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幕
末
は
、
狂
歌
「
泰
平
の
眠
り
を
覚
ま
す

上じ
ょ
う
き
せ
ん

喜
撰
（
＝
蒸
気
船
）
た
つ
た
四
杯
で
夜
も

眠
れ
ず
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
嘉
永

6
（
１
８
５
３
）
年
6
月
、
開
国
を
迫
る

米
国
ペ
リ
ー
艦
隊
の
浦
賀
来
航
。
そ
し
て

翌
年
の
日
米
和
親
条
約
締
結
以
降
を
言
う

の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
英
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
幕
末
」
は
、

「E
n
d
 o
f E
d
o
 p
erio
d

」（
江
戸
時
代
末
期
）

「T
h
e
 la
s
t d
a
y
s
 o
f th
e
 b
a
k
u
fu

」

（
幕
府
最
後
の
日
々
）「C

lo
sin
g
 d
ays o

f 
th
e T
o
ku
g
aw
a S
h
o
g
u
n
ate

」（
徳
川
将

軍
の
終
末
）
な
ど
と
分
か
り
や
す
い
。

　
慶
応
3
（
１
８
６
７
）
年
10
月
大
政
奉
還
、

翌
月
の
王
政
復
古
の
大
号
令
か
ら
、
戊
辰

戦
争
へ
と
終
末
を
迎
え
、
明
治
と
い
う
新

し
い
時
代
へ
と
移
っ
て
い
く
。

　

幕
藩
体
制
か
ら
近
代
へ
の
転
換
を
推
進

し
た
も
の
と
し
て
、
船
。
中
で
も
蒸
気
船

の
力
は
大
き
い
。
ペ
リ
ー
艦
隊
の
黒
船
４

隻
の
う
ち
２
隻
は
蒸
気
船
で
、
和
式
風
帆

船
し
か
知
ら
な
い
当
時
の
日
本
人
が
驚
い

た
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
。
日
本
が
太
平

の
眠
り
︵
鎖
国
︶
に
あ
っ
た
と
き
、
世
界

は
大
き
く
躍
進
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
圧

倒
的
な
西
洋
造
船
技
術
を
目
の
当
た
り
に

し
た
幕
府
の
あ
わ
て
よ
う
と
と
も
に
、
諸

藩
は
蒸
気
船
建
造
や
入
手
に
乗
り
出
し
た
。

土
佐
藩
も
例
外
で
は
な
い
。

　

そ
ん
な
時
代
の
到
来
直
前
、
漂
流
民
万

次
郎
こ
と
中
濱
万
次
郎
は
、
仲
間
と
と

も
に
帰
国
す
る
。
土
佐
沖
を
漂
流
し
た

後
、
無
人
島
か
ら
救
助
さ
れ
た
万
次
郎
は

米
国
捕
鯨
船
乗
組
員
と
し
て
ア
メ
リ
カ
捕

鯨
全
盛
期
に
世
界
の
海
で
働
い
た
。
そ
し

て
10
年
を
経
て
、
自
ら
の
意
思
で
帰
国
し

た
。
鎖
国
当
時
海
外
か
ら
の
帰
還
者
は
処

罰
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
万
次
郎
は
そ
の

知
見
を
欲
し
た
藩
や
幕
府
に
よ
っ
て
通
訳

や
翻
訳
、
近
代
捕
鯨
、
何
よ
り
も
体
得
し

た
民
主
主
義
を
国
内
に
伝
え
て
い
く
役
目

と
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
万
次
郎
の
漂
流
譚
や
世
界
情
勢

を
、
土
佐
藩
絵
師
・
河
田
小
龍
か
ら
聞
い

た
坂
本
龍
馬
は
の
ち
の
海
援
隊
構
想
へ
と

つ
な
げ
て
い
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

　

過
酷
な
労
働
で
あ
る
米
国
捕
鯨

船
員
か
ら
サ
ム
ラ
イ
に
な
っ
た
万
次
郎
。

海
運
業
や
開
拓
事
業
を
め
ざ
し
、
＂
世

界
の
海
援
隊
＂
を
夢
見
た
龍
馬
の
二

人
に
共
通
す
る
の
は
「
船
」
で
あ
る
。

船
は
幕
末
と
い
う
時
代
を
大
き
く
前

進
さ
せ
た
。
本
展
で
は
、
幕
末
を
動

か
し
て
い
っ
た
船
の
中
で
も
、
中
濱

万
次
郎
と
坂
本
龍
馬
に
ゆ
か
り
の
あ

る
船
を
紹
介
し
、
幕
末
と
い
う
時
代

を
動
か
し
た
船
に
つ
い
て
考
え
る
。

前
田
由
紀
枝

令
和
2
年
度
第
1
回
企
画
展
始
ま
る
4
月
18
日（
土
）〜
6
月
23
日（
火
）

「
幕
末
と
船
︱
万
次
郎
か
ら
龍
馬
へ
︱
」

時
代
へ
漕
ぎ
出
し
た
船
を
考
え
る

◆
展
示
資
料

◇
白
帆
注
進
外
国
船
出
入
注
進
︵
い
ろ
は
丸

の
図
︶
＝
︵
公
財
︶
鍋
島
報
效
会
所
蔵
︵
佐
賀

市
︶
／
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
◇
西
洋
軍
艦
構

造
図
説
︵
伝･

龍
馬
所
持
︶
＝
琴
平
海
洋
博
物

館
所
蔵
︵
香
川
県
︶
／
ペ
リ
ー
横
浜
上
陸
の
図

＝
同
／
神
戸
村
操
練
所
絵
図
＝
同
／
函
館
実

地
明
細
絵
図
＝
同
／
土
佐
藩
洋
式
帆
船
「
曜
霊

船
」・「
咸
臨
丸
」・「
い
ろ
は
丸
」
＝
い
ず
れ
も

模
型
・
個
人
所
蔵
／
他

◆
企
画
展
関
連
企
画

■
講
演
会　
「
い
ろ
は
丸
と
明
光
丸
の
急
用
」

　

講　

師　

徳
島
大
学
名
誉
教
授　

渋
谷
雅
之
氏

　

日　

時　

令
和
２
年
５
月
24
日
︵
日
︶

13
時
30
分
～
15
時

　

会　

場　

新
館
1
Ｆ
ホ
ー
ル

　

定　

員　

100
人
︵
無
料
、
受
付
先
着
順
︶

■
担
当
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

　

日　

時　

①
5
月
16
日
︵
土
︶
14
時

②
6
月
13
日
︵
土
︶
14
時

◆
企
画
展
小
冊
子

　
︵
Ａ
４
版
フ
ル
カ
ラ
ー
28
頁
︶500
円
に
て
販
売 情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生

れて、画が出来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を通せば窮屈だ。 
とかくに人の世は住みにくい。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。意地を通せば窮屈だ。山路
を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が
生れて、画が出来る。智に働けば角が立つ。 

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生
れて、画が出来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を通せば窮屈だ。 
とかくに人の世は住みにくい。

講演会 「いろは丸と明光丸の急用」
講師： 徳島大学名誉教授 渋谷 雅之氏
日時： 令和2年5月24日（日）13：30～15：00
会場： 新館1Fホール　定員： 100人（無料、受付先着順）

担当学芸員によるギャラリートーク
日時： ①5月16日（土）14:00～ / ②6月13日（土）14:00～

高知新聞社・朝日新聞高知総局・毎日新聞高知支局・読売新聞高知支局・
共同通信社高知支局・時事通信社高知支局・RKC高知放送・KUTVテレビ高知・
KSS高知さんさんテレビ・NHK高知放送局・エフエム高知

後 援 :
主 催 : 高知県立坂本龍馬記念館（公益財団法人高知県文化財団）

錦絵「海上安全万代寿」 琴平海洋博物館所蔵錦絵「海上安全万代寿」 琴平海洋博物館所蔵

と

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
令
和
二
年
度
企
画
展

4/18 6/23土 火

令和２（2020）年

錦絵「海上安全万代寿」 琴平海洋博物館所蔵
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白帆注進外国船出入注進  江戸時代末期 （公財）鍋島報效会

日本航路再見記 天保13年 琴平海洋博物館

新版　地球萬国方図 嘉永6年 琴平海洋博物館

操練所絵図　神戸村 明治時代 琴平海洋博物館

肥州長崎図 安永7年 琴平海洋博物館

神戸村操練所絵図 明治時代 琴平海洋博物館

亜墨利加図　蒸気船中之写 文久元年 琴平海洋博物館

亜墨利加図　蒸気船中之写 文久元年 琴平海洋博物館

亜墨利加図　蒸気船中之写 文久元年 琴平海洋博物館

外国人横濱上陸行列之図 万延元年 琴平海洋博物館

ペリー横浜上陸のその弐 明治時代 琴平海洋博物館

ペリー横浜上陸のその壱 明治時代 琴平海洋博物館

萬国地球全図 江戸末期 琴平海洋博物館

大坂安治川口 元治元年 琴平海洋博物館

箱館港軍艦戦争図  ー 琴平海洋博物館

海上安全万代寿　 文久3年 琴平海洋博物館

蒸気船大筒図  ー 琴平海洋博物館

西洋軍艦構造分解図説 文化年間（1804～17） 琴平海洋博物館

曜霊船（模型）  ー 個人

『ペリー日本遠征記』Ⅰ 1856～58年 館蔵

『ペリー日本遠征記』Ⅱ 1856～58年 館蔵

『ペリー日本遠征記』Ⅲ 1856～58年 館蔵

亀山焼 江戸時代 館蔵

輿地航海図 安政5年春 館蔵

土佐藩船「夕顔」絵馬  ー 館蔵

坂本龍馬書簡 坂本権平、乙女、春猪宛 慶応元年9月7日 館蔵

坂本龍馬書簡 岩下佐次右衛門 吉井幸輔宛 慶応元年12月14日 館蔵

坂本龍馬書簡　印藤聿宛 慶応元年12月29日 館蔵

坂本龍馬書簡　印藤聿宛 慶応3年3月6日 館蔵

坂本龍馬書簡　坂本権平宛 慶応3年6月24日 館蔵

資料名 年代 所蔵者

展示資料一覧

イベント案内

〒781-0262 高知市浦戸城山830　TEL 088-841-0001 / FAX 088-841-0015
https://ryoma-kinenkan.jp / E-mail ryoma@ryoma-kinenkan.jp

錦絵「海上安全万代寿」琴平海洋博物館所蔵



飛　騰　№113・2

展示風景。「郷士」を通じて、戦国期と幕末期の資料が並んだ。

小冊子と会場配布リーフレット。
展示内容をまとめた小冊子は、引き続き
ミュージアムショップで購入可能。

「
長
宗
我
部
遺
臣
と

　
　
土
佐
の
郷
士
」
展

ま
も
な
く
終
了

　
充
実
の
展
示
資
料

　

展
示
資
料
は
、
前
後
期
で
一
部
入
れ
替
え
を

お
こ
な
い
、
あ
わ
せ
て
36
点
で
あ
っ
た
。
時
代

と
し
て
は
戦
国
期
か
ら
幕
末
期
ま
で
を
扱
っ
た

の
で
、
約
３
０
０
年
の
内
容
を
30
点
あ
ま
り
の

資
料
で
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
テ
ー
マ
の
性

格
上
、
文
献
資
料
︵
古
文
書
類
︶
が
多
く
を
占

め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
郷
士
の
由
来
と
基
本

的
性
格
、
そ
し
て
龍
馬
の
時
代
に
つ
な
が
る
身

分
制
度
の
変
遷
や
自
己
認
識
な
ど
に
つ
い
て
、

あ
る
程
度
の
説
明
が
尽
く
せ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
、
長
宗

我
部
元
親
の
初
陣
の
際
使
わ
れ
た
︵
つ
ま
り
、

一
領
具
足
の
人
々
も
進
退
の
合
図
と
し
て
こ
の

音
を
聞
い
た
？
︶
と
伝
わ
る
陣
太
鼓
や
、
郷
士

の
家
に
伝
わ
る
馬
具
な
ど
、
一
領
具
足
・
郷
士

の
「
兵
」
の
面
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
の
で
き

る
実
物
資
料
も
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

構
成
の
特
徴

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
展
示
で
は
、
あ
え
て
章

立
て
を
し
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
長
宗
我
部

時
代
」
と
「
山
内
時
代
」
と
の
間
に
境
目
を
見

せ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
展
示
の
内
容
を
章
で
区
切
る
と
な
れ
ば
、

ま
ず
は
大
き
く
、
関
个
原
以
前
の
「
長
宗
我
部

時
代
」
と
江
戸
時
代
す
な
わ
ち

「
山
内
時
代
」
と
で
分
け
ざ
る

を
得
な
い
。
土
佐
の
歴
史
認
識

に
お
い
て
、
こ
の
両
時
代
が
い

わ
ば
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
い

う
考
え
は
い
ま
だ
根
強
い
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認

識
は
必
ず
し
も
事
実
に
即
さ
な

い
先
入
観
に
も
と
づ
く
部
分
も

大
き
く
、
そ
の
再
考
を
促
す
こ

と
も
本
展
の
狙
い
の
一
つ
だ
っ

た
。
以
上
の
よ
う
な
点
を
ふ
ま

え
、
あ
え
て
章
の
別
を
明
示
し

な
い
こ
と
で
、
一
領
具
足
︵
長

宗
我
部
時
代
︶
か
ら
郷
士
︵
山

内
時
代
︶
へ
と
い
う
歴
史
的
変

遷
を
、
一
連
の
流
れ
と
し
て
提

示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
章
を

設
け
な
い
こ
と
で
、
視
覚
的
な

分
か
り
や
す
さ
を
放
棄
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
解
説
パ
ネ

ル
や
会
場
で
配
布
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
の
説

明
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
こ
れ
を
埋
め
よ
う
と

心
掛
け
た
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
最
善
の
方
法

で
あ
っ
た
の
か
は
、
実
際
に
ご
覧
い
た
だ
い
た

方
々
の
評
価
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
。

　
反
響
の
大
き
さ

　

関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
２
月
15
日
に
講
演

会
を
実
施
し
た
。
浦
戸
城
の
紹
介
も
本
展
の
重

要
な
柱
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
担
当
者
の
力

量
不
足
に
よ
り
、
城
郭
の
説
明
で
本
来
必
須
で

あ
る
考
古
学
の
成
果
を
十
分
に
盛
り
込
む
こ
と

が
叶
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
専
門
家
に
委
ね

る
意
味
を
込
め
て
、
土
佐
の
城
郭
に
精
通
し
た

松
田
直
則
氏
︵
高
知
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
所
長
︶
を
講
師
に
招
い
た
。
予
想
を
超
え

る
ペ
ー
ス
で
申
し
込
み
が
あ
り
、
開
催
１
か
月

前
に
早
く
も
定
員
に
達
し
た
こ
と
は
正
直
な
と

こ
ろ
意
外
で
あ
っ
た
。
講
師
の
知
名
度
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
演
題
で
あ
る
「
長
宗
我
部
氏
と

浦
戸
城
」
と
い
う
テ
ー
マ
そ
の
も
の
に
、
そ
れ

ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
お
い
て
も
多
く

の
質
問
・
意
見
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
参
加
者
の

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
た
こ
と
は
、
担
当
者

と
し
て
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
。

　

展
示
を
通
じ
て
様
々
な
意
見
に
接
す
る
な
か

で
、
改
め
て
「
長
宗
我
部
と
山
内
」
「
土
佐
の

郷
士
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
重
さ
を
思
い
知
っ
た
。

展
示
と
し
て
は
ま
も
な
く
終
了
と
な
る
が
、
引

き
続
き
こ
の
テ
ー
マ
と
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。

髙
山
嘉
明

小冊子と会場配布リーフレット。
展示内容をまとめた小冊子は、引き続き
ミュージアムショップで購入可能。

昨
年
12
月
よ
り
開
催
し
て
き
た
企
画
展

「
長
宗
我
部
遺
臣
と
土
佐
の
郷
士
」
が
、

好
評
の
う
ち
４
月
５
日
に
終
了
す
る
。

展
示
の
成
果
な
ど
に
つ
い
て
、
担
当

者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
記
し
た
い
。
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学芸員の視点
三浦 夏樹塩害を防ぐ

鉄
が
塩
の
影
響
で
錆
び
る
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
当
館
の
立
地

条
件
は
か
な
り
厳
し
く
、
台
風
な
ど

南
風
の
強
い
日
に
、
本
館
の
屋
上
か

ら
海
岸
線
を
眺
め
る
と
、空
中
に
舞
っ

て
い
る
塩
を
肉
眼
で
は
っ
き
り
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
鉄
に
付

着
す
る
と
錆
び
て
し
ま
う
が
、
正
確

に
は
塩
が
鉄
を
錆
び
さ
せ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
鉄
に
付
着
し
た
固
形
の

塩
は
、
空
気
中
の
水
分
を
呼
び
寄
せ

溶
け
る
。
そ
の
水
と
空
気
中
の
酸
素

が
鉄
と
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
錆
び

さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た
、
鉄
以

外
に
付
着
し
た
塩
も
、
空
気
中
の
水

分
に
よ
っ
て
溶
け
、
ベ
タ
ベ
タ
し
て

埃
を
集
め
て
し
ま
い
、
そ
の
埃
が
虫

の
発
生
要
因
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
新
館
を
建
て
る
際
、

塩
害
を
防
ぐ
こ
と
は
か
な
り
重
要
な

要
素
だ
っ
た
。
新
館
の
最
初
の
設
計

図
で
は
、
館
の
南
に
駐
車
場
が
あ
る

た
め
、建
物
の
南
に
も
出
入
口
が
あ
っ

た
。
車
で
の
来
館
者
の
た
め
に
は
欲

し
い
出
入
口
だ
が
、
塩
の
流
入
を
考

え
る
と
避
け
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

来
館
者
の
出
入
口
は
北
か
ら
だ
け
と

し
た
。
ま
た
、
出
入
口
に
風
除
室
を

設
け
、
二
重
扉
に
す
る
こ
と
も
必
須

だ
っ
た
。
本
当
は
最
初
の
扉
を
入
っ

手前＝本館・奥＝新館

　
昨
年
秋
の
特
別
展
﹃
維
新
十
傑
﹄
展
で
︑
現
存
す
る
龍
馬
の
佩

刀
五
振
り
す
べ
て
を
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
は
︑
こ
こ

数
年
ず
っ
と
抱
い
て
い
た
構
想
だ
っ
た
が
︑
海
辺
の
博
物
館
で
あ

る
当
館
に
と
っ
て
刀
の
借
用
展
示
は
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
︑

新
館
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
展
示
だ
っ
た
︒

て
直
角
に
曲
が
っ
て
、
あ
る
程
度
距
離
を
置
い

て
次
の
扉
が
あ
る
の
が
理
想
だ
が
、
ス
ペ
ー
ス

の
問
題
か
ら
そ
れ
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。そ

し
て
、
各
展
示
室
を
正
圧
に
保
つ
こ
と
も

必
須
で
あ
る
。
人
の
動
き
に
よ
っ
て
風
が
起
こ

り
、
風
に
乗
っ
て
館
へ
入
っ
て
き
た
塩
は
、
一

階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
や
二
階
ロ
ビ
ー
に
わ
ず
か
な

が
ら
も
漂
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

ロ
ビ
ー
に
は
建
物
か
ら
出
る
ア
ン
モ
ニ
ア
な
ど

も
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
展
示
室
へ
入
れ
な

い
た
め
に
は
展
示
室
を
正
圧
に
保
つ
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
閉
館
時
に
水
蒸
気
を
使
っ
て
何
度

か
試
し
た
が
、
当
館
の
展
示
室
は
正
圧
に
保
た

れ
て
い
る
。
各
展
示
室
の
出
入
口
で
わ
ず
か
な

水
蒸
気
を
発
生
さ
せ
て
、
水
蒸
気
が
ロ
ビ
ー
側

に
流
れ
て
行
け
ば
展
示
室
の
方
が
正
圧
と
い
う

証
明
に
な
る
。
逆
に
展
示
室
の
方
へ
水
蒸
気
が

流
れ
る
よ
う
で
は
負
圧
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
新
館
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の

は
、
空
調
機
に
取
り
付
け
て
い
る
除
塩
フ
ィ
ル

タ
ー
で
あ
る
。
当
館
は
比
較
的
来
館
者
の
多
い

館
で
、
常
に
外
気
を
取
り
込
ま
な
い
と
展
示
室

の
二
酸
化
炭
素
濃
度
が
上
が
る
。
そ
の
外
気
取

り
入
れ
口
に
除
塩
フ
ィ
ル
タ
ー
を
設
置
し
て
い

る
。そ

し
て
、
展
示
ケ
ー
ス
は
、
も
ち
ろ
ん
気
密

性
の
高
い
エ
ア
タ
イ
ト
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
手
を
尽
く
し
て
も
、
新
館
オ
ー

プ
ン
か
ら
し
ば
ら
く
様
子
を
見
な
く
て
は
安
心

で
き
な
か
っ
た
。
本
当
に
塩
の
影

響
は
な
い
か
。
こ
れ
は
運
営
し
な

が
ら
確
認
を
続
け
、
塩
害
は
無
い

と
確
信
で
き
る
ま
で
一
年
以
上
か

か
っ
た
。
確
信
が
持
て
る
ま
で
は
、

刀
身
に
油
を
付
け
た
ま
ま
で
展
示

を
行
い
、
新
館
内
の
あ
ら
ゆ
る
鉄

製
部
分
に
変
化
が
な
い
か
観
察
を

行
っ
て
き
た
。
油
を
付
け
た
ま
ま

の
展
示
は
、
見
た
目
が
悪
く
、
油

が
切
っ
先
に
溜
ま
る
こ
と
も
あ
る

が
、「
水
と
油
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
刀
身
の
表
面
に
油

膜
を
作
っ
て
お
け
ば
、
も
し
塩
が

付
着
し
て
も
空
気
中
の
水
分
が
刀

身
に
付
着
す
る
こ
と
は
な
い
。

長
時
間
か
け
て
館
内
に
塩
害
が

無
い
こ
と
を
確
認
し
、
昨
年
秋
の

特
別
展
で
、
当
館
で
は
初
め
て
油

を
落
と
し
た
刀
の
展
示
を
行
っ
た
。

手
を
尽
く
し
た
つ
も
り
で
も
、
特

別
展
の
間
は
不
安
な
日
々
で
、
展

示
中
は
毎
日
、
変
化
が
な
い
か
を

確
認
し
た
。
幸
い
約
二
个
月
間
何

事
も
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
か
ら

は
少
し
安
心
し
て
刀
を
展
示
で
き

そ
う
だ
。

先
日
、
後
学
の
た
め
に
奈
良
県

の
春
日
大
社
へ
行
っ
て
き
た
。
国

宝
の
「
太
刀　

銘　

安
綱
」︵
通

称
＝
童
子
切
︶
な
ど
を
見
る
た
め

で
あ
る
。
し
か
し
、
刀
を
見
る
、

と
い
う
よ
り
、
展
示
方
法
や
展
示

環
境
の
方
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
。

色
々
勉
強
に
な
っ
た
こ
と
も
多
く
、

今
後
、
当
館
で
刀
を
展
示
す
る
際

に
は
取
り
入
れ
て
み
た
い
こ
と
も

あ
っ
た
。
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今
回
は
「
海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い
」

で
す
。

　

記
念
館
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
な
ら
、

本
館
２
階
の
南
突
端
に
あ
る
太
平
洋
を
一
望

で
き
る
場
所
を
ご
存
じ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

新
館
で
龍
馬
の
歴
史
的
世
界
を
た
っ
ぷ
り
ご

覧
い
た
だ
い
た
後
、
連
絡
通
路
を
渡
り
、
本

館
幕
末
広
場
を
ご
堪
能
い
た
だ
い
た
最
後
に

足
を
向
け
て
い
た
だ
く
場
所
と
し
て
、
海
を

眺
め
な
が
ら
龍
馬
に
因
ん
だ
ア
ー
ト
も
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
空
間
が
存
在
し
ま
す
。
年

２
回
の
企
画
展
示
以
外
の
期
間
は
、
当
館
所

蔵
の
作
品
を
、
常
時
展
示
し
て
い
ま
す
。
観

覧
に
疲
れ
た
ら
も
ち
ろ
ん
ベ
ン
チ
で
暫
し
休

憩
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
出
来
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
展
示
作
品
の
ほ
か
に
も
四
季

折
々
楽
し
め
る
ポ
イ
ン
ト
を
い
く
つ
か
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
ぎ
ゃ
ら
り

い
か
ら
海
に
向
か
っ
て
左
側
（
東
の
ガ
ラ
ス

面
の
コ
ー
ナ
ー
に
近
い
所
）
に
＂
海
の
道 

＂

が
見
え
ま
す
。
春
か
ら
夏
、
海
の
色
が
面
々

と
変
わ
り
輝
く
海
の
中
を
、
車
が
走
っ
て
い

く
光
景
が
幻
想
的
に
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
台
風
シ
ー
ズ
ン
。
台

風
の
時
に
こ
こ
か
ら
見
え
る
波
の
造
形
は
、

ま
る
で
生
き
物
で
す
。
こ
ん
な
間
近
で
風
や

波
の
音
と
共
に
そ
の
姿
を
ス
リ
リ
ン
グ
に

体
感
出
来
る
な
ん
て
、
ち
ょ
っ
と
不
謹
慎

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
必
見
で
す
。
晩
秋
か

ら
冬
の
夕
暮
れ
は
、
澄
み
切
っ
た
空
気
の

中
を
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
夕
日
と
天
空

の
色
彩
に
、
つ
い
時
間
を
忘
れ
て
見
と
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

１
日
と
し
て
同
じ
で
は
な
い
自
然
の
表

情
と
工
夫
さ
れ
た
人
間
の
表
現
を
、
リ
ラ
ッ

ク
ス
し
て
ご
覧
い
た
だ
け
る
「
海
の
見
え

る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い
」
も
ぜ
ひ
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。

中
村 

昌
代

私
の

お
す
す
め

「
海
の
見
え
る
・

　
　
　
ぎ
ゃ
ら
り
い
」

～
自
然
と
ア
ー
ト
を
楽
し
む
空
間
～

No.6

「
何
も
別
ニ
申
上
事
な
し
」（
特
に
何
も
言
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
薩
長
盟
約
締
結
後
の

寺
田
屋
事
件
で
、
龍
馬
と
と
も
に
窮
地
を
脱
し

た
長
府
藩
士
の
三
吉
慎
蔵
に
宛
て
た
手
紙
の
書

き
だ
し
。
文
字
ど
お
り
で
あ
れ
ば
、
こ
の
後
に

何
も
文
章
が
続
か
な
い
は
ず
だ
が
…
、
龍
馬
の

場
合
そ
ん
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
六
月
、
第
二
次
長

州
出
兵
に
伴
い
、
小
倉
口
の
戦
い
に
ユ
ニ
オ

ン
号
（
桜
島
丸
・
乙
丑
丸
）
を
率
い
て
参
戦
し

た
龍
馬
。
長
州
勢
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
一
方
、

ユ
ニ
オ
ン
号
を
萩
藩
へ
引
き
渡
し
た
た
め
、
乗

り
換
え
る
船
も
な
く
亀
山
社
中
の
活
動
が
滞
っ

て
し
ま
っ
た
窮
状
を
慎
蔵
に
訴
え
て
い
る
。

水
夫
ら
に
泣
く
泣
く
暇
を
出
し
て
も
、
大

多
数
は
死
ぬ
ま
で
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
行
く
と

言
う
の
で
、
困
り
な
が
ら
も
長
崎
へ
連
れ
帰
っ

た
こ
と
。
ま
た
、
長
崎
で
は
幕
府
の
役
人
が
お

金
で
誘
っ
て
も
、
頼
も
し
い
ば
か
り
で
出
て
行

く
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
報
せ
た
。
そ
し
て
、

最
後
に
龍
馬
は
、
長
府
藩
が
海
軍
を
創
設
し
た

際
に
、
水
夫
た
ち
を
雇
い
入
れ
て
欲
し
い
と
懇

願
し
て
い
る
。

慎
蔵
を
通
じ
て
木
戸
貫
治
（
孝
允
）
へ

送
っ
た
前
日
付
け
の
手
紙
で
は
、
主
に
薩
摩

藩
や
幕
府
の
情
勢
を
伝
え
て
お
り
、
趣
が
異

な
っ
て
い
る
。
龍
馬
が
慎
蔵
だ
け
に
苦
境
を

語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
強
い
絆
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
手
紙

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

…
と
綺
麗
に
結
び
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
今
回
の
注
目
点
は
「
何
も
別
ニ
申
上

事
な
し
」。
平
穏
で
特
に
何
も
な
い
時
、
人

は
手
紙
を
わ
ざ
わ
ざ
書
く
こ
と
が
少
な
い
。

で
は
、
こ
の
一
文
に
何
か
意
図
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

日
本
郵
便
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、
手
紙
を
書
く
と

き
の
ポ
イ
ン
ト
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
編
）
と
し

て
「
特
に
用
事
は
な
い
の
で
す
が
お
便
り
し

て
み
ま
し
た
」
な
ど
と
書
け
ば
、
相
手
に
余

計
な
気
遣
い
を
さ
せ
ず
に
す
む
と
紹
介
し
て

い
る
。

龍
馬
が
苦
境
を
赤
裸
々
に
語
っ
た
背
景

に
は
、
社
中
の
人
材
処
遇
が
あ
っ
た
。
伊
予

大
洲
藩
へ
水
夫
・
蒸
気
方
を
各
三
人
派
遣
し

た
営
業
実
績
に
つ
い
て
慎
蔵
へ
追
加
で
伝
え

て
お
り
、
長
府
藩
へ
の
売
り
込
み
に
余
念
が

な
い
。「
何
も
別
ニ
申
上
事
な
し
」は
、オ
フ
ィ

シ
ャ
ル
な
話
へ
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
さ
せ
、
自

然
と
慎
蔵
の
関
心
を
惹
く
た
め
に
、
絶
妙
な

枕
詞
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

田
中 

洋
一

（
下
関
市
立
歴
史
博
物
館 

学
芸
員
）

何
も
別
ニ
申
上
事
な
し

（
慶
応
二
年
七
月
二
十
八
日 
三
吉
慎
蔵
宛
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙

06

ぎゃらりい風景海の道
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反
応
は
ど
う
だ
っ
た
か
等
を
直
に
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ど
れ
も「
ラ
イ
ブ
」
な
ら
で
は
の
面
白

さ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

講
演
会
は
歴
史
、
自
然
史
、
美
術
や
文
学
な

ど
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
全
国
各
地
、
も
ち
ろ
ん

高
知
県
内
で
も
多
く
の
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、＂
わ
ざ
わ
ざ
＂「
ラ
イ
ブ
」
感
覚
で
、

気
軽
に
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？︵
た
い
て
い
週
末

に
開
催
さ
れ
る
の
で
、
講
演
会
が
重
な
る
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
ご
注
意
を
！
︶

令
和
2
年
度
も
連
続
講
演
会
シ
リ
ー
ズ
を
開

催
し
ま
す
。
詳
細
は
次
号
に
て
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

「
龍
馬
記
念
館
で
し
か
聞
け
な
い
講
座
」
を
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

月　日 演　題 講　師（敬称略、職名等は講演会時のもの）

１ 6月22日（土） 幕末期の徳川慶喜について
－山内容堂の存在も視野に入れて－ 家近良樹（大阪経済大学特別招聘教授）

２ 8月24日（土） 木戸孝允 「藩」をこえた近代日本
―坂本龍馬ら土佐との関係を交えて－

齊藤紅葉
（三重大学・大阪教育大学非常勤講師、京都大学大学院法学研究科研修員）

３ 10月26日（土） 坂本龍馬と西郷隆盛
－薩長盟約の背景－ 落合弘樹（明治大学文学部教授）

４ 12月14日（土） 勝海舟と龍馬をめぐる幕臣たち 樋口雄彦（国立歴史民俗博物館教授）

５ 2月22日（土） 容堂の言葉
―書状にみる政治観・人生観－ 渡部　淳（高知県立高知城歴史博物館館長）

令
和
元
年
度
は

〝
龍
馬
以
外
〞
の
幕
末
の

重
要
人
物
5
人
に
つ
い
て

新
館
に
最
大
１
２
０
人
収
容
可
能
な
ホ
ー
ル
が

で
き
た
こ
と
を
一つ
の
き
っ
か
け
に
、
平
成
30
年
度

に
年
間
5
回
の
講
演
を
シ
リ
ー
ズ
化
し
た「
連
続

講
演
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
多
く
の
方
に
ご
好

評
を
い
た
だ
き
、
今
年
度
も
引
き
続
き
、
昨
年

同
様
5
人
の
方
の
講
演
会
を
行
い
ま
し
た
。
今
回

の
テ
ー
マ
は「
幕
末
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
」、
幕
末
期
の
重

要
人
物
5
人
を
と
り
あ
げ
、
各
回
1
人
ず
つ
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
、
当
館
が
と
り
あ
げ
た「
幕
末
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
」
は
、
徳
川
慶
喜
、
木
戸
孝
允
、
西
郷
隆

盛
、勝
海
舟
、山
内
容
堂
の
5
人
。「
龍
馬
は
？
」

「
大
久
保
利
通
が
入
って
い
な
い
の
は
お
か
し
い
！
」

「
後
藤
象
二
郎
は
ど
う
し
た
？
」
等
々
、
様
々
な

ご
意
見
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
当
館
で
も
話
し
合
い

を
し
た
と
き
に
は
、
他
の
人
物
名
も
あ
が
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
幕
府
側
か
ら
も
⋮
土
佐
藩
も
⋮

な
ど
を
考
え
た
結
果
、
今
回
の
5
人
に
落
ち
着
き
、

各
人
物
、
ま
た
は
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
研
究
を

す
す
め
て
お
ら
れ
る
研
究
者
の
方
の
講
演
が
実
現

し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。︵
下
記
表
参
照
︶
5
人

の
人
物
は
い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
す
が
、

人
物
や
業
績
紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
末
と
い

う
時
代
の
中
で
の
位
置
づ
け
、
龍
馬
と
の
関
わ
り
、

新
た
な
視
点
か
ら
の
紹
介
な
ど
、
ど
の
講
師
の
方

も
非
常
に
幅
広
い
お
話
を
展
開
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

今
回
の
連
続
講
演
会
に
つ
い
て
は
、
講
演
録
を

作
成
す
る
予
定
で
、
現
在
鋭
意
編
集
作
業
中
で

す
。当
館
に
と
って
初
め
て
の
試
み
と
な
り
ま
す
が
、

聴
講
さ
れ
た
方
に
は
復
習
と
し
て
、
聞
き
逃
し
て

し
ま
っ
た
方
に
は
紙
上
講
演
と
し
て
ご
活
用
い
た

だ
け
ま
す
。
ま
た
、「
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
連
続

講
演
会
って
ど
ん
な
も
の
な
の
か
し
ら
？
」
と
い
う

方
に
は
、「
お
試
し
」
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

博
物
館
で
の

講
演
会
の
楽
し
み
方

今
や
、
書
店
に
行
け
ば
、
様
々
な
分
野
の
書
籍

が一般
向
け
か
ら
専
門
書
ま
で
数
多
く
発
行
さ
れ

て
い
ま
す
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
様
々
な
情

報
を
入
手
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
ん
な
時

代
に
あ
り
な
が
ら
、
博
物
館
で
の
講
演
会
は
、
展

示
資
料
や
企
画
展
に
関
係
す
る
テ
ー
マ
で
開
催
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
活
字
化
さ
れ
た
り
、

ネ
ッ
ト
配
信
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
講
演
会
は
、
独
自
の
視
点
で
の
研
究
成
果
を
、

研
究
者
本
人
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る「
ラ
イ
ブ
」

だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。
疑
問
や
意
見
を

講
師
に
質
問
す
る
機
会
も
あ
り
ま
す
し
、
他
の

参
加
者
の
質
問
や
意
見
を
聞
き
、「
そ
う
い
う
考

え
方
も
あ
る
か
！
」
と
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
聴
講
後
、
展
示
室
に
行
って
、

改
め
て
資
料
を
眺
め
、「
お
お
！
」
と
新
た
な
発

見
を
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
に
よ
り
、
先
生

が
ど
の
部
分
で
ど
ん
な
表
情
を
し
た
か
、
客
席
の

連
続
講
演
会
報
告

2月22日（土）の様子
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令
和
元
年
12
月
21
日
～
令
和
2
年
3
月
20
日

り
ょ
う
ま
さ
ん
。
も
っ
と
生
き
て

ほ
し
か
っ
た
！
私
達
は
あ
な
た
が

お
そ
れ
て
い
た
外
国
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
会

い
に
来
ま
し
た
。
あ
な
た
の
熱
い
生
き
方

が
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
娘
に
つ
た
わ
る
よ

う
に
と
下
調
べ
を
し
て
か
ら
来
た
ん
で
す

よ
。
こ
こ
か
ら
な
が
め
る
美
し
い
海
の
よ

う
に
娘
も
熱
く
美
し
く
生
き
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
12
月
28
日
　
N
・
S
　
47
歳
　
女
性
）

り
ょ
う
ま
さ
ん
へ
。
す
ば
ら
し
い

所
で
産
ま
れ
て
す
ご
い
ね
！
日
本

の
事
を
好
き
で
い
い
ね
。
で
も
33
才
で
亡

く
な
っ
て
悲
し
い
。
も
っ
と
生
き
れ
た
ら

ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
？
私
は
ア
メ
リ
カ

か
ら
来
て
、
こ
こ
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
で

す
。そ
れ
で
は
、い
つ
か
ア
メ
リ
カ
で
会
い

ま
し
ょ
う
。

（
12
月
28
日
　
S
・
S
　
12
歳
　
女
性
）

あ
な
た
が
勇
気
を
持
っ
て
土
佐
を

飛
び
だ
し
、
日
本
を
変
え
る
た
め

に
行
動
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
し
ゃ
し
ま

す
。
あ
な
た
が
い
な
け
れ
ば
今
の
日
本
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
あ
な
た
の
大

ら
か
で
や
さ
し
い
性
格
が
大
好
き
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
世
界
を
上
か
ら
見
守
っ
て
い

て
く
だ
さ
い
。

（
12
月
28
日
　
T
・
Y
　
11
歳
　
男
性
）

私
は
こ
こ
に
ひ
と
り
旅
で
や
っ
て

き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
電
車
に

ゆ
ら
れ
て
7
時
間
か
け
て
龍
馬
に
会
い
た

く
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。「
お
〜
い
龍
馬
」

の
マ
ン
ガ
に
出
会
っ
て
か
ら
、
大
好
き
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
マ
ン
ガ
を
私
に
教
え

て
く
れ
た
の
は
私
の
主
人
で
す
。
龍
馬
の

こ
と
は
私
と
同
じ
く
ら
い
大
好
き
な
の
に

土
佐
に
は
全
く
興
味
が
な
く
、
現
実
に
あ

な
た
が
走
り
ま
わ
っ
た
日
本
の
こ
と
を
知

ら
な
い
で
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ス

ポ
ー
ツ
バ
カ
で
す
。
今
に
な
っ
て
少
し
ず

つ
日
本
を
知
り
た
い
気
持
ち
が
出
て
き
た

の
で
、
今
回
い
っ
し
ょ
に
龍
馬
に
会
い
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
や
っ
と
龍
馬
が
本
当

に
日
本
を
走
り
ま
わ
っ
た
こ
と
を
肌
で
感

じ
た
よ
う
で
、
時
間
を
忘
れ
て
あ
な
た
の

手
紙
を
読
ん
で
い
ま
す
よ
。

（
12
月
28
日
　
T
・
K
　
55
歳
　
女
性
）

思
い
や
り
や
優
し
さ
を
持
ち
な
が

ら
、
強
い
志
を
成
し
と
げ
た
龍
馬

が
大
好
き
で
す
。
自
分
の
生
ま
れ
た
意
味

を
考
え
、動
い
た
龍
馬
。乙
女
姉
の
よ
う
な

サ
ポ
ー
ト
の
で
き
る
母
に
な
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
２
人
の
子
供
が
龍
馬
の
よ
う
な

優
し
い
、
大
き
な
人
に
な
っ
て
く
れ
ま
す

よ
う
に
。（

12
月
29
日
　
T
・
F
　
41
歳
　
女
性
）

私
は
坂
本
龍
馬
殿
に
憧
れ
て
北
辰

一
刀
流
を
習
い
始
め
た
者
で
す
。

江
戸
三
大
道
場
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
技
術

福
島
県
を
皮
切
り
に
全
国
各
地
が
舞
台
と
な

る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
。
高
知
県
で

は
、
香
川
県
か
ら
引
き
継
い
で
4
月
20
・
21
日
の

両
日
で
県
内
を
巡
り
、
愛
媛
県
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
と

な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
県
で
の
リ
レ
ー
の
ス
タ
ー

ト
地
点
は
桂
浜
の
龍
馬
像
、
そ
し
て
、
1
㎞
ち
ょっ

と
と
距
離
は
短
い
が
、
最
初
の
区
間
の
ゴ
ー
ル
は
記

念
館
の
シェ
イ
ク
ハン
ド
龍
馬
像
前
と
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
秋
の
あ
る
日
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
感
想

を
聞
き
た
い
と
の
こ
と
で
取
材
を
受
け
た
が
、
そ

の
際
、「
龍
馬
は
、
出
自
や
立
場
の
違
い
を
越
え
て
、

人
と
人
と
を
つ
な
ぐ
、
そ
し
て
自
ら
も
人
と
つ
な
が

る
達
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
龍
馬
像

は
、
人
の
手
か
ら
手
へ
と
聖
火
を
つ
な
い
で
い
く
リ

レ
ー
の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
相
応
し
い
と
思
い
ま
す
。」

と
述
べ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

ま
た
、
取
材
の
担
当
者
の
方
か
ら
は
、「
龍
馬
の

銅
像
の
建
設
場
所
が
桂
浜
に
な
っ
た
の
は
、
何
故

で
し
ょ
う
か
？
」
と
の
質
問
を
い
た
だ
い
た
の
で
少

し
調
べ
て
み
た
。
桂
浜
の
龍
馬
像
は
昭
和
3
年
に
、

当
時
の
高
知
県
の
青
年
た
ち
の
募
金
活
動
に
よ
って

建
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
活
動
の
中
心
と
な
っ

た
入
交
好
保
さ
ん
が
、
銅
像
の
台
座
の
修
復
が
計

画
さ
れ
て
い
た
頃
に
、
あ
る
座
談
会
で
、「
あ
れ
を

桂
浜
に
建
て
る
こ
と
も
最
初
か
ら
き
め
て
い
ま
し

た
。
ア
メ
リ
カ
の
女
神
に
対
照
し
て
、
太
平
洋
を

遠
望
し
な
が
ら
土
佐
の
名
勝
桂
浜
の
巌
頭
に
建
て

な
く
て
は
な
ら
ん
、
そ
の
土
地
が
誰
の
も
の
で
あ
ろ

う
と
龍
馬
の
た
め
に
譲
って
貰
わ
ね
ば
な
ら
ん
。」と
、

建
設
当
時
の
熱
い
思
い
を
語
ら
れ
た
記
事
に
出
会
っ

た
。桂

浜
の
太
平
洋
を
一
望
で
き
る
場
所
を
選
ん
だ

の
は
、
米
国
の
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
湾
に
立
ち
、
七
つ
の
海

と
七
つ
の
大
陸
に
向
か
って
、
世
界
の
自
由
と
友
好

ここは館長の部屋 髙松　清之

聖
火
を
待
つ
「
龍
馬
像
」

を
祈
って
、
ト
ー
チ
を
高
く
掲
げ
る
「
自
由
の
女

神
像
」
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

平
和
の
祭
典
と
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

開
催
期
間
中
は
戦
争
や
紛
争
を
一
端
休
止
す
る

と
い
う
「
オ
リ
ン
ピッ
ク
休
戦
」
が
あ
る
。
本
県

で
の
聖
火
リ
レ
ー
が
龍
馬
像
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
こ
と
は
、
幕
末
の
動
乱
の
中
で
も
、
で
き
る

だ
け
戦
い
を
避
け
、
平
和
的
な
手
法
で
の
新
し

い
国
づ
く
り
を
め
ざ
し
た
龍
馬
の
姿
に
オ
ー
バ
ー

ラ
ッ
プ
す
る
と
感
じ
る
方
も
少
な
く
な
い
の
で
は

と
思
う
。

な
お
、
文
中
に
引
用
し
た
入
交
さ
ん
の
座
談

会
の
記
事
は
、
昭
和
3
年
に
刊
行
さ
れ
た
高
知

県
連
合
青
年
団
の
「
団
報
『
銅
像
建
設
記
念　

坂
本
龍
馬
先
生
号
』」
の
復
刻
版
と
し
て
昭
和

57
年
12
月
に
発
行
さ
れ
た
「
坂
本
龍
馬
先
生　

銅
像
も
の
が
た
り
」
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。
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は
自
分
に
は
難
し
い
で
す
が
そ
こ
に
楽
し

さ
を
感
じ
、
日
々
稽
古
に
は
げ
ん
で
お
り

ま
す
。
偉
大
な
る
師
範
様
に
少
し
で
も
近

づ
け
る
よ
う
頑
張
り
た
い
で
す
。

（
12
月
31
日
　
A
・
T
　
16
歳
　
女
性
）

高
知
に
産
ま
れ
、
高
知
で
育
ち
ま

し
た
。
そ
の
頃
か
ら
坂
本
龍
馬
は

好
き
で
し
た
が
、
高
知
を
離
れ
て
み
て
改

め
て
坂
本
龍
馬
は
凄
い
人
物
だ
っ
た
ん
だ

と
わ
か
り
ま
し
た
。あ
の
時
、あ
の
場
所
で

暗
殺
さ
れ
ず
生
き
残
っ
て
い
た
ら
ど
う
い

う
世
界
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
わ

ぬ
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
1
月
2
日
　
S
・
K
　
38
歳
　
女
性
）

龍
馬
さ
ん
、
本
日
は
娘
が
す
ご
く

嬉
ん
で
お
り
ま
し
た
。
念
願
の
桂

浜
と
龍
馬
さ
ん
、興
奮
の
あ
ま
り
、現
代
で

云
う
オ
タ
ク
（
ヲ
タ
ク
）
と
い
う
人
間
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
も
熱

心
に
生
き
て
い
な
い
人
に
恋
を
す
る
娘
に

私
共
の
心
中
は
少
し
不
安
で
は
あ
り
ま
す

が
、
ま
ぁ
、
今
は
令
和
で
す
の
で
、
バ
ー

チ
ャ
ル
恋
愛
は
良
い
と
し
ま
す
。ど
う
ぞ
、

娘
に
恋
文
を
送
り
つ
け
て
や
っ
て
下
さ
い
。

（
1
月
2
日
　
Y
・
W
　
47
歳
　
男
性
）

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
年
は
年
男
に
な
り

ま
す
。
気
持
ち
も
新
た
に
前
へ
進
も
う
と

思
い
桂
浜
へ
来
ま
し
た
。
海
は
広
く
気
持

ち
良
く
、
龍
馬
さ
ん
の
思
い
も
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
良
い
と
思
っ
た
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
取
り
入
れ
、
行
動
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
1
月
3
日
　
47
歳
　
男
性
）

高
知
で
育
っ
た
、私
で
す
が
、岡
山

に
嫁
に
行
き
、も
う
10
年
。今
年
10

歳
に
な
る
長
男
は
龍
馬
さ
ん
の
こ
と
が

と
っ
て
も
大
好
き
。今
日
、こ
う
し
て
家
族

で
こ
こ
へ
来
ら
れ
て
、幸
せ
。龍
馬
さ
ん
に

つ
い
て
、い
ろ
い
ろ
と
息
子
に
教
わ
り
、知

り
、あ
ら
た
め
て
、そ
の
行
動
力
、強
さ
、や

さ
し
さ
に
感
動
。息
子
に
も
、龍
馬
さ
ん
の

よ
う
に
、
大
き
な
人
間
に
な
っ
て
も
ら
い

た
い
。こ
れ
か
ら
も
、そ
ん
な
息
子
を
応
援

し
て
い
こ
う
。
青
く
広
い
海
を
見
な
が
ら

そ
う
誓
い
ま
す
。

（
1
月
4
日
　
E
・
K
　
43
歳
　
女
性
）

ぼ
く
は
、
ま
だ
9
才
で
す
が
れ
き

し
が
す
き
で
す
。
ば
く
末
で
一
番

す
き
な
人
物
は
坂
本
龍
馬
さ
ん
で
す
。
大

き
い
ゆ
め
を
持
つ
の
が
か
っ
こ
い
い
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
高
知
駅
や
か
つ
ら
は

ま
の
ぞ
う
を
見
た
ら
、「
す
ご
い
な
〜
」
と

思
い
ま
す
。
ぼ
く
は
こ
こ
の
け
し
き
を
見

る
と
、「
龍
馬
も
こ
ん
な
か
ん
じ
だ
っ
た
の

か
な
〜
」と
思
い
ま
す
。ぼ
く
も
龍
馬
さ
ん

の
よ
う
に
つ
よ
く
な
り
た
い
か
ら
け
ん
道

を
な
ら
い
た
い
で
す
。
け
ん
道
を
し
な
が

ら
も
、
や
さ
し
い
気
持
ち
を
わ
す
れ
ず
に

龍
馬
さ
ん
の
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
で
す
。

（
1
月
4
日
　
K
・
K
　
9
歳
　
男
性
）

大
阪
か
ら
参
り
ま
し
た
。
貴
方
と

同
じ
日
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
嬉
し

く
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
貴
方
の
よ
う

に
世
の
中
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
自
分
な
り
に
世
の
た
め
に
な
る
こ
と

が
少
し
で
も
で
き
る
よ
う
日
々
精
進
し
て

い
き
ま
す
！

（
1
月
13
日
　
K
・
O
　
50
歳
　
男
性
）

あ
な
た
と
出
会
っ
た
の
は
小
学
校

6
年
生
の
本
屋
さ
ん
で
し
た
。
高

知
に
旅
行
へ
い
く
こ
と
に
な
り
、「
高
知
と

言
っ
た
ら
こ
の
人
だ
よ
」
と
教
え
て
も
ら

い
買
っ
た
本
で
あ
な
た
を
知
り
、
そ
の
先

を
見
る
目
、国
を
思
う
気
持
ち
、大
胆
さ
や

行
動
力
が
私
に
は
な
い
も
の
で
格
好
良

か
っ
た
で
す
。
あ
な
た
の
行
動
力
の
お
か

げ
で
私
は
1
人
で
埼
玉
か
ら
高
知
ま
で
旅

行
に
来
れ
ま
し
た
。
大
好
き
で
尊
敬
し
て

い
る
＂
坂
本
龍
馬
＂と
言
う
人
を
教
科
書

だ
け
じ
ゃ
な
く
も
っ
と
沢
山
知
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
私
と
出
会
っ
て
く
れ
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
1
月
21
日
　
R
・
K
　
22
歳
　
女
性
）

龍
馬
さ
ん
が
夢
見
た
平
和
な
世
の

中
に
は
ま
だ
遠
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
争
い
事
の
な
い
世
が
来
る
事
を

私
も
一
緒
に
願
い
た
い
で
す
。

（
1
月
25
日
　
T
・
M
　
45
歳
　
男
性
）

龍
馬
さ
ん
、
そ
し
て
高
知
か
ら
力

を
も
ら
う
為
に
今
回
高
知
に
来
ま

し
た
。
色
々
と
悩
ん
で
い
て
苦
し
い
け
れ

ど
、高
知
に
来
て
、龍
馬
さ
ん
を
感
じ
て
心

が
少
し
落
ち
着
き
ま
し
た
。
龍
馬
さ
ん
の

よ
う
な
強
さ
が
欲
し
い
で
す
。
心
を
貫
き

通
せ
る
強
さ
、
自
分
を
信
じ
る
心
が
今
の

私
に
は
必
要
で
す
。
い
つ
か
高
知
移
住
し

て
こ
の
坂
本
龍
馬
記
念
館
に
毎
週
の
よ
う

に
通
い
た
い
で
す
！
！
ま
た
、来
ま
す
。

（
1
月
30
日
　
T
・
T
　
35
歳
　
女
性
）

久
々
に
龍
馬
に
会
い
に
広
島
よ
り

来
ま
し
た
。
初
め
て
こ
の
地
を
訪

れ
た
の
が
、18
才
の
時
、時
日
は
流
れ
今
年

で
還
暦
を
迎
え
ま
す
。
あ
な
た
の
様
に
生

き
た
い
！
た
だ
た
だ
そ
の
思
い
で
が
ん

ば
っ
て
き
ま
し
た
が
、
自
分
の
生
き
て
き

た
人
生
を
振
り
返
る
と
自
分
の
力
の
な
さ

に
後
悔
す
る
ば
か
り
で
す
。
と
は
言
え
人

生
80
年
ま
だ
残
さ
れ
た
年
月
を
あ
な
た
を

目
指
し
て
し
っ
か
り
歩
ん
で
行
き
ま
す
。

目
指
す
は
龍
馬
の
様
に
生
き
た
い
！
が
ん

ば
り
ま
す
よ
！
！

（
2
月
11
日
　
R
・
T
　
60
歳
　
男
性
）

関
東
か
ら
、
今
回
初
め
て
高
知
に

来
ま
し
た
。＂
坂
本
龍
馬
＂と
い
う

人
物
は
言
わ
ず
も
が
な
存
じ
て
お
り
、
都

内
で
開
か
れ
る
博
物
館
の
企
画
展
示
に
は

よ
く
足
を
運
ん
で
い
ま
し
た
が
、
桂
浜
を

経
て
か
ら
拝
見
す
る
お
手
紙
な
ど
は
、
今

ま
で
と
は
ま
た
一
味
違
っ
た
感
慨
の
深
さ

で
し
た
。
今
回
は
父
と
二
人
で
来
館
し
ま

し
た
が
、
次
は
是
非
友
人
と
来
た
い
と
思

い
ま
す
。
友
人
は
と
て
も
龍
馬
さ
ん
を

慕
っ
て
い
る
の
で
、反
応
が
楽
し
み
で
す
。

い
わ
ゆ
る
＂
新
撰
組
の
ほ
う
が
好
き
＂な

私
が
、
こ
こ
ま
で
感
銘
を
受
け
て
い
る
の

で
！
笑

（
2
月
17
日
　
A
・
M
　
22
歳
　
女
性
）

昨
年
に
続
き
、
再
び
高
知
へ
や
っ

て
来
ま
し
た
。今
回
は
、娘
を
伴
っ

て
父
娘
２
人
旅
で
す
。
桂
浜
の
絶
景
と
貴

殿
の
躍
動
的
な
生
涯
に
触
れ
、
喜
ぶ
娘
の

姿
を
見
、
父
と
し
て
の
幸
福
感
に
満
ち
た

旅
と
な
り
ま
し
た
。

（
2
月
17
日
　
K
・
M
　
57
歳
　
男
性
）

3
歳
頃
よ
り
、龍
馬
さ
ん
に
憧
れ
、

自
分
の
気
持
ち
に
迷
い
や
悩
み
が

あ
る
時
は
、
い
つ
も
桂
浜
に
は
る
ば
る
龍

馬
さ
ん
に
会
い
に
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
、
龍
馬
さ
ん
に
元
気
を
も
ら
い
に
桂

浜
へ
寄
ら
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
で
33
才
龍
馬
さ
ん
の
分
ま
で
力
一
杯

精
一
杯
生
き
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

ず
っ
と
龍
馬
さ
ん
は
心
の
支
え
で
す
。
今

日
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
月
19
日
　
T
・
Y
　
32
歳
）

５
年
程
前
に
こ
ち
ら
に
伺
う
予
定

で
あ
り
ま
し
た
が
、
妻
の
妊
娠
と

重
な
り
予
定
が
白
紙
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
お
陰
様
で
子
は
す
く
す
く
と
大
き

く
な
り
、
妻
に
無
理
を
承
知
で
高
知
行
を

懇
願
し
た
と
こ
ろ
許
し
を
得
ま
し
た
の
で

伺
わ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
貴
方
様
の
生
き

方
、
目
指
す
も
の
は
小
さ
く
ま
と
ま
る
こ

と
な
く
こ
の
桂
浜
か
ら
見
え
る
太
平
洋
の

様
に
広
い
広
い
望
み
、感
服
致
し
ま
す
。自

分
が
少
年
の
頃
か
ら
憧
れ
て
い
た
貴
方
と

気
付
け
ば
年
齢
も
同
じ
く
な
り
ま
し
た
。

ま
だ
貴
方
の
様
に
広
い
人
間
に
は
な
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
貴
方
の
様
な
強
い

心
を
持
っ
た
人
生
を
歩
ん
で
い
き
た
く
存

じ
ま
す
。ま
た
、会
い
に
来
ま
す
。今
度
は

家
族
を
連
れ
て
。

（
2
月
19
日
　
S
・
M
　
34
歳
　
男
性
）

り
ょ
う
馬
さ
ん
へ
。
り
ょ
う
馬
さ

ん
を
私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
好
き

で
し
た
。
お
父
さ
ん
が
好
き
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
れ
き
し
に
つ
い
て
よ
く

教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
高

知
に
来
て
り
ょ
う
馬
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ

と
と
て
も
深
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

夢
の
た
め
に
自
分
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
所

や
自
分
だ
け
で
な
く
日
本
の
こ
と
、
世
界

の
た
め
に
自
分
の
身
を
粉
に
し
て
い
る
所

を
見
習
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
け
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
一
度
り
ょ
う

馬
さ
ん
に
会
っ
て
み
た
か
っ
た
で
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
月
24
日
　
M
・
H
　
11
歳
　
女
性
）

土
佐
と
い
う
地
方
か
ら
日
本
全
体

を
視
野
に
入
れ
、新
た
な
考
え
、発

想
力
で
今
後
の
こ
と
を
計
画
さ
れ
た
の
は

素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。今
の
時
代
、グ

ロ
ー
バ
ル
競
争
に
勝
つ
に
は
ど
の
よ
う
に

す
べ
き
か
、ま
た
、地
震
・
台
風
な
ど
の
自

然
災
害
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
や
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
の
対
策
を
ど
う
計
画
し
て
い
く

べ
き
か
龍
馬
さ
ん
な
ら
色
々
ア
イ
デ
ア
を

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
思
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
い
つ
の
時
代
も
新
た
な
状
況

が
起
こ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
発

想
力
、考
え
る
力
、協
力
で
き
る
仲
間
が
必

要
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

（
2
月
29
日
　
N
・
G
　
56
歳
　
女
性
）
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■ 「幕末の志士人気ベスト10」展
　　　　　　　 開催16回目の投票結果は？
　海の見える・ぎゃらりいでは４月２４日（金）より「幕末の志士人
気ベスト１０」展を開催します。この展覧会は、当館の入館者アン
ケートにある「幕末のお気に入りの人物を教えてください」という項
目の集計結果を、パネル写真で展示するものです。１６回目を迎え
る今回は、平成３１年３月から令和２年２月までの１２ヶ月間の集計
結果となり、併せて“その理由”も展示します。
　平成１９年に開催した企画展「幕末写真館」展で、お気に入りの
写真を投票いただいた事から入館者アンケートに項目が出来まし
た。その後、「その理由はどんなところですか？」という人物を選ん
だ理由項目が追加され、皆さまからもご好評いただく展覧会とな
り、ほぼ毎年開催するようになりました。
　今回の総得票数は4,586票。１位はもちろん不動の“坂本龍馬”
2,312票です。その理由には、「ユーモアのある人柄が、手紙の言
葉選びから良く伝わって来た。人間味溢れている」「よばいたれか
ら成長し、先を見据えた男らしさが好き」「豪快にして繊細、視野
の広さ、自己を消し日本を良くしようと行動したところ」などが挙
げられています。２位は昨年と入れ替わり、313票で“西郷隆盛”
です。ＮＨＫ大河ドラマ“西郷どん”の印象が多く見受けられる理
由には、「郷土の偉人でありながらいつも誠実で周りの人を愛す人
だったから」「時代を切り拓いた役割を果たしたこと」「昨年の大
河“西郷どん”でそれぞれの性格、役割が興味深かった」などとあ
ります。そして３位は西郷隆盛と入れ替わり、300票で“ジョン万次
郎”となりました。理由には「波乱万丈の人生、日本の夜明けに多
大な貢献をしたところ」「英語を学ぶ者として通訳の先がけだから」
「偶然のチャンスを大きな夢につなげたところ」などです。写真を
見ながら様 な々理由を読んでいると、回答者の人物への思いやエピ
ソードが大変興味深く思われ、それぞれの人物像を想像せずには
いられません。ちなみに、今回ランクインされている中には写真のな
い人物もあり、益々想像が膨らむのではないでしょうか。
　入館者の皆さまの投票が直接ランキングに反映される「幕末の
志士人気ベスト１０」展、皆さまのお気に入りの人物をぜひ見にいら
してください。
　尚、本館地下２階には「幕末写真館」として、幕末の人物約１３０
名のパネル写真を、また違った趣で展示してありますのでこちらもご
観覧ください。
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入　館　状　況
2020年3月20日現在

（1991年11月15日開館以来 28年126日）
◆総入館者数 4,298,648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 361,888人

編集後記

ご承知のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大が世界中を震撼させています。「こんな
時代に龍馬がいれば…」というのはよく聞く話ですが、このような形で混乱の時代を迎える
など思いも寄らないことでした。早期の収束を願いつつ、いまだ先の見えない状況で編集を
終えたところです。令和２年度第一弾として、幕末という混乱の時代を動かした船を扱う企
画展も控えています。「天空海闊」の新年度といきたいところです。（た）



