
1・龍馬ه೦ؗͩΑΓ

ଟɹ࢜ɹç5"4)*ɹ4&*4&*ɹçࡁɹࡁ

2019（令和元）年10月　第111号

http://www.ryoma-kinenkan.jp

明
治
維
新
は
、
そ
れ
ま
で
の
幕
藩

体
制
に
替
わ
り
、
全
く
違
う
新
た
な

近
代
国
家
を
創
出
さ
せ
た
大
変
革
事

業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
変
革
を
担

う
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
豊
か
な
創
造

力
と
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
行
動
力
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
時
代
の
過
渡
期
に
は
、
自
分

の
志
を
貫
き
通
す
力
も
不
可
欠
で
あ

る
。

　

本
展
で
は
、
こ
う
し
た
10
人
に
つ

い
て
関
連
資
料
を
展
示
し
、
明
治

維
新
へ
の
貢
献
を
紹
介
す
る
と
共
に
、

龍
馬
と
の
関
わ
り
も
紹
介
す
る
。

　

ま
た
、
龍
馬
に
つ
い
て
は
、
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
京

都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
龍
馬
書
簡
等

を
初
め
て
展
示
す
る
。
昨
年
４
月
に

完
成
し
た
新
館
は
、
国
指
定
重
要
文

化
財
の
展
示
を
目
指
し
て
新
設
し
た

建
物
な
の
で
、
今
回
の
展
示
は
念
願

の
展
示
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
重
要
文
化
財
で
は
な
い

が
、
龍
馬
が
最
後
に
持
っ
て
い
た
刀

「
吉
行
」
も
展
示
す
る
。
こ
れ
ら
龍

馬
の
手
紙
や
「
吉
行
」
な
ど
に
つ
い

て
は
、
特
別
展
用
に
音
声
ガ
イ
ド
を

作
成
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
ガ

イ
ド
し
て
い
た
だ
く
の
は
、
大
人
気

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
﹃
刀
剣
乱
舞
﹄

で
「
陸
奥
守
吉
行
」
の
声
を
担
当
さ

れ
て
い
る
濱
健
人
氏
（
高
知
県
出

身
）
で
あ
る
。
「
吉
行
の
刀
、
受
け

取
り
ま
し
た
。
皆
が
欲
し
が
り
ま
す

が
、
兄
か
ら
の
賜
り
も
の
だ
と
自
慢

し
な
が
ら
歩
い
て
い
ま
す
」
と
い
う

当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
手
紙
な
ど

も
解
説
し
て
い
た
だ
く
の
で
、
ぜ
ひ

ご
期
待
い
た
だ
き
た
い
。

三
浦
夏
樹

前期：令和元年10月５日（土）～11月４日（月・休）
後期：令和元年11月８日（金）～12月10日（火）

会期

ー 創造・行動・志 ー 展

「
維
新
十
傑
」
は
、
「
維
新
三
傑
」
ほ
ど
定
説
化
し
た
も
の
で
は
な

い
。
私
自
身
、
「
維
新
十
傑
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
真
っ
先
に

頭
に
浮
か
ぶ
の
は
山
脇
之
人
の
書
い
た
「
維
新
元
勲
十
傑
論
」
（
明

治
17
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
本
は
、
維
新
の
元
勲
を
対
象
と
し

て
10
人
選
ん
で
い
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
龍
馬
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
の
展
示
で
は
、
龍
馬
や
中
岡
慎
太
郎
が
含
ま
れ

て
い
る
『
実
録
維
新
十
傑
』
（
昭
和
９
年
）
に
基
づ
い
て
10
人
を
採

り
上
げ
る
。
作
者
は
伊
藤
痴
遊
で
、
伊
藤
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け

て
活
躍
し
た
自
由
党
の
政
治
家
で
あ
る
。
明
治
の
半
ば
、
政
府
か
ら

演
説
が
禁
止
さ
れ
る
と
、
伊
藤
は
、
講
釈
師
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ

ん
な
伊
藤
が
選
ん
だ
維
新
の
十
傑
が
、
西
郷
隆
盛
、
大
久
保
利
通
、

木
戸
孝
允
、
岩
倉
具
視
、
三
条
実
美
、
勝
海
舟
、
吉
田
松
陰
、
高
杉

晋
作
、
中
岡
慎
太
郎
、
坂
本
龍
馬
で
あ
る
。
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数
年
前
、
高
知
で
は
有
名
な
あ
る
歴
史

上
の
人
物
の
子
孫
宅
を
訪
ね
た
お
り
、
床

の
間
に
掛
け
て
あ
る
公
文
菊
僊
筆
の
龍
馬

が
靴
を
履
い
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
大

正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
菊
僊
が
描
い

た
龍
馬
像
は
、
当
時
少
な
く
と
も
２
千
幅

以
上
あ
り
、
現
在
で
も
よ
く
目
に
す
る
が
、

館
蔵
の
龍
馬
像
は
足
袋
だ
っ
た
よ
う
な
記

憶
が
あ
り
、
改
め
て
館
蔵
や
他
館
所
蔵
の

龍
馬
像
を
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
靴
の

龍
馬
は
他
に
も
存
在
し
、
一
種
類
し
か
な

い
と
思
っ
て
い
た
龍
馬
像
に
、実
は
靴
バ
ー

ジ
ョ
ン
と
足
袋
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
今
回
の
企
画
展

を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
。

龍
馬
の
「
靴
問
題
」
に
端
を
発
し
て
は
い

る
が
、
今
回
は
特
に
作
者
の
公
文
菊
僊
に

つ
い
て
、
龍
馬
肖
像
画
以
外
の
作
品
や
菊

僊
そ
の
人
に
つ
い
て
も
調
査
を
し
た
。
時

間
的
な
問
題
も
あ
り
、
県
内
を
主
な
対
象

と
し
た
が
、
菊
僊
も
所
属
し
た
土
陽
美
術

会
の
機
関
誌
﹃
土
陽
美
術
﹄
に
は
、
仏
像

や
二
宮
尊
徳
像
な
ど
の
菊
僊
の
作
品
画
像
、

浄
瑠
璃
を
得
意
と
し
た
と
い
う
逸
話
な
ど

も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
今
回
未
確
認
の
作

品
情
報
な
ど
も
あ
り
、
継
続
し
て
情
報
を

集
め
た
い
。

期
間
中
は
、
菊
僊
筆
の
龍
馬
像
を
複
数
並

べ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
例
の
な
い
展
示
を

試
み
た
が
、
比
較
す
る
こ
と
で
足
元
以
外
に

も
細
か
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
観
覧
者
に
も

理
解
い
た
だ
け
た
よ
う
だ
っ
た
。
公
文
菊
僊

と
い
う
絵
師
を
、
今
後
龍
馬
を
描
い
た
絵
師

と
い
う
以
外
の
側
面
で
も
見
て
い
た
だ
け
る

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
何
よ
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
東
郷
平
八
郎
賛
の
あ
る
龍
馬
像

ほ
か
、菊
僊
作
品
の
出
品
を
お
許
し
く
だ
さ
っ

た
坂
本
家
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

亀
尾
　
美
香今年度より始まった企画展ギャラリートーク

8月3日・田中洋一氏講演会常設展示室（企画展示）の様子

企画展示室での様子

「
志
士
の
肖
像

ー
公
文
菊
僊
と
龍
馬
を
描
い
た
絵
師
た
ち
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

展
を
終
え
て

熱
い
視
線
の
中
で

　
「
龍
馬
を
め
ぐ
る
女
た
ち

　
　
　
〜
心
許
し
た
者
と
の
語
ら
い
」
展
終
わ
る

企
画
展

企画展
幕
末
を
駆
け
抜
け
た
の
は
男
だ
け
で
は

な
い
︒
女
た
ち
も
ま
た
時
代
の
う
ね
り
の

中
で
精
い
っ
ぱ
い
生
き
て
い
た
︒
龍
馬
ゆ

か
り
の
女
た
ち
も
同
様
で
あ
る
︒

企
画
展
で
は
都
合
14
名
の
女
を
紹
介
し

た
︒
大
き
く
分
け
る
と
実
家
︑
妻
と
そ
の

関
係
者
︑
恋
仲
だ
っ
た
人
た
ち
︒
乙
女
や

お
龍
︑
寺
田
屋
お
登
勢
な
ど
知
ら
れ
た
人

も
い
る
が
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
人

も
い
る
︒

「
女
」
は
概
ね
時
代
に
名
を
残
す
こ
と
は

な
い
。
ま
た
、
語
り
継
が
れ
る
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
龍
馬
の
周
辺
に
居

た
女
た
ち
は
、今
な
お
人
々
の
関
心
が
高
い
。

一
人
ひ
と
り
の
人
生
を
紹
介
す
る
こ
と
は

た
や
す
く
は
な
い
が
、
パ
ネ
ル
や
展
示
資

料
に
よ
っ
て
女
た
ち
の
一
面
を
知
っ
て
い

た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
熱
心
に
見
て

い
る
人
々
の
後
ろ
姿
に
そ
の
こ
と
を
実
感

し
た
。
会
期
65
日
間
に
約
3
万
3
千
人
の

方
た
ち
に
ご
覧
い
た
だ
い
た
。

下
関
市
立
歴
史
博
物
館
学
芸
員
・
田
中

洋
一
さ
ん
に
よ
る
講
演
会
「
龍
馬
と
お
龍

下
関
に
残
る
愛
の
か
た
ち
」
で
は
、
下
関

に
残
る
龍
馬
夫
妻
の
足
跡
と
、
地
元
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
を
、
逸
話
や
そ
れ
を
裏

付
け
る
資
料
に
よ
っ
て
詳
し
く
、
ま
た
分
か

り
や
す
く
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
2
回
の
う
ち
、
9
月

に
は
乙
女
の
ひ
孫
で
あ
る
岡
上
汎
告
さ
ん
を

特
別
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
。
展
示
す
る
乙
女
の

帯
の
前
で
、
岡
上
さ
ん
の
洒
脱
な
お
人
柄
と

岡
上
家
に
伝
わ
る
話
に
多
く
の
方
が
聴
き

入
っ
た
。
講
演
会
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
そ
れ

ぞ
れ
に
企
画
展
に
花
を
添
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

前
田
　
由
紀
枝
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夏
休
み
は
各
博
物
館
で
子
ど
も
向
け

の
普
及
事
業
が
行
わ
れ
る
時
期
で
す
が
、

当
館
も
工
作
教
室
（
7
月
21
・
24
日
）

と
夏
休
み
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
8
月

4
日
）
を
開
催
し
ま
し
た
。

●
7
月
21
日
・
24
日

10
時
〜
12
時

〈
ゆ
ら
ゆ
ら
龍
馬
〉

起
き
上
が
り
小
法
師
「
ゆ
ら
ゆ
ら
龍
馬
」
は
、

風
船
に
新
聞
紙
や
半
紙
を
ぺ
た
ぺ
た
貼
っ
て

い
き
、
卵
型
の
本
体
を
作
り
ま
す
。
そ
う
し

て
で
き
た
本
体
を
乾
か
し
て
、絵
を
描
い
た
り
、

折
り
紙
を
貼
っ
た
り
し
て
つ
く
り
、「
ゆ
ら
ゆ

ら
龍
馬
」
の
完
成
で
す
！
龍
馬
の
顔
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
名
前
を
書
い
た
参
加
者
も
い

ま
し
た
。

●
7
月
21
日
・
24
日
　
14
時
〜
16
時

　
〈
く
る
く
る
シ
ア
タ
ー
〉

高
学
年
向
け
の
工
作
教
室
「
く
る
く
る
シ

ア
タ
ー
」
で
す
。
龍
馬
は
33
歳
と
い
う
短
い

生
涯
の
中
で
大
き
な
業
績
を
い
く
つ
も
成
し

遂
げ
ま
し
た
。
そ
ん
な
龍
馬
の
人
生
の
「
ハ

イ
ラ
イ
ト
」
を
選
び
、
紹
介
し
よ
う
！
と
い

う
の
が
、
こ
の
工
作
教
室
の
趣
旨
で
す
。
空

き
箱
を
「
シ
ア
タ
ー
」
に
見
立
て
、
両
端
に
ス

ク
リ
ー
ン
（
紙
）
を
支
え
る
棒
を
つ
け
ま
す
。

そ
こ
に
龍
馬
の
人
生
の
「
ハ
イ
ラ
イ
ト
」
を
描

い
た
紙
を
ま
き
つ
け
て
、
棒
を
く
る
く
る
ま

わ
す
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
も
く
る
く
る
ま
わ
り
、

場
面
が
か
わ
っ
て
い
く
…
と
い
う
仕
掛
け
で

す
。龍

馬
の
人
生
を
紙
芝
居
で
勉
強
し
た
後
、

み
な
が
各
々
好
き
な
場
面
を
描
き
ま
し
た
。

お
龍
と
の
新
婚
旅
行
を
選
ん
だ
人
も
い
れ
ば
、

剣
術
に
打
ち
込
ん
で
い
る
若
き
日
の
龍
馬
を

選
ん
だ
人
も
い
て
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視

点
で
、龍
馬
の
人
生
の「
ハ
イ
ラ
イ
ト
」を
選
び
、

「
く
る
く
る
シ
ア
タ
ー
」
で
紹
介
し
て
く
れ
ま

し
た
。

●
8
月
4
日

〈
夏
休
み
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
龍
馬
が
龍
馬
に
な
っ
た
時
　

　
　
―
ゆ
す
は
ら
脱
藩
の
道
―
」〉

龍
馬
や
幕
末
期
の
テ
ー
マ
や
キ
ー
ワ
ー
ド

を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

の
考
え
る
力
や
表
現
す
る
力
を
育
む
こ
と
を

め
ざ
し
、「
夏
休
み
子
ど
も
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を

毎
夏
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、「
脱

藩
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
高
知
県
高
岡
郡
梼

原
町
を
た
ず
ね
ま
し
た
。
梼
原
町
の
三
嶋
神

社
か
ら
梼
原
龍
馬
会
の
西
村
会
長
扮
す
る
龍

馬
さ
ん
の
案
内
で
、
脱
藩
の
道
を
歩
き
ま
し

夏
休
み
普
及
事
業
報
告

た
。
本
当
は
と
て
も
長
い
道
で
す
が
、
今
回

は
、
ほ
ん
の
一
部
だ
け
ふ
れ
る
「
脱
藩
体
験
」

で
し
た
。
思
い
の
外
、
急
な
坂
道
に
み
な
苦

労
し
た
よ
う
で
す
。
脱
藩
体
験
の
終
点
は「
維

新
の
門
」。
脱
藩
し
た
志
士
た
ち
の
銅
像
を
み

な
が
ら
、
各
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
い

た
り
、
考
え
た
り
し
て
、「
脱
藩
体
験
」
を
終

え
ま
し
た
。
脱
藩
す
る
こ
と
の
重
大
性
（
脱

藩
は
罪
で
す
！
）
を
学
び
、（
ほ
ん
の
少
し
で

す
が
⋮
）
脱
藩
の
道
を
実
際
に
歩
く
こ
と
で
、

龍
馬
や
吉
村
虎
太
郎
が
ど
ん
な
思
い
で
脱
藩

し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
参
加
者
の
み
な

さ
ん
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。歴
史
の
現
場
と
な
っ
た
場
所
に
、

実
際
に
身
を
お
い
て
色
々
な
こ
と
を
考
え
た

り
、
実
感
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
考
え
る
、
想
像
す
る
、
感
じ
る
・・・

そ
う
し
た
体
験
を
通
じ
て
、
歴
史
を
知
る
面

白
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
普
及
事
業
を
こ

れ
か
ら
も
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
村
　
章
代

夏休み子どもフォーラム「龍馬が龍馬になった時　　― ゆすはら脱藩の道 ―」

津野町・吉村虎太郎邸も訪れました

脱藩の道をみんなで歩きました

三嶋神社では龍馬さんが待っていました

梼原町の隈研吾さんの建物も見学しました

西村会長から梼原の町を
案内してもらいました
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高
千
穂
の
峰
登
山
の
様
子
を
記
し
た
乙
女

宛
て
の
手
紙
は
、
１
４
０
通
ほ
ど
あ
る
龍
馬

の
手
紙
の
中
で
も
特
に
有
名
な
手
紙
と
い
え

る
。
一
般
的
に
は
新
婚
旅
行
の
手
紙
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
手
紙
は
、
登
っ
て
行
っ
た
ル
ー
ト
を

示
し
、
下
か
ら
イ
・
ロ
・
ハ
・
ニ
と
ポ
イ
ン

ト
も
示
し
、
山
の
画
の
左
上
に
各
ポ
イ
ン
ト

間
の
説
明
文
も
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一

見
し
て
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
だ
が
、
実
は
こ

の
山
の
画
に
下
書
き
が
さ
れ
て
い
る
の
は
お

気
付
き
だ
ろ
う
か
。

山
の
頂
や
中
腹
の
噴
火
口
、
山
の
裾
野
な

ど
は
、
よ
く
見
る
と
薄
い
墨
で
下
書
き
を
し

て
い
る
。
頂
き
の
部
分
は
、
下
書
き
時
に
高

く
書
き
す
ぎ
た
よ
う
で
、
そ
の
ま
ま
だ
と
天

の
逆
鉾
が
描
け
な
い
た
め
か
、
清
書
を
す
る

段
階
で
少
し
下
げ
て
描
い
た
よ
う
だ
。こ
れ
は
、

複
製
で
は
分
か
り
に
く
い
た
め
、
ぜ
ひ
直
筆

を
見
て
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
手
紙
は
全
体
を
見
る
と
、
乙
女
宛
て

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し

龍
馬
と
言
え
ば
、
お
乙
女
姉
や
ん
。
龍
馬

と
最
も
近
し
く
、
姉
弟
を
超
え
て
緊
密
に
生

き
た
人
で
あ
る
。龍
馬
の
妻
お
龍
の
回
想
で
は
、

「（
龍
馬
は
）
大
変
姉
さ
ん
と
仲
良
し
で
、（
乙

女
は
）
い
つ
で
も
長
い
長
い
手
紙
を
寄
こ
し

ま
し
た
が
、（
権
平
）
兄
さ
ん
に
は
匿か
く

し
て
書

く
の
で
、
龍
馬
に
遣
る
手
紙
を
色
男
か
何
か

に
や
る
様
に
お
れ
に
匿
さ
い
で
も
よ
か
ろ
う

と
怒
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
乙
女
は
龍
馬
か

ら
来
た
手
紙
を
大
事
に
し
た
が
、
乙
女
の
手

紙
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
乙
女
に
関

す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
。

そ
ん
な
中
、「
龍
馬
を
め
ぐ
る
女
た
ち
～

心
許
し
た
者
と
の
語
ら
い
」
展
開
催
を
機

た
文
字
も
多
く
、
雑
な
印
象
を
受
け
る
手

紙
だ
が
、
意
外
と
繊
細
な
手
紙
な
の
だ
。

そ
し
て
、
私
が
こ
の
手
紙
の
中
で
特
に

好
き
な
の
は
、
最
後
の
方
の
「
人
と
言
も

の
ハ
短
気
し
て
め
つ
た
ニ
死
ぬ
も
の
で
な

し
。
又
人
お
こ
ろ
す
も
の
で
な
し
と
、人
々

申
あ
へ
り
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
責
任

を
取
る
た
め
と
い
っ
て
す
ぐ
に
死
を
選
ん

で
は
い
け
な
い
し
、
敵
だ
と
思
っ
て
簡
単

に
相
手
の
命
を
奪
っ
て
も
い
け
な
い
。
生

き
て
い
れ
ば
将
来
と
て
も
有
益
な
人
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
手
紙
の

翌
年
、
龍
馬
は
大
政
奉
還
を
推
し
進
め
る
中

で
、
武
力
の
準
備
も
並
行
し
て
行
っ
て
い

る
が
、
で
き
る
だ
け
武
力
行
使
は
避
け
た

い
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
浦 

　
夏
樹

に
、
乙
女
の
ひ
孫
に
あ
た
る
岡
上
汎
告
さ
ん

（
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
在
住
）
よ
り
、
乙

女
が
着
用
し
娘
の
岡
上
菊き
く
え栄

（
１
８
６
７
～

１
９
４
７
）
に
譲
っ
た
と
い
う
帯
を
、
当
館

に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
見
事
な
花
々
や
も

み
じ
を
七
十
代
に
な
っ
た
菊
栄
が
刺
繍
し
た

も
の
で
あ
る
。
菊
栄
は
岡
上
新し
ん
す
け甫

と
乙
女
の

長
女
で
、
社
会
福
祉
事
業
家
と
し
て
生
涯
を

貫
い
た
。

菊
枝
は
、
坂
本
家
の
人
々
も
愛
し
た
和
歌

を
帯
に
施
し
て
い
る
。「
七
十
路
に
つ
く
べ
き

杖
を
針
に
か
え　

花
や
も
み
じ
に
あ
と
を
と

ど
め
ん　

き
く
え
」。
光
沢
の
あ
る
黒
繻
子
の

帯
地
と
細
か
く
美
し
い
刺
繍
は
、
圧
倒
的
な

存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。

岡
上
さ
ん
は
「
記
念
館
で
多
く
の
方
に
見

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
曾
祖
母
乙
女
や
祖
母
菊

栄
は
き
っ
と
喜
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
お
っ

し
ゃ
る
。
今
後
は
大
切
に
保
管
し
、
機
会
あ

る
と
き
に
は
展
示
し
て
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

前
田
　
由
紀
枝

高
千
穂
の
峰
登
山
の

手
紙 龍
馬
の

　
　  
手
紙

04

慶応 2年 12月 4日坂本乙女宛て龍馬書簡

乙女の帯を手にする岡上汎告さん（左）と

長男の学
まなぶ

さん＝今年 6月、南アルプス市のご自宅で

ギャラリートーク特別ゲストとして、乙女の帯を
前に話をされる岡上汎告さん＝ 9月 7日、記念館
企画展示室で

坂
本
乙
女
の
帯

記
念
館
に
寄
贈

ひ
孫
の
岡お

か
の
う
え上
汎ひ

ろ
つ
ぐ告
さ
ん
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学芸員の視点 髙山　嘉明資料か史料か

資
料
と
は
、
史
料
と
は

試
し
に
、
最
大
級
の
国
語
辞
典
で

あ
る
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
そ
れ

ぞ
れ
の
項
目
を
引
い
て
み
よ
う
。「
資

料
」
は
「
そ
れ
を
使
っ
て
何
か
を
す

る
た
め
の
材
料
。
特
に
、
研
究
や
調

査
な
ど
の
も
と
に
な
る
材
料
」、「
史

料
」
は
「
歴
史
研
究
の
素
材
と
な
る

文
献
、
遺
物
、
文
書
、
日
記
、
伝
承
、

絵
画
、
建
築
な
ど
の
総
称
」
と
説
明

さ
れ
る
。
研
究
・
調
査
の
素
材
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
学
問
の

全
分
野
を
包
括
す
る
用
語
が
資
料

で
、
そ
の
う
ち
歴
史
分
野
に
特
化
し

た
も
の
を
史
料
と
称
す
る
、
こ
の
よ

う
な
基
本
構
図
が
成
立
し
そ
う
で
あ

る
。
一
方
、
日
本
史
辞
典
で
最
大
の

規
模
を
ほ
こ
る
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
の

「
史
料
」の
項
目
に
も
、は
じ
め
に「
史

学
研
究
法
上
の
術
語
。
史
学
研
究
の
た
め
の

材
料
と
な
る
も
の
を
総
称
し
て
史
料
と
い
う
」

と
書
か
れ
る
。
以
上
の
辞
書
的
な
解
釈
を
ふ

ま
え
れ
ば
、
歴
史
的
要
素
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
史
料
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
理
解
に
違
和
感
を
覚
え
る
方
も

少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

博
物
館
に
お
け
る
資
料

翻
っ
て
、
博
物
館
の
日
常
に
目
を
向
け
て

み
た
い
。
博
物
館
の
活
動
の
柱
の
ひ
と
つ
に
、

資
料
の
収
集
・
保
存
・
活
用
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
館
の
よ
う
な
歴
史
系

博
物
館
で
あ
っ
て
も
、
上
記
の
辞
書
的
な
理

解
に
相
反
し
て
、
史
料
で
は
な
く
資
料
の
語

が
使
わ
れ
る
。
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
ほ
ぼ

す
べ
て
が
歴
史
に
関
係
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
度
、﹃
国
史
大

辞
典
﹄
の
「
史
料
」
の
項
目
に
戻
ろ
う
。
き

わ
め
て
大
雑
把
に
そ
の
内
容
を
ま
と
め
れ

ば
、
史
料
と
総
称
さ
れ
る
も
の
は
、
さ
ら
に

遺
物
と
伝
承
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。つ
ま
り
、

一
口
に
史
料
と
い
っ
て
も
、
重
要
性
を
モ
ノ

そ
れ
自
体
に
求
め
る
（
遺
物
）
の
か
、
文
字

等
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
情
報
に
求
め
る
（
伝
承
）

の
か
に
よ
っ
て
、
価
値
の
方
向
性
が
変
わ
る
。

こ
の
理
解
が
、
現
実
の
分
類
の
鍵
と
な
る
。

史
料
の
定
義

さ
て
、
よ
う
や
く
本
題
で
あ
る
。「
藩
邸

史
料
」
は
な
ぜ
史
料
な
の
か
。
そ
の
答
え
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
の
逆
算
に
よ
り
導
き

出
せ
る
。「
藩
邸
史
料
」
と
い
う
の
は
５
０
０

点
余
の
古
文
書
群
の
総
称
で
あ
る
。
筆
者
も

そ
う
だ
が
、
文
献
に
も
と
づ
い
て
歴
史
を
考

え
る
立
場
か
ら
は
、
古
文
書
を
基
礎
と
す
る

文
献
（
文
字
情
報
）
を
史
料
と
定
義
す

る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
が
文
献
史
学
の

ま
さ
に
肝
と
な
る
材
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
、こ
の
古
文
書
群
を「
藩
邸
史
料
」

た
ら
し
め
る
狭
義
の
史
料
理
解
で
あ
る
。

す
る
と
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
を

歴
史
的
遺
物
一
般
と
し
て
別
の
言
葉
で

表
現
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
資

料
で
あ
る
。
広
義
の
（
本
来
の
、
辞
書

的
な
意
味
で
の
）
史
料
は
、
こ
の
よ
う

な
事
情
で
資
料
の
語
に
置
き
換
わ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
歴
史
的

な
モ
ノ
を
総
じ
て
資
料
、
そ
の
う
ち
文

「土佐藩京都藩邸史料」の概要が一覧できる目録
当館ミュージアムショップにて販売中（600円）

　
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
共
通
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
︑
歴
史
を
扱
う
上

で
も
︑
し
ば
し
ば
用
語
の
使
い
方
が
問
題
と
な
る
︒
今
回
取
り
上
げ
る

の
は
︑
い
わ
ゆ
る
歴
史
用
語
の
問
題
で
は
な
く
︑
資
料
と
史
料
と
い
う

同
じ
読
み
の
二
つ
の
言
葉
の
関
係
で
あ
る
︒
当
館
が
所
蔵
す
る
﹁
土
佐
藩

京
都
藩
邸
史
料
﹂
と
い
う
古
文
書
群
が
あ
る
が
︑
な
ぜ
こ
れ
に
は
資
料
で

な
く
史
料
の
語
が
使
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
先
般
︑﹁
藩
邸
史
料
﹂
を
柱

と
し
た
展
示
を
通
じ
て
筆
者
が
考
え
た
こ
と
を
以
下
に
述
べ
た
い
︒
な
お
︑

用
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
個
人
差
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
予
め

お
断
り
し
て
お
く
︒

字
情
報
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
を
特
に

史
料
と
称
す
る
。こ
れ
が
今
回
の
結
論
で
あ
る
。

も
し
、「
藩
邸
史
料
」
に
僅
か
で
も
古
文
書
類

以
外
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら

く
「
藩
邸
資
料
」
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
だ
ろ

う
。「

藩
邸
史
料
」
と
い
う
の
は
便
宜
的
な
名
称

に
過
ぎ
な
い
。
古
文
書
に
は
史
料
的
要
素
も

あ
れ
ば
、
モ
ノ
で
あ
る
点
に
お
い
て
当
然
な

が
ら
資
料
的
要
素
も
あ
る
。史
料（
文
字
情
報
）

と
し
て
の
価
値
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
展

示
を
中
心
と
し
て
資
料
的
側
面
か
ら
も
活
用

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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夏
の
終
わ
り
の
あ
る
日
、
久
し
ぶ
り
に

帰
省
し
た
友
人
夫
妻
と
と
も
に
、
北
川
村

の
「
モ
ネ
の
庭
」
と
室
戸
市
の
「
廃
校
水
族

館
」を
訪
れ
た
。
生
憎
の
雨
模
様
の
ウ
ィ
ー

ク
デ
イ
で
は
あ
っ
た
が
、
両
施
設
と
も
県

外
ナ
ン
バ
ー
の
車
も
多
く
、
賑
わ
い
が
感

じ
ら
れ
た
。

モ
ネ
の
庭
で
は
、「
花
の
庭
」
を
一
望
で

き
る
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
で
、
雨
合
羽
姿
で
水

鉢
に
咲
く
青
い
睡
蓮
の
手
入
れ
を
さ
れ
て

い
る
職
員
の
方
か
ら
、
園
内
の
「
見
ど
こ

ろ
」
に
つ
い
て
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
美
し
く
咲
き
誇

る
花
々
の
ほ
か
に
も
、
希
少
種
の
蜂
で
あ

り
、
見
つ
け
る
と
幸
せ
が
運
ば
れ
て
く
る

と
言
わ
れ
て
い
る
「
ブ
ル
ー
・
ビ
ー
（
青

い
蜂
）」
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
友
人
夫
妻

に
と
っ
て
も
嬉
し
い
思
い
出
と
な
っ
た
こ

と
だ
と
思
う
。
ま
た
、
水
族
館
で
は
、
水

槽
や
プ
ー
ル
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
元
気
な
魚
達
や

ウ
ミ
ガ
メ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

こ
う
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
古
文

書
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
資
料
を
扱
う
記

念
館
と
は
違
っ
て
、「
生
き
物
」
を
管
理
し
、

施
設
を
運
営
し
て
い
く
う
え
で
の
私
た
ち

に
は
想
像
で
き
な
い
様
々
な
ご
苦
労
や
工

夫
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
感
じ
た
。

さ
て
、
記
念
館
で
は
、
今
月
か
ら
特
別

展
「
維
新
十
傑
」
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ

の
特
別
展
は
、
当
館
と
し
て
は
初
め
て
国

指
定
の
「
重
要
文
化
財
」
を
展
示
す
る
も

の
で
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
後
の

展
示
ケ
ー
ス
内
の
空
気
環
境
が
問
題
と

な
っ
て
頓
挫
し
て
い
た
昨
年
秋
の
企
画
が
、

ここは館長の部屋 髙松　清之

次
の
ハ
ー
ド
ル
に
向
か
っ
て一

年
を
経
て
、
い
よ
い
よ
実
現
の
運
び

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

環
境
改
善
に
向
け
て
、
様
々
な
対
策

を
粘
り
強
く
進
め
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
の

仕
事
ぶ
り
に
は
、
労
い
と
感
謝
の
言
葉

を
贈
り
た
い
。「
生
き
物
」
を
展
示
す
る

施
設
で
は
な
い
当
館
で
は
あ
る
が
、
施

設
そ
の
も
の
が
生
き
物
で
あ
る
こ
と
を

痛
感
し
た
一
年
で
あ
っ
た
が
、
何
と
か

一
つ
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特

別
展
の
開
催
に
向
け
て
、
ご
指
導
、
ご

協
力
を
い
た
だ
い
た
全
て
の
関
係
者
の

方
々
に
も
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ

た
い
。

表
題
の
「
次
の
ハ
ー
ド
ル
」
は
、
何
か
。

そ
れ
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
「
公

開
承
認
施
設
」
と
し
て
認
め
て
い
た
だ

く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
今

回
の
特
別
展
を
皮
切
り
に
、
５
年
間
に

重
要
文
化
財
の
展
示
を
適
切
に
３
回
以

上
行
う
と
い
う
実
績
が
求
め
ら
れ
る
が
、

こ
の
承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
、
県
外
の
施

設
に
行
か
な
く
て
も
、
重
要
文
化
財
を

は
じ
め
と
す
る
「
本
物
」
の
資
料
に
出
会

う
機
会
を
、
さ
ら
に
多
く
提
供
で
き
る

こ
と
と
な
る
。
県
立
施
設
と
し
て
大
き

な
資
金
を
投
じ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て

い
た
だ
い
た
県
民
の
皆
様
の
期
待
に
応

え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
記
念

館
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
高
め
る
こ
と
に
も

繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。

次
の
ハ
ー
ド
ル
に
向
け
た
第
一
歩
と

な
る
特
別
展
に
、
多
く
の
県
民
の
皆
様

に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、「
本
物
」
の

醍
醐
味
を
堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
本
館
地
下
１
階

に
あ
る
図
書
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
図
書
の
種

類
は
小
説
か
ら
歴
史
学
書
、
漫
画
と
幅
広

い
ジ
ャ
ン
ル
の
本
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
自
由
に
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
部
屋
は
以
前
よ
り
も
少
し

広
く
、
趣
も
新
た
に
な
り
ま
し
た
。
部
屋

に
は
高
知
県
産
材
を
使
用
し
た
テ
ー
ブ
ル

と
イ
ス
が
あ
り
、
図
書
館
に
は
及
び
ま
せ
ん

が
、
小
さ
い
な
が
ら
も
本
に
囲
ま
れ
た
温

か
み
の
あ
る
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
お
天
気
が

い
い
と
き
は
大
き
な
窓
ガ
ラ
ス
か
ら
、
青

い
空
と
太
平
洋
を
望
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

蔵
書
は
、
坂
本
龍
馬
や
幕
末
に
関
す
る
書

籍
を
中
心
に
約
二
、五
〇
〇
冊
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
中
に
は
漫
画
本
も
あ
り
ま
す
の

で
、
漫
画
好
き
の
方
に
も
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
ま
す
。

　

私
も
龍
馬
記
念
館
に
配
属
さ
れ
た
当
初
、

龍
馬
の
こ
と
を
少
し
で
も
知
り
た
い
と
思

い
図
書
コ
ー
ナ
ー
の
本
を
お
昼
休
み
に
読

む
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
後
は
、
少
し
ず
つ
充
実
し
て

い
く
本
棚
を
眺
め
る
と
、
ま
た
読
書
の
日

課
を
作
ろ
う
か
な
と
考
え
た
り
も
し
ま
す
。

龍
馬
記
念
館
へ
ご
来
館
の
際
は
、
図
書
コ
ー

ナ
ー
に
も
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ

お
気
に
入
り
の
一
冊
を
探
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　

※
注　

坂
本
龍
馬
記
念
館
図
書
コ
ー
ナ
ー
の
書

籍
は
貸
し
出
し
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

濱
田 

愛
華

私
の

お
す
す
め

「
本
館 

図
書
コ
ー
ナ
ー
」

お
気
に
入
り
の
一
冊
と
出
会
う
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令
和
元
年
6
月
21
日
～
9
月
20
日

私
は
鳥
取
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
あ
な
た

の
故
郷
と
真
反
対
の
地
で
、
あ
な
た
が
太
平

洋
を
望
ん
で
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
日
本
海
を
見
て

育
ち
ま
し
た
。今
、私
は
��
歳
。あ
な
た
と
同
じ
な
ら

今
年
私
は
死
に
ま
す
。ま
ぁ
、死
な
な
い
と
思
い
ま
す

が
。
桂
浜
で
海
を
見
れ
ば
何
か
わ
か
る
か
な
と
思
い

ま
し
た
が
…
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
私
は
あ
な
た
の
よ

う
に
立
派
に
生
き
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
で
も
、

こ
れ
か
ら
も
精
一
杯
生
き
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

（
6
月
21
日

M

33
歳

男
性
）

小
�
の
頃
初
め
て
高
知
県
に
家
族
で
来
て
、

��
年
ぶ
り
に
来
ま
し
た
。
坂
本
龍
馬
が
大
好

き
で
親
に
つ
れ
て
き
て
も
ら
い
、
自
由
研
究
で
龍
馬

に
つ
い
て
の
事
を
が
よ
う
し
い
っ
ぱ
い
に
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
。「
お
〜

い
竜
馬
」
を
見
て
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
大
好
き
で
今

回
よ
め
を
つ
れ
て
き
ま
し
た
。
亡
く
な
り
ま
し
た
が

じ
い
さ
ん
と
、
一
緒
に
話
し
な
が
ら
つ
く
っ
た
よ
い

思
い
出
を
思
い
だ
し
と
て
も
う
れ
し
く
お
も
い
ま
す
。

（
6
月
25
日

T
・
M

31
歳

男
性
）

あ
な
た
に
憧
れ
て
1�
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
。

今
、よ
う
や
く
自
分
の
力
で
生
活
し
、夢
を
追

い
か
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
尊
敬
す
る
龍
馬

先
生
に
少
し
で
も
恥
じ
ぬ
よ
う
こ
れ
か
ら
も
生
き
て

い
き
ま
す
。ど
う
か
、よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま
す
。

（
6
月
25
日

M
・
F

23
歳

女
性
）

土
佐
と
言
え
ば
知
ら
ぬ
人
の
無
い
龍
馬
さ
ん
。

自
然
は
豊
か
で
も
観
光
に
恵
ま
れ
な
い
高
知

の
地
に
多
く
の
人
を
い
ま
だ
に
呼
ん
で
下
さ
り
、
あ

り
が
と
う
。高
知
の
誇
り
の
龍
馬
さ
ん
。結
婚
記
念
日

に
初
め
て
記
念
館
へ
来
て
龍
馬
さ
ん
に
会
え
た
事
、

大
き
な
喜
び
。
お
龍
さ
ん
も
短
い
間
で
も
す
ば
ら
し

い
男
性
と
過
ご
し
た
事
、
一
生
の
誇
り
に
な
り
ま
し

た
ね
。
私
達
も
幸
せ
な
結
婚
生
活
で
有
っ
た
と
思
え

る
夫
婦
に
な
り
た
い
ち
や
。）

（
6
月
26
日

N
・
W

70
歳

女
性
）

一
度
は
来
て
み
た
か
っ
た
龍
馬
さ
ん
の
ふ
る

さ
と
高
知
県
。
何
で
か
+3
バ
ス
が
直
行
便
を

出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
よ
う
や
く
来
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
私
よ
り
も
っ
と
龍
馬
さ
ん
や
幕
末
好
き

の
友
人
が
い
る
の
で
す
が
、
何
よ
り
1�
時
間
半
バ
ス

に
乗
る
っ
て
ど
う
な
の
…
？
と
不
安
が
っ
て
い
た
の

で
大
丈
夫
！
行
け
る
よ
��
と
伝
え
ま
す
。
今
日
は
雨

な
の
で
、次
は
晴
れ
て
い
る
と
き
に
伺
い
た
く
。今
か

ら
乗
っ
て
み
よ
う
！
と
い
う
方
に
も
伝
え
ま
す
が
…

大
丈
夫
。
だ
け
ど
し
ん
ど
い
の
は
ま
ち
が
い
な
い
で

す
。

（
7
月
3
日

Y
・
T

47
歳

女
性
）

息
子
の
誕
生
日
旅
行
、
息
子
の
希
望
で
龍
馬

の
地
へ
行
き
た
い
！
と
の
こ
と
で
こ
ち
ら
へ

伺
い
ま
し
た
。1�
才
に
な
る
息
子
。い
つ
も
は
心
配
事

ば
か
り
で
気
を
揉
む
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
今

日
、
音
声
ガ
イ
ド
を
片
手
に
展
示
を
熱
心
に
見
る
姿

に
成
長
を
感
じ
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。
龍
馬
殿
の
お

か
げ
で
、新
し
い
一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
、と
て
も

良
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
か
ら
母
の
私
も
息
子
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
、
龍
馬
殿
の
生
き
た
時
代
を
学
び

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
7
月
13
日

A
・
F
　
42
歳
　
女
性
）

日
本
の
洗
濯
と
い
う
お
手
紙
を
見
た
あ
と
に

こ
こ
か
ら
桂
浜
を
見
て
い
る
と
心
も
洗
濯
さ

れ
て
い
く
よ
う
で
す
。
台
風
も
近
づ
き
波
も
荒
く
高

い
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
も
い
ろ
い
ろ
な
台
風
が

や
っ
て
く
る
事
で
し
ょ
う
。
自
分
も
流
さ
れ
ず
自
分

の
や
り
た
い
事
を
も
う
一
度
考
え
大
き
な
人
生
の
台

風
の
中
で
も
ま
れ
な
が
ら
も
乗
り
越
え
自
分
の
納
得

し
た
人
生
を
過
ご
し
最
期
を
迎
え
た
い
も
の
で
す
。

（
7
月
19
日

S
・
K

55
歳

女
性
）

私
は
龍
馬
さ
ん
は
と
て
も
す
ご
い
と
思
い
ま

す
。貿
易
な
ど
を
結
ん
だ
り
、仲
の
い
い
人
が

た
く
さ
ん
い
る
の
で
と
て
も
あ
こ
が
れ
ま
す
。
��
さ

い
の
わ
か
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
悲
し
い

で
す
が
、
私
は
友
だ
ち
や
家
族
に
龍
馬
さ
ん
の
い
い

「
当
館
を
通
じ
て
」　
今
井
　
二
葉

�
月
か
ら
坂
本
龍
馬
記
念
館
に
勤
務

し
て
お
り
ま
す
今
井
と
申
し
ま
す
。
既

に
受
付
や
シ
ョ
ッ
プ
に
て
業
務
を
行
っ

て
お
り
、
来
館
さ
れ
た
方
か
ら
今
ま
で

知
ら
な
か
っ
た
龍
馬
の
生
き
様
を
教

わ
る
日
々
で
す
。
早
速
み
な
さ
ん
の
龍
馬
愛
を
感
じ
、
大
変
嬉
し

く
思
い
ま
す
。
ま
た
当
館
は
、
県
外
・
国
外
か
ら
も
多
く
の
方
が

来
館
さ
れ
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
方
と
の
会
話
を
通
し
て
、
さ
ら
に

高
知
県
の
魅
力
が
伝
わ
る
場
に
な
る
よ
う
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
ど
ん
な
時
も
志
を
胸
に
」　
池
澤
　
侑
美

７
月
よ
り
坂
本
龍
馬
記
念
館
に
勤
務

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
池
澤
と
申
し

ま
す
。
こ
の
文
を
執
筆
し
て
い
る
時
は

夏
休
み
期
間
中
で
あ
り
、
龍
馬
フ
ァ
ン

の
み
な
ら
ず
全
国
か
ら
多
く
の
観
光
客

が
記
念
館
を
訪
れ
る
の
を
目
の
当
た
り

に
し
、
改
め
て
そ
の
人
気
を
実
感
す
る
毎
日
で
す
。
私
は
龍
馬
の

魅
力
は
志
を
曲
げ
な
い
生
き
方
だ
と
感
じ
て
お
り
、
挫
け
そ
う
に

な
っ
た
ら
時
を
越
え
て
強
く
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在

で
す
。
龍
馬
に
比
べ
た
ら
さ
さ
や
か
な
も
の
で
す
が
、
私
も
志
を

胸
に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
い
つ
も
笑
顔
で
」　
杉
本
　
麻
未

9
月
よ
り
坂
本
龍
馬
記
念
館
に
勤
務

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
杉
本
と
申
し

ま
す
。

坂
本
龍
馬
は
、
小
さ
い
子
供
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
皆
に
愛
さ
れ
て
い
る
人
物

で
魅
力
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
魅
力
あ
る
坂

本
龍
馬
を
皆
様
に
お
伝
え
で
き
る
よ
う
い
つ
も
笑
顔
で
努
力
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

所
を
た
く
さ
ん
教
え
る
の
で
、
天
国
で
安
心
し
て
ね

む
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
7
月
23
日

A
・
Y
　
12
歳
　
女
性
）

学
校
の
自
由
け
ん
き
ゅ
う
で
、
あ
な
た
の
こ

と
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
事
に
し
ま
し
た
。

去
年
西
郷
隆
盛
さ
ん
に
し
ま
し
た
。
本
を
読
ん
だ
時

に
あ
な
た
が
と
て
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
、
来
年
は

あ
な
た
に
す
る
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
か
ら
で
す
。今
年
は
カ
ッ
コ

い
い
レ
ポ
ー
ト
に
す
る
の
で
、
楽
し
み
に
し
て
い
て

く
だ
さ
い
。
こ
こ
か
ら
見
え
る
桂
浜
と
て
も
き
れ
い

で
す
ね
。ま
た
1�
年
後
��

（
8
月
4
日
　
Y
・
K
　
8
歳
　
男
性
）

龍
馬
の
よ
う
な
志
高
い
人
間
味
あ
ふ
れ
た
人

に
な
り
た
い
で
す
。
新
し
い
仕
事
に
と
り
く

ん
で
い
る
中
で
、
龍
馬
な
ら
ど
う
動
く
だ
ろ
う
か
…

と
よ
く
考
え
ま
す
。が
ん
ば
り
ま
す
。

（
8
月
9
日
　
M
・
T
　
26
歳
　
女
性
）

今
日
ぼ
く
は
、
仙
台
か
ら
り
ょ
う
ま
さ
ん
に

あ
い
に
き
ま
し
た
。
仙
台
で
り
ょ
う
ま
さ
ん

の
こ
と
は
、
学
ん
だ
け
れ
ど
も
学
ん
で
な
い
こ
と
の

ほ
う
が
お
お
か
っ
た
の
で
も
の
す
ご
く
勉
強
に
も
な

り
ま
し
た
。り
ょ
う
ま
さ
ん
の
人
生
は
、す
ご
く
ゆ
う

か
ん
で
、か
っ
こ
い
い
人
生
だ
と
思
い
ま
し
た
。ぼ
く

は
、
り
ょ
う
ま
さ
ん
が
三
十
三
さ
い
で
な
く
な
っ
た

こ
と
は
、ぎ
も
ん
に
思
っ
て
い
ま
す
。だ
っ
て
り
ょ
ま

さ
ん
は
、日
本
に
よ
い
こ
と
を
し
た
り
、教
え
て
く
れ

た
り
し
て
い
た
の
に
こ
ろ
さ
れ
た
の
で
ま
だ
ま
だ
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
に
こ
ろ
さ
れ
た

の
で
ぼ
く
は
、も
の
す
ご
く
ざ
ん
ね
ん
で
し
た
。で
も

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
み
れ
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。

（
8
月
19
日
　
H
・
M
　
9
歳
　
男
性
）

大
好
き
な
龍
馬
の
念
願
の
地
に
、
子
供
と
一

緒
に
来
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
時
は
違
う
け

ど
龍
馬
が
見
て
歩
い
た
だ
ろ
う
、
こ
の
思
い
出
を
大

切
に
龍
馬
の
様
に
一
生
懸
命
こ
れ
か
ら
を
生
き
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

（
8
月
　
N
・
I
　
44
歳
　
女
性
）
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■ 「維新十傑」 ～ 奈路道程イラスト展 ～
当館、10月からの特ผ展は「ҡ新ेܼ　ʙ造・行動・ࢤʙ」展を開催しま
す。その関࿈اըとしてʠւの見える・͗ Όらりいʡでは「ҡ新ेܼ」ʙಸ࿏ಓ
ఔΠϥεト展ʙ�を10月5日（土）ʙ12月1�日（Ր）まで開催します。
　ϦχϡーΞϧ後の本館̎֊、ນ末場のน面や「ࡵ長同ໍ」など֤ブーεの
σΟεϓϨΠにΠϥεトがඳかれています。お٬༷から「あのΠϥεトはどなた
がඳかれたのですかʁ」とよくਘねられます。これらをඳかれたのが高知ݝ出
、大ࡕ在住のΠϥεトϨーλー、ಸ࿏ಓఔさんです。
ճの展ཡ会では、特ผ展「ҡ新ेܼ」にちなんでҏ౻ஒ༡がબ出した10ࠓ　
ਓ、ོڷ盛・大久อར通・木戸Ҹ・ؠ۩ࡾ・ࢹ実美・勝ւस・٢ా松
ӄ・高ਿ৾࡞・中Ԭ৻太・坂本龍馬を、ಸ࿏さんのελΠϧでඳいていただ
き、ύネϧで展ࣔします。その他「龍馬をめぐる女たち」から坂本Ե女、坂本龍、ઍ༿佐ಹ、平ҪՃඌ、寺ా屋
登の女ੑたちや、「土佐のੲの෩ܠ」がඳかれたものも展ࣔします。
　ಸ࿏さんのΠϥεトではま ਓͣ物をΠϝーδしますが、そこに෩ܠ、༷ ʑな場所や物ޠ、෩ଏ的なものをऔり
入れてඳかれている࡞品、また書物・ࢽࡶのදࢴըやૠըなどもଟくあります。そして、ಸ࿏さんのΠϥεト
の特は、Կといってもಠ特なࠇの使いํと線のඳきํにあると思います。その୶ʑとしたද情の中には༷ʑ
なਓ༷ؒが見え隠れしています。
　ඳきԼΖしのʠ龍馬ʡのද情からは、「本当の龍馬のਓؒ像は、あなたがߟえてみてください。」とݴわれている
ようなҹをडけます。
　「ेܼ」の੍࡞についてಸ࿏さんは、「ນ末の࢜ࢤたちはどうしても༐ましくඳかれている気がします。しか
し、たとえ龍馬であΖうとも、ա͝しํ、らしํの大はϑπーであったΖうにҧいない。江戸時代も現代も、
も平ຽも、ਓؒはさほど変わらない。そ࢜ࢤ
んなことをগし಄にஔいてඳいてみたいとߟ
えています。」とおっしΌっています。また、展
ࣔについては「ʠϚϯΨ王国・高知ʡのงғ
気というか、ϚϯΨとまではいきませんが、ນ
末のҒਓたちをۙにײじてけるようඳい
てみたいと思っています。新館から始まり࠷
後にい太平༸をΉۭؒでちΐっとんで
けれと思います。」というϝッηーδもくだ
さっているಸ࿏さんのΠϥεト࡞品を、ੋ ඇこ
のػ会にじっくりとお༇しみください

中村　昌代

「飛ಅ」は༣ૹྉのみの͝ෛ୲でおಧけいたします。ߪಡرのํは120ԁ切खを͝رճ（4ճまで）おૹりください。
〒781-0262　高知市浦戸城山830　高知県立坂本龍馬記念館「飛騰」購読 係 まで

海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い

開館時ؒ� 9ɿ00ʙ1�ɿ00　年中ແٳ
入ç館çྉ� 一ൠ��500ԁ（اը展開催時���00ԁ）
� 高ߍੜҎԼແྉ
高知ݝ・高知市長णखா所࣋者、ྍҭखா・ମো者खா・
ਫ਼ਆো者อ݈ࢱखா・ઓইප者खா・ඃര者݈康खா
所࣋者とその介ޢ者（1名）はແྉ

˟�81☩0262�高知市Ӝ戸城山830
5&-（088）841☩0001　'"9（088）841☩0015
IUUQ���XXX�SZPNB�LJOFOLBO�KQ
「飛ಅ」に対する͝意見͝ײ想などお寄せください

館だより“飛　騰”ୈ�111�߸（年̐ճൃ行）çදࢴࣈɿ書家�ాç໌ࢯࢠ
ൃ行日　2019（ྩ元）年10月1日
ൃ　行　公ӹ財団๏ਓ高知ݝ文化財団
　　　　高知ݝ立坂本龍馬記念館

入　館　状　況
2019年9月20日現在

（1991年11月15日開館以来 27年310日）
˗૯入館者� 4233043ਓ
˗グϥϯυΦーϓϯまで　　��3936�60ਓ
（201�年4月1日ʙ2018年4月20日ٳ館）

˙グϥϯυΦーϓϯ（2018年4月21日）Ҏ来 �296283ਓ

編集後記
111号をお届けします。三桁初のぞろ目号です。二桁の数字ではそれほどの珍しさは感
じませんが、三桁となっては訳が違います。次のぞろ目は…今の倍の号数、年にして28年
後のようです。その時、111号はどのように振り返られるのでしょうか。さて、今年度は職
員の入れ替わりがあり、本号にて新たに当館の仲間に加わった3名の職員を紹介していま
す。早速、十人十色の個性が発揮されているところです。幕末の多士済済を紹介する特別展
もいよいよ始まります。当館の歴史の新たな１ページとなることでしょう。（た）

「坂本龍」のイラスト「坂本龍馬」のイラスト

本館２階「幕末広場」
“薩長同盟”映像内のイラスト



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

本
年
の
五
月
一
日
、
前
天
皇
が
上

皇
と
な
ら
れ
新
天
皇
が
誕
生
し
ま
し

た
。
今
後
様
々
な
儀
式
を
経
て
、
天

皇
一
世
一
代
の
儀
式
を
さ
れ
る
即
位

式
（
御
戴
天
）
が
取
り
行
わ
れ
る
。

今
を
去
る
事
九
十
年
前
の
昭
和
三

年
十
一
月
十
日
、
昭
和
天
皇
の
即
位

式
（
御
戴
天
）
が
厳
か
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
際
『
土
佐
の
出
来
人
』

と
称
さ
れ
る
長
宗
我
部
宮
内
少
輔
秦

元
親
が
再
評
価
さ
れ
従
来
の
冠
位
で

あ
る
従
四
位
下
よ
り
五
段
階
越
階
し
、

正
三
位
の
位
が
授
け
ら
れ
た
の
で
し

た
。
こ
れ
は
秦
の
始
皇
帝
を
祖
の
元

祖
と
し
、
秦
河
勝
（
聖
徳
太
子
に
仕

へ
冠
位
十
二
階
の
制
度
や
十
七
条
の

憲
法
改
正
等
、
古
代
国
家
の
建
設
に

関
り
、高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。）
そ

し
て
元
親
を
経
て
江
戸
幕
府
以
降
歴

史
の
表
舞
台
よ
り
消
え
た
二
百
六
十

年
を
含
め
た
全
て
の
長
宗
我
部
家
の

系
図
を
昭
和
天
皇
が
認
め
（
公
に
認

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。）
そ
し
て
、

坂
本
龍
馬
を
は
じ
め
多
く
の
志
士
の

尽
力
に
よ
り
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜

は
、
そ
の
英
断
に
よ
り
大
政
奉
還
を

受
け
容
れ
る
こ
と
を
朝
廷
に
届
け
る

そ
の
時
、
長
宗
我
部
元
親
公
舎
弟
島

弥
九
朗
末
裔
十
二
代
与
助
重
親
は
秦

神
社
建
設
を
決
意
し
、
明
治
三
年
に

の
本
城
で
あ
る
浦
戸
城
受
取
を
井
伊

直
政
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
「
上

意
受
け
る
べ
し
」
と
の
上
級
武
士
に

対
し
て
「
土
佐
半
国
叶
は
ず
ば
一
郡

で
も
」
長
宗
我
部
家
に
残
し
て
欲
し

い
と
懇
願
す
る
一
領
具
足
で
あ
っ
た

が
そ
の
主
張
は
叶
は
ず
、
抵
抗
し
た

一
領
具
足
二
百
七
十
三
名
は
打
ち
取

ら
れ
、
そ
の
首
は
塩
漬
け
に
さ
れ
大

坂
に
送
ら
れ
た
言
う
（
い
わ
ゆ
る
浦

戸
一
揆
）。
そ
の
首
の
な
い
胴
体
が

埋
葬
さ
れ
た
い
う
場
所
に
い
つ
の
頃

か
ら
石
丸
神
社
（
桂
浜
花
海
道
浦
戸

南
浦
）
が
祀
ら
れ
て
そ
の
後
、
そ
の

魂
の
鎮
魂
の
た
め
六
体
地
蔵
と
阿
弥

陀
如
来
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
横
に

は
一
途
に
主
家
を
思
い
散
っ
て
い
っ

た
一
領
具
足
の
魂
を
称
え
る
た
め
に

『
こ
の
地
浦
戸
の
古
戦
場
』
で
は
じ

ま
る
土
井
晩
翠
の
忠
魂
不
滅
の
碑
が

静
か
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
六

体
地
蔵
中
で
も
阿
弥
陀
如
来
は
長
年

の
雨
風
に
晒
さ
れ
て
痛
み
が
激
し
く
、

そ
の
地
を
管
理
す
る
長
宗
我
部
顕
彰

会
（
会
長
森
田
康
彦
八
十
九
才
）
の

人
々
の
尽
力
で
広
く
寄
付
金
を
呼
び

か
け
修
復
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま

す
。
そ
の
後
二
百
六
十
年
山
内
家
は

上
流
を
流
れ
る
上
士
、
底
流
を
流
れ

る
下
士
二
つ
の
異
な
っ
た
流
れ
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
無
論

の
こ
と
底
流
の
流
れ
は
長
宗
我
部
の

遺
臣
で
あ
り
一
領
具
足
の
末
裔
で
あ

る
。
そ
の
流
れ
は
幕
末
倒
幕
の
志
士

と
し
て
一
気
に
噴
出
す
る
こ
と
に
な

る
。
島
与
助
重
親
十
二
代
も
そ
の
一

人
で
あ
る
。

長
宗
我
部
十
七
代
当
主
の
長
宗
我

部
友
親
氏
は
、
ハ
ー
ド
面
の
み
で
な

く
ソ
フ
ト
面
で
長
宗
我
部
新
資
料
を

発
掘
研
究
す
る
部
会
を
若
者
に
創
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
望
ん
で
お
ら
れ

ま
す
。

私のテーマ

令和につなごう土佐人の血

六体地蔵　一領具足の碑

創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
織
豊

時
代
の
名
城
と
し
て
有
名
な
浦
戸
城

址
（
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
建

設
地
）そ
し
て
長
宗
我
部
百
筒
条
、長

宗
我
部
地
検
帳
等
、
長
宗
我
部
政
権

の
残
し
た
そ
の
功
績
に
よ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
冠
位
の
贈
位
は
昭

和
四
年
一
月
二
十
八
日
長
宗
我
部
元

親
の
墓
所
（
高
知
市
浦
戸
天
甫
寺
）

前
で
昭
和
天
皇
勅
使
に
よ
り
友
親
氏

祖
父
親ち

か
しに
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
希
代
の
名
家
長
宗
我
部
家
を

支
え
元
親
を
四
国
の
覇
者
と
な
し
め

た
一
領
具
足
の
存
在

を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
慶
長
三
年
に
豊
臣

秀
吉
が
没
し
、
同
年
五

月
十
九
日
に
は
京
都
伏

見
屋
敷
で
元
親
が
死
亡

し
た
。
後
を
継
い
だ
盛

親
は
そ
の
翌
年
九
月

二
十
五
日
関
ヶ
原
の
戦

で
敗
れ
、
全
て
の
領
地

が
没
収
さ
れ
盛
親
は
京

都
所
司
代
監
視
の
も

と
、
一
浪
人
と
し
て
暮

ら
す
こ
と
に
な
る
。
一

方
土
佐
一
国
を
配
領
し

た
山
内
一
豊
入
国
に
際

し
、
徳
川
家
康
は
盛
親

長宗我部顕彰会
٢দ　༝Ӊࢠ
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「長井長義と井上俊三に魅せられて」
～古写真と歴史探究で見えてきた こと～   渋谷　雅之 さん

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
歴

史
に
名
が
残
ら
な
か
っ
た
理

由
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

我
が
国
の
今
日
の
繁
栄
が
、

い
っ
た
い
誰
の
お
か
げ
な
の

だ
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は

歴
史
に
名
を
残
し
た
人
々
だ

け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
自
明
で
あ
る
。
普
通
の

本
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
、

こ
う
し
た
人
々
の
事
績
を
後
世
に
残

す
仕
事
の
こ
と
は
、
私
が
大
学
の
職

を
離
れ
る
前
か
ら
意
識
の
中
に
あ
っ

た
。
歴
史
に
関
し
て
浅
学
の
私
に

と
っ
て
は
、
か
な
り
荷
の
重
い
こ
と

だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
私
自
身
が

こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
こ
と
の
証
で

あ
り
、
先
人
に
対
す
る
恩
返
し
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
出
版
社
か
ら
出

せ
ば
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
に
読
ま

れ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、

図
書
館
等
に
少
部
数
で
も
存
在
す
れ

ば
、
百
年
も
た
て
ば
似
た
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。（
一
部
略
）」

も
う
少
し
発
刊
の
動
機
を
お
聞
か

せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

「
歴
史
は
勝
者
に
よ
っ
て
書
か
れ

る
。
だ
か
ら
、
成
功
者
は
い
ろ
い
ろ

と
書
か
れ
る
。
一
方
、
敗
者
に
つ
い

て
は
、
普
通
歴
史
学
者
の
興
味
を
ひ

く
機
会
が
少
な
い
。
だ
か
ら
私
は
、

井
上
俊
三
、
樋
口
真
吉
，
萩
原
三
圭
、

池
道
之
助
、
寺
村
左
膳
な
ど
、
土
佐

の
歴
史
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
人
々
の
こ

と
を
書
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
彼

ら
に
つ
い
て
の
記
録
は
ほ
と
ん
ど
が

世
に
出
て
い
ま
せ
ん
。
非
専
門
家
に

も
食
い
入
る
機
会
が
あ
る
世
界
で
す
。

も
っ
と
判
り
や
す
く
言
う
と
、
専
門

家
が
食
べ
残
し
た
〝
お
い
し
い
〟
と

こ
ろ
を
独
り
占
め
に
で
き
る
チ
ャ
ン

ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、

1
0
0
年
先
、
2
0
0
年
先
に
内
容

の
正
否
で
は
な
く
、
そ
の
重
要
性
が

評
価
さ
れ
る
本
を
書
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
今
を
生
き

て
い
る
喜
び
で
あ
り
、
生
き
が
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。」

実
際
に
、
後
世
の
研
究
者
た
ち
が

図
書
館
で
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
手
に
し

た
と
き
の
喜
び
の
姿
が
見
え
て
く
る

よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。

図
書
「
近
世
土
佐
の
群
像
」
の
発

行
部
数
や
寄
贈
先
は
…
？

「
図
書
は
3
0
0
部
発
行
し
ま
し

た
。
た
と
え
話
で
す
が
、
一
般
に
龍

馬
の
思
想
を
あ
ら
わ
す
文
書
と
言
わ

れ
て
い
る
『
藩
論
』
は
、
今
か
ら

1
5
0
年
前
に
2
0
0
部
印
刷
さ
れ

ま
し
た
が
、
現
代
に
2
冊
だ
け
残

り
、
1
冊
は
戦
火
で
焼
か
れ
ま
し
た
。

今
、
残
っ
て
い
る
の
は
1
冊
だ
け
で

す
。
そ
こ
で
3
0
0
部
つ
く
れ
ば
2

～
3
冊
残
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す（
笑
）。
寄
贈
先
は
図
書
の
奥
付
に

記
載
し
て
あ
り
ま
す
が
、
徳
島
や
高

知
の
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
等

で
す
。
む
ろ
ん
龍
馬
記
念
館
の
図
書

室
に
も
あ
り
ま
す
。」

はじめに
　渋谷雅之先生は、現代龍馬学会を中心となって支えている方です。本来のご専門は「薬学」ですが、日本の薬学の

祖である「長井長義」博士の研究と古写真の研究が高じて、すっかり幕末、維新期の研究者ともいえる実力と風格を備え
てこられました。
　その手法は、極めて実証的で古文書または手紙の解読、そして古写真の分析から始まります。隔月で実施している現代
龍馬学会の理事会においても、「いろは丸事件」の解読と新説を次々と発表されているのです。
　前後しますが、先生は中土佐町久礼のお生まれです。徳島大学薬学部を卒業され、京都大学大学院でさらに研究を深め
られました。昭和48年から徳島大学に勤務。平成19年に徳島大学副学長で大学勤務を終えられました。その終盤に「長
井長義長崎日記」等の編集に携わられたことで幕末史の研究に深い関わりを持つこととなったのです。�（聞き手：宮英司）

渋
谷
雅
之
先
生
と

「
近
世
土
佐
の
群
像
」

渋
谷
先
生
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も

い
う
べ
き
「
近
世
土
佐
の
群
像
」
シ

リ
ー
ズ
の
発
刊
を
続
け
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。
第
1
巻
か
ら
第
9
巻
ま
で
出

さ
れ
、
別
巻
も
第
2
巻
が
発
刊
さ
れ
、

完
結
し
ま
し
た
。
す
べ
て
私
費
出
版

で
す
。

序
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

「『
近
世
土
佐
の
群
像
』
な
ど
と
い

う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
少
し
大
き
す

ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
群

像
は
歴
史
に
名
を
残
し
た
人
々
を
指

す
の
で
は
な
く
、
土
佐
の
歴
史
の
中

で
は
マ
イ
ナ
ー
な
人
々
の
こ
と
で
あ

る
。
中
で
も
、
激
動
の
時
代
を
一
つ

の
志
を
も
っ
て
生
き
、
報
わ
れ
ず
に

世
を
去
っ
た
人
々
で
あ
る
。
私
自
身

の
専
門
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
家
よ
り

も
技
術
者
の
方
に
興
味
が
シ
フ
ト
し

や
す
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
そ

れ
ぞ
れ
マ
イ
ナ
ー
だ
っ
た
理
由
は

ಙౡେֶ໊༪ڭत
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3・現代龍馬学会

profile

「長井長義と井上俊三に魅せられて」
～古写真と歴史探究で見えてきた こと～

長
井
長
義
博
士

（
1
8
4
5
～
1
9
2
9
年
）

の
こ
と

長
井
長
義
博
士
に
つ
い
て
改
め
て

お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
物

事
典
で
は
、「
日
本
薬
学
会
初
代
会

頭
で
日
本
の
近
代
薬
学
の
開
祖
で
あ

る
。
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
の
発
見
者
で
あ

る
。」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
…
。

「
旧
制
の
徳
島
高
等
工
業
学
校
に
、

現
在
の
徳
島
大
学
薬
学
部
の
元
と
な

る
製
薬
化
学
部
を
つ
く
っ
た
人
物

で
す
。

1
9
9
9
年
、
徳
島
大
学
勤
務
時

に
日
本
薬
学
会
の
総
会
が
徳
島
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
長
井
長

義
の
展
覧
会
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
本
格
的
に
土

佐
の
近
世
史
を
か
じ
り
始
め
た
き
っ

か
け
で
す
。

彼
は
、
慶
応
3
年
か
ら
明
治
元
年

に
か
け
て
、
日
本
の
写
真
の
開
祖
で

あ
る
長
崎
・
上
野
彦
馬
邸
に
寄
宿
し

て
い
ま
す
。
龍
馬
の
写
真
を
撮
影
し

た
と
い
わ
れ
る
土
佐
の
井
上
俊
三
や
、

谷
干
城
の
弟
と
一
緒
で
し
た
。
こ
う

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
土

佐
の
歴
史
に
興
味
を
持
ち
始
め
ま
し

た
。
そ
し
て
も
っ
と
詳
し
く
、
学
術

的
、
本
格
的
に
事
実
を
知
り
た
い
と

思
い
始
め
ま
し
た
。

薬
学
（
化
学
）
の
研
究
者
だ
か
ら
、

歴
史
は
分
野
外
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
歴
史
は
人
文

科
学
の
一
分
野
で
あ
り
、
同
じ
科
学

だ
か
ら
研
究
の
手
法
が
良
く
似
て
い

ま
す
。
…
と
言
う
よ
り
、
原
理
的
に

は
全
く
同
じ
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ

る
貴
重
な
手
紙
が
発
見
さ
れ
た
と
す

る
。
し
か
し
作
為
的
な
手
紙
か
も
し

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
関
係
の
な
い

別
の
人
が
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
た

ら
、
こ
れ
は
作
為
で
は
な
く
、
証
拠

と
な
り
ま
す
。

自
然
科
学
も
独
立
し
た
複
数
の
実

験
結
果
を
根
拠
に
し
て
一
つ
の
真
実

に
迫
ろ
う
と
す
る
学
門
で
す
。
そ
の

真
実
を
も
と
に
し
て
、
さ
ら
に
別
の

真
実
を
探
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
人
文

科
学
の
場
合
は
、
そ
の
真
実
か
ら
一

つ
の
教
訓
を
導
き
出
し
現
代
に
活
か

す
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
歴
史
は
面
白
い
。

長
井
長
義
は
上
野
彦
馬
邸
に
寄
宿
し

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
土
佐
か
ら
き
た

井
上
俊
三
が
先
に
寄
宿
し
て
い
ま
し

た
。
長
井
と
井
上
の
関
係
に
つ
い
て

調
べ
よ
う
と
青
山
文
庫
に
出
か
け
た

時
に
私
は
歴
史
家
の
松
岡
司
氏
を
知

り
ま
し
た
。
松
岡
氏
は
、
龍
馬
の
写

真
を
実
際
に
撮
影
し
た
人
物
を
研
究

し
、
井
上
俊
三
に
関
す
る
論
文
を
す

で
に
発
表
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私

は
、
長
井
長
義
か
ら
龍
馬
の
写
真
と

い
う
よ
り
も
、
長
井
と
井
上
の
関
係

を
探
り
『
い
ろ
は
丸
』
に
辿
り
着
こ

う
と
し
て
い
ま
し
た
。」

ず
い
ぶ
ん
興
味
あ
る
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

渋
谷
雅
之
（
し
ぶ
や
・
ま
さ
ゆ
き
）

1
9
4
2
年	

高
知
県
中
土
佐
町
久
礼
生

ま
れ

1
9
6
1
年	

高
知
学
芸
高
校
卒
業

1
9
6
5
年	

徳
島
大
学
薬
学
部
卒
業

1
9
6
7
年	

京
都
大
学
大
学
院
薬
学
研

究
科
修
了

1
9
6
7
年	

京
都
大
学
助
手

1
9
7
1
年	

薬
学
博
士

1
9
7
3
年	

徳
島
大
学
助
教
授

1
9
8
9
年	

徳
島
大
学
教
授

1
9
9
7
年	

徳
島
大
学
薬
学
部
長

2
0
0
1
年	

徳
島
大
学
副
学
長

2
0
0
7
年	

徳
島
大
学
退
職

2
0
0
9
年	

坂
本
龍
馬
記
念
館
・
現
代

龍
馬
学
会
副
会
長
に
就
任

「
近
世
土
佐
の
群
像
」

第
1
巻
「
溝
渕
廣
之
丞
の
こ
と
な
ど
」

第
2
巻
「
萩
原
三
圭
の
こ
と
な
ど
」

第
3
巻
「
空
蝉
の
こ
と
な
ど
」

第
4
巻
「
銃
砲
術
の
系
譜
」

第
5
巻
「
思
い
出
ぐ
さ
」

第
6
巻
「
樋
口
真
吉
日
記
（
上
）」

第
7
巻
「
樋
口
真
吉
日
記
（
下
）」

第
8
巻
「
土
佐
藩
重
臣
日
記
（
上
）」

第
9
巻
「
土
佐
藩
重
臣
日
記
（
下
）」

別
巻
⑴
「
い
ろ
は
丸
始
末
」

別
巻
⑵
「
日
野
春
草
残
映
」

そ
の
他
の
著
書

「
英
傑
た
ち
の
肖
像
写
真
」…
渋
谷
先
生
が

龍
馬
の
写
真
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
ま

す
。（
龍
馬
記
念
館
で
も
販
売
中
で
す
。）

…
以
下
、
非
売
品
で
す
が
、
オ
ー
テ
ピ
ア

高
知
図
書
館
な
ど
に
あ
り
ま
す
。
…

「
日
本
の
薬
学
創
始
者
　
長
井
長
義
」

「
長
井
長
義
長
崎
日
記
」

「
長
井
長
義
ベ
ル
リ
ン
通
信
」

「
長
井
長
義
博
士
関
係
資
料
一
覧
」

現
代
龍
馬
学
会
の

み
な
さ
ん
へ

発
足
後
、
丸
10
年
を
経
過
し
た
現

代
龍
馬
学
会
の
会
員
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
…
…
。

「
歴
史
学
と
歴
史
小
説
・
ド
ラ
マ
は

似
て
非
な
る
も
の
と
考
え
て
欲
し
い
。

歴
史
学
は
過
去
の
出
来
事
の
内
容
を

正
確
に
知
り
、
そ
こ
か
ら
現
代
人
が

教
訓
を
得
、
未
来
に
活
か
す
た
め
の

学
門
で
す
。
一
方
、
歴
史
小
説
や
ド

ラ
マ
は
歴
史
学
を
元
に
し
な
が
ら
も
、

そ
の
学
術
性
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
楽

し
み
な
が
ら
現
代
に
生
き
る
希
望
や

勇
気
、
参
考
や
ア
イ
デ
ア
を
も
ら
う

た
め
の
も
の
で
す
。
お
互
い
の
立
場

を
尊
敬
す
べ
き
で
あ
り
、
互
い
に
互

い
を
軽
蔑
し
た
り
、
間
違
い
を
指
摘

し
合
う
よ
う
な
関
係
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
っ
と
も
、
歴
史
学
の
仲
間
う

ち
で
は
、
互
い
に
批
判
し
合
う
こ
と

を
通
じ
て
歴
史
学
の
発
展
の
た
め
に

努
力
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
自
然
科
学
の
場
合

も
同
じ
で
す
。
森
前
館
長
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
「
現
代
龍
馬
学
会
」
の
目

的
は
、
龍
馬
が
残
し
た
も
の
を
現
代

に
活
か
す
た
め
に
、
歴
史
学
者
と
一

般
の
歴
史
愛
好
者
が
手
を
取
り
合
っ

て
、
楽
し
く
勉
強
し
よ
う
…
と
い
っ

た
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。
小
説
や
ド
ラ
マ
よ
り
は
少
し

だ
け
歴
史
学
に
近
づ
く
た
め
、ワ
イ

ワ
イ
、ガ
ヤ
ガ
ヤ
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。」

話題人
インタビュー
話題人
インタビュー
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
九
）
ー

わ
れ
の
み
ぞ
知
る

宮 

川
　
禎 

一

「
世
の
人
は 

わ
れ
を
な
に
と
も  

 

　
ゆ
は
ゞ
い
へ  
わ
が
な
す
こ
と
は

 

　
　
　
　
わ
れ
の
み
ぞ
知
る
」

　

龍
馬
が
書
き
残
し
て
京
博
に
伝
わ
る

有
名
な
和
歌
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
花
鳥

風
月
で
は
な
く
恋
歌
で
も
な
い
こ
の
歌

は
龍
馬
が
「
他
人
に
理
解
さ
れ
な
い
自

分
の
鬱
屈
」
を
大
声
で
叫
ぶ
も
の
で
あ

り
、
勝
手
に
「
尾
崎
豊
か
！
」
く
ら
い

に
筆
者
は
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
最
近
、

こ
の
和
歌
の
本
歌
と
思
わ
れ
る
も
の
を

見
つ
け
た
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の
歌
人
、

紀
貫
之
の
和
歌
で
あ
る
。

「
人
知
れ
ぬ 

思
い
の
み
こ
そ 

 

　
わ
び
し
け
れ 

わ
が
嘆
き
を
ば 

 

　
　
　
わ
れ
の
み
ぞ
知
る
」

（
古
今
和
歌
集　

恋
歌
二
・
六
〇
六
）

　

坂
本
家
の
人
々
の
和
歌
の
こ
と
を
歌

集
『
た
ち
ば
な
の
香
』
を
引
い
て
紹
介

さ
れ
た
管
宗
次
氏
の
『
坂
本
龍
馬
と
和

歌
』（
平
成
二
十
五
年
）
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
和
歌
は

古
今
和
歌
集
を
手
本
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。『
た
ち
ば
な
の
香
』（
弘
化
二

年
・
一
八
四
五
）と
い
う
歌
集
は
紀
貫

之
没
後
九
百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
紀

州
の
僧
観
尊
が
編
集
し
て
和
歌
千
三
百

余
首
を
載
せ
た
本
で
あ
り
、
そ
の
中
に

龍
馬
の
父
八
平
や
兄
権
平
、
八
平
の
亡

母
久
の
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
出

版
経
緯
も
含
め
興
味
深
い
。
龍
馬
の
家

族
の
和
歌
も
絵
に
描
い
た
よ
う
な
古
今

調
で
あ
り
、
紀
貫
之
様
万
歳
だ
。
龍
馬

は
そ
の
よ
う
な
文
化
環
境
で
育
っ
た
の

で
あ
る（
坂
本
氏
家
系
に
「
先
祖
は
紀

姓
」
と
あ
る
の
も
無
関
係
で
は
な
い
の

か
も
）。

　

筆
者
は
龍
馬
の
和
歌
の
こ
と
を
「
鎌

倉
時
代
の
新
古
今
調
だ
」
な
ど
と
書
い

た
こ
と
が
あ
る
が
「
古
今
調
」
に
訂
正

し
て
お
き
た
い
。

　

明
治
二
十
年
代
に
正
岡
子
規
が
「
古

今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
。
紀
貫
之
は
下
手

な
歌
詠
み
」
な
ど
と
こ
き
お
ろ
し
て
短

歌
革
新
運
動
を
お
こ
な
っ
た
た
め
現
代

人
の
古
今
和
歌
集
へ
の
評
価
は
や
や
低

い
。
龍
馬
の
歌
も
子
規
に
か
か
れ
ば
非

難
の
対
象
だ
ろ
う
が
、
自
我
の
ス
ト

レ
ー
ト
な
表
明
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
、

自
分
を
出
さ
な
い
江
戸
後
期
の
和
歌
の

規
範
を
破
っ
て
斬
新
と
も
言
え
る
。

　

和
歌
の
評
論
に
長
け
た
紀
貫
之
に

「
龍
馬
の
こ
の
歌
は
い
か
が
で
す
か
？
」

と
聞
い
て
み
た
ら
「
素
直
な
れ
ど
も
、

か
お
り
な
し
」
と
い
う
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評
か
も
知
れ

な
い
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“ 話してみるかよ ”コラム・龍馬のこと

私が住職を務める竹林寺には徳川家康公ゆかりの仏像と
される阿弥陀如来像がお祀りされています。
平成24年、寺に伝わる古文書の悉皆調査が行われた際、
一通の書状が確認されました。それは土佐山内家二代藩
主・山内忠義公の妻・阿

くま

姫
ひめ

が当時の竹林寺住職に宛てたもの。
阿姫は徳川家康公の姪（家康の異父弟である掛川藩主・
松平定勝の次女）に当たり、慶長10年（1608）、家康公の養
女として土佐に輿入れしました。その書状は、阿姫が阿弥
陀如来像を竹林寺に施入するので末代にわたり家康公の菩
提を弔うとともに山内家の繁栄を祈念してほしいという内
容で、委細はすべて同像の背中に書き付けてあるというも
のでした。
その後のＸ線調査で如来像の背面より家康公の戒名をは
じめ同像施入の経緯を記した銘文が確認され、寺の伝承が
事実であることが立証されたのでした。慈悲に充ちた尊像
のお顔を拝する時、亡き養父を偲びその御霊を弔おうとす
る阿姫の切なる思いが伝わってきます。
また、寺には家康・秀忠両公の霊牌が伝わっています。
そこからは、徳川家康による山内家の土佐入国や阿姫を通
じた徳川家のつながりを始めとする山内家や土佐藩の将軍
家に対する忠節や敬重の念が伺われます。こうしたことか
ら江戸期において竹林寺は土佐における東照宮的な役割を
果たしてきたという一面が見えてきました。
竹林寺では本年春、本坊の建替に伴い阿弥陀如来を本尊
とし徳川家康・秀忠両公の霊牌を始め阿姫を含めた山内家
歴代藩公の位牌を祀る仏殿を新設し、その御堂を阿姫の戒
名より「皓月殿」と命名しました。
なお、高知城歴史博物館で本年11月25日まで開催されて
いる『大名墓をめぐる世界　そのすべて』展に阿弥陀如来
像や阿姫ゆかりの品が出展されています。

龍馬の銅像が増え始めた頃、徳島に龍馬が立ち寄ったこ
とはないのかな…と不思議に思って調べたことがあった。
残念ながら、その時はネット情報も普及する前のことであ
り、期待外れに終わった。先日、土佐史談会に出かけた折
に、徳島の新聞の特集記事が目に飛び込んできた。コピー
をしていただき、自宅で検索してみて驚いた。
龍馬は脱藩する前に藩の許可を得て、文久元（1861）年10
月11日、讃岐の丸亀に剣術修行に出向き、その後、武市瑞
山の使者として長州の久坂玄瑞を訪ねたり、大坂・京都を
巡って情報収集をしている。文久 2（1862）年 2月、讃岐に
戻った龍馬は勤王活動の資金を得るため、美馬の山奉行・
鎌村熊太を訪ねた…というもの。
しかも、この鎌村家住宅の主屋は1839年に建築された木
造平屋建てで建築当時からほとんど変わっていないという
から驚き。さらに、龍馬のためにしつらえた隠し部屋や龍
馬が使用した布団・番傘がそのまま残っているという。ま
だ、その他に「あっ」と驚く龍馬の遺品があるがここでは
敢えて書きません。（ぜひ、検索してみてください。）
これは歴史研究家・Hさんのブログから紹介させていた
だいたものです。平成の初期に調べても、ちっとも出てこ
なかった「徳島と龍馬」の関わりが天こ盛りなのには驚き
でした。こうなると龍馬の伝承地はまだまだ出てくるので
はないかと期待が膨らんできます。
Ｈさんの説によると、この時、この場所で、龍馬はこの
勤王家・鎌村熊太と意気投合し、後の「船中八策」に繋が
る着想を得たとされています。鎌村邸は現在「鎌村家住
宅」として、国指定の文化財に登録されているとのこと。
なお、龍馬はこの年 2月29日に高知に帰り、3月24日に脱
藩しています。

土佐の東照宮� 竹林寺徳島の龍馬
海老塚和秀宮　英司

坂
本
龍
馬
筆
「
世
の
人
は
」
和
歌

京
都
国
立
博
物
館
蔵
　
国
重
文




