

て
く
る
名
作
で
あ
る
。

映
像
に
携
わ
る
人
な
ら
こ
の
映
画
の
影

響
を
必
ず
受
け
た
は
ず
だ
。
そ
の
代
表

例
は
宮
崎
駿
の﹃
千
と
千
尋
の
神
隠
し
﹄

の
湯
屋
で
あ
ろ
う
。
ま
た
昨
年
の
大
河
ド

ラ
マ
﹃
西
郷
ど
ん
﹄
で
ひ
ー
様
（
一
橋
慶

喜
）
と
西
郷
吉
之
助
が
や
り
あ
う
遊
郭

の
設
定
に
も
影
響
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

す
で
に
こ
の
映
画
を
ご
覧
に
な
って
い
る

方
々
か
ら
は
「
今
頃
遅
い
ん
だ
よ
」
と
言

わ
れ
そ
う
だ
が
、
ま
だ
観
て
い
な
い
人
に

言
い
た
い
。「
面
白
い
で
す
。
御
覧
下
さ

い
」
と
。

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

坂本龍馬と言えば、中岡慎太郎と共に東奔西走して薩摩藩の西
郷隆盛、長州藩の桂小五郎らの大物を動かし、薩長同盟を成立さ
せ新しい明治の時代をもたらしたことに思いを馳せる。
龍馬の討幕への始まりは、指導者武市半平太の土佐勤王党に入
党してからである。同志坂本龍馬と中岡慎太郎の二人が武市半平太
の家を訪れた時の逸話がある。半平太の妻富子が言うには「慎太郎
さんは、大変に行儀のよい方で部屋に通られても容姿を崩されたこ
とはなく、柿などをむいて勧めても辱のうござると言われるだけで、
手を出そうともされなかった。それに比べ坂本さんは、たいそう無
遠慮な方で、こちらが勧めもしないのに勝手に取って、皮もむかず
に食べられる方でした」と。また或る日のこと、龍馬が半平太の家
の庭先で放尿しているところを見た富子は、半平太に注意をと言うと
「放っておけ龍馬は国を動かす男だ」と言って何も言わなかった。龍
馬は磊落で、慎太郎は実直な性質の持ち主であったようである。
龍馬は、身分差別の激しく保身的な幕藩体制を崩し、民主的な
新しい国づくりを考えていたのである。その為に龍馬は「薩摩藩と
長州藩との同盟を実現させ、強力な討幕勢力を作りたい」という大
きな目標を持っていた。今の幕府には、この国の舵取りはできない、
薩長同盟を何んとしてでも実現させて大政奉還にもっていきたいと
強く思っていた。龍馬は慎太郎と尽力した会見が一度は失敗したが、
西郷によく話をして了解いただくことになった。
慶応二年（一八六六）一月二十一日、薩摩藩の西郷と長州藩の桂
は、密約を交わして薩長同盟は成立したのである。
これも磊落な龍馬の社交術と行動力によるものであった。

「磊落な龍馬」
竹内 土佐郎

「東海道五拾三次之内　品川」　
歌川広重画　19 世紀前半

第11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  「龍馬の生きた時代を考える」
 日　時　2019年５月25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　120名（参加無料･要申込）

【特別講演】10:10～

宮川 禎一  氏　（京都国立博物館 上席研究員）

「寺田屋登勢と坂本龍馬 ― 登勢の手紙の真意 ―」

【研究発表】
11:40～　亀尾 美香 氏 （坂本龍馬記念館主任学芸員）
　「岡崎菊右衛門日記にみる幕末の土佐」
14:00～　今井 章博 氏 （高知近代史研究会会長･土佐史談会副会長）
　「龍馬十五年忌祭をめぐる元海援隊士達の動向（仮題）」
15:00～　佐竹 敏彦 氏 （龍馬脱藩祭代表）
　「龍馬のこころを伝えたい」
16:10～　広井 護 氏 （土佐中高等学校国語教師）
　「『竜馬がゆく』のスリルとサスペンス」

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｡

【お申込み・お問合わせ】
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　　F A X　088︲841︲0015
MAIL gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp