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

私
は
文
化
財
修
理
技
術
者
と

し
て
、
長
年
、
国
宝
重
要
文
化
財

を
は
じ
め
と
す
る
文
化
財
の
修

理
を
行
っ
て
き
た
。

坂
本
龍
馬
の
手
紙
と
掛
け
軸

平
成
27
年
、
29
年
と
続
け
て
坂
本
龍

馬
直
筆
の
書
簡
を
修
理
す
る
機
会
を
得

た
。
坂
本
龍
馬
記
念
館
前
田
由
紀
枝
学

芸
課
長
に
は
、
何
度
か
工
房
の
あ
る
京

都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理
所
に

修
理
監
督
の
た
め
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い

た
。
書
簡
本
紙（
ほ
ん
し
＝
表
装
の
修
理

を
行
う
者
は
絵
や
書
を
こ
う
呼
ぶ
）
の
修

理
方
針
や
、表
装
（
本
紙
の
周
囲
に
取
り

付
け
ら
れ
た
裂
・
軸
な
ど
）
の
裂き

れ

地じ

や
軸

先
を
決
め
て
い
た
だ
い
た
。

1
5
0
年
前
の
手
紙
と
は
い
え
同
じ

日
本
語
な
の
に
、
私
が
断
片
的
に
し
か
読

め
な
い
こ
と
に
い
ら
立
っ
て
い
る
と
、
す
か

さ
ず
前
田
先
生
が
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
場

面
が
多
々
あ
っ
た
。
坂
本
龍
馬
の
手
紙
は

数
多
く
あ
り
、
活
字
に
な
っ
て
い
る
と
聞

い
た
の
で
、
修
理
に
少
し
で
も
役
立
つ
か

と
思
い
、
本
＊
を
読
ん
で
み
た
。
坂
本
龍

馬
の
生
き
て
い
た
時
代
や
龍
馬
自
身
の
人

柄
が
伝
わ
って
く
る
。ほ
の
ぼ
の
と
し
た
印

象
の
手
紙
の
訳
文
を
読
ん
で
い
る
そ
ん
な

時
、ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
坂

本
龍
馬
に
関
わ
る
も
の
で
こ
れ
が
初
め
て

の
修
理
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
。

半
世
紀
近
く
前
の
こ
と
だ
。
昭
和
54

年
、私
が
文
化
財
修
理
と
い
う
仕
事
に
携

わ
って
間
も
な
い
こ
ろ
、ま
だ
20
代
の
修
理

に
取
り
付
け
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
。）

で
あ
り
通
常
の
修
理
対
象
と
同
じ
く
周

囲
の
装
飾
紙
は
劣
化
が
進
行
し
て
お
り

折
れ
た
り
し
て
い
る
個
所
も
多
く
み
ら
れ

た
。
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
朽
ち
て
い
く
。

展
示
で
き
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

掛
軸
は
最
低
で
も
２
枚
か
ら
３
枚
の
裏

打
ち
紙
に
よって
支
え
ら
れ
て
い
る
。小
麦

で
ん
ぷ
ん
糊
は
水
で
膨
潤
さ
せ
る
こ
と
で

は
が
す
こ
と
が
で
き
る
。
掛
軸
全
体
を
本

紙
と
し
て
取
り
扱
う
。裏
側
か
ら
掛
軸
両

端
に
走
る
亀
裂
や
欠
損
な
ど
損
傷
の
著
し

い
箇
所
を
、部
分
的
に
裏
打
ち
紙
を
剥
が

し
、
新
し
い
紙
に
取
り
換
え
補
強
す
る
。

地
道
に
掛
軸
全
体
に
こ
の
作
業
を
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
り
、
龍
馬
の
血
痕
跡
が
残

る
掛
軸
は
次
の
修
理
ま
で
の
期
間
皆
さ
ん

に
ご
覧
い
た
だ
け
る
状
態
を
保
つ
こ
と
が

で
き
た
。

背
景
に
あ
る
歴
史
を
謙
虚
な
姿
勢
で

半
世
紀
前
に
補
佐
と
し
て
関
わ
っ
た
修

理
の
仕
事
と
は
い
え
、
い
ま
だ
に
記
憶
に

新
し
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
確
か
に
作
品

の
歴
史
的
な
存
在
感
と
い
う
の
か
、
事
実

を
こ
の
掛
軸
一幅
が
具
現
化
し
て
い
る
。今

で
こ
そ
冷
静
に
淡
々
と
し
た
言
葉
を
並
べ

ら
れ
る
の
だ
が
、

当
時
は
こ
れ
が
龍

馬
惨
殺
を
見
届

け
て
い
た
掛
軸
な

ん
だ
と
思
う
と

興
奮
し
た
記
憶

が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
こ
の
掛
軸

を
見
た
人
で
歴

史
を
知
っ
て
い
る
方
な
ら
同
じ
よ
う
に
感

じ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
が
そ
の
時
は
は
っ
き
り
と
理
解
で
き

な
か
っ
た
け
れ
ど
、今
理
解
で
き
て
い
る
こ

と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
修

理
技
術
者
は
貴
重
な
文
化
財
そ
の
も
の

を
未
来
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
修
理
を
し

て
い
る
と
同
時
に
、
背
景
に
あ
る
歴
史
そ

の
も
の
を
修
理
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
文
化
財
に
直
接
手
を
下
し
、修
理

を
行
う
も
の
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
作
品

に
対
し
て
冷
静
で
ス
ト
イ
ッ
ク
で
謙
虚
な

姿
勢
で
臨
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
の
う
え
で
手
を
加
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
ま
ず
文
化
財
を
含
め
た
歴
史
に
対
し

謙
虚
で
あ
る
べ
き
で
、
文
化
財
そ
の
も
の

に
は
、
現
代
の
余
計
な
情
報
を
付
け
加
え

て
は
い
け
な
い
。
こ
の
基
本
を
こ
の
時
の
修

理
が
教
え
て
く
れ
て
い
た
と
思
う
。
将
来

こ
の
掛
軸
を
鑑
賞
す
る
人
々
に
掛
軸
を
通

し
て
私
た
ち
と
同
じ
く
歴
史
の
事
実
を

受
け
取
って
も
ら
え
る
よ
う
な
修
理
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
私
た
ち

は
歴
史
を
修
理
し
て
い
る
の
だ
。と
い
う
こ

と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
修
理
が
こ
の
掛

軸
で
あ
っ
た
。

「
修
理
」
と
「
修
復
」
と
い
う
言
葉

遊
び
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
歴
史
を

復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
不
可
能
な

こ
と
で
あ
る
。
修
理
で
よ
い
と
思
う
。「
修

理
」
と
い
う
言
葉
が
私
た
ち
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
。
文
化
財
の
本
質
を
と
ら
え
、

少
し
で
も
長
く
保
存
・
展
示
で
き
る
よ
う

に
心
が
け
、意
図
的
な
技
術
は
最
小
限
に

留
め
、
過
度
な
加
飾
は
控
え
、
そ
の
う
え

で
次
の
修
理
の
邪
魔
を
し
な
い
処
置
が
で

き
れ
ば
良
い
と
思
う
。

龍馬史料を修理して
～龍馬書簡と血染めの掛け軸

技
術
者
と
し
て
か
け
だ
し
の
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
坂
本
龍
馬

資
料
一括
の
修
理
を
先
輩
技
術
者
の
補
佐

と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
、
誰
も
が
ご
存
じ
で
あ
る
京

都
の
近
江
屋
で
坂
本
龍
馬
が
惨
殺
さ
れ

た
部
屋
に
か
け
ら
れ
て
い
た
掛
軸
、
板
倉

槐か
い

堂ど
う

筆
「
梅
椿
図
」
が
あ
っ
た
。
龍
馬

の
血
が
飛
び
散
り
今
も
血
痕
の
残
る
掛

軸
で
あ
る
。
通
常
の
掛
軸
の
修
理
は
本
紙

を
表
装
部
分
か
ら
取
り
外
し
、
修
理
を

施
し
、
表
装
部
分
は
取
り
替
え
て
新
調

す
る
。
そ
し
て
次
の
修
理
ま
で
の
お
よ
そ

1
0
0
年
～
1
5
0
年
の
期
間
、
保
全

と
展
示
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、一般
的
な
修
理
の
セ
オ
リ
ー
で
あ
る
。

し
か
し
血
痕
は
表
層
部
分
に
あ
り
表

装
を
取
り
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
の

掛
軸
の
文
化
財
た
る
所
以
は
飛
び
散
って

掛
軸
に
付
着
し
た
血
痕
に
こ
そ
あ
る
。
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
本
紙
よ
り
も
掛
軸
全

体
を
保
全
し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
。
掛
軸
全
体
が
修
理
の
対
象
で

あ
り
、
掛
け
軸
全
体
が
文
化
財
で
あ
る
。

掛
軸
そ
の
も
の
は
簡
素
な
紙
表
具（
掛

軸
の
表
装
部
分
は
通
常
裂
地
が
多
く
、茶

室
に
か
け
る
掛
軸
や
、
簡
素
に
仕
立
て
る

場
合
装
飾
紙
な
ど
の
紙
を
本
紙
の
周
囲

国宝修理装
そう

潢
こう

師
し

連盟 名誉会員
鈴木　裕

私
の
テ
ー
マ

＊『坂本龍馬書簡集・現代語訳付き』高知県立坂本龍馬記念館

血痕の残る掛軸（複製）
＝真物は京都国立博物館所蔵
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最
後
の
勤
務
校
で
は
、「
中
学
生
版
・

坂
本
龍
馬
検
定
」を
全
校
で
実
施
し
ま

し
た
。ま
た
、龍
馬
の
授
業
を
小
中
学
生

向
け
に
飛
び
込
み
で
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。真
面
目
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
に
は
、

２
０
１
０
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
龍
馬
伝
」を

楽
し
く
見
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。そ
う
い
え
ば
、こ
の
年
に
は
10

回
く
ら
い
ミ
ニ
講
演
会
の
講
師
と
し
て
、い

ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
龍
馬
の
お
話
を
す
る
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―
―
―
子
ど
も
た
ち
に
龍
馬
を
教
え
る
時
、

ど
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
か
？

龍
馬
の
業
績
を
詳
し
く
教
え
過
ぎ
な

い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
龍
馬
が

好
き
に
なって
、
身
近
な
図
書
を
開
い
た

ら
自
力
で
簡
単
に
理
解
で
き
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
、
全
国
に
あ
る
龍
馬
像
の
紹

介
に
時
間
を
割
い
て
い
ま
す
。
北
海
道
か

ら
鹿
児
島
ま
で
ス
ラ
イ
ド
を
使
って
見
て

も
ら
い
ま
す
。
龍
馬
が
足
を
運
ん
で
い
な

い
所
に
ま
で
龍
馬
の
銅
像
が
で
き
て
い
る
。

な
ぜ
だ
ろ
う
…
と
。

こ
の
銅
像
で
す
が
、
二
宮
尊
徳
を
別
格

に
す
る
と
、
歴
史
上
の
人
物
の
中
で
は
龍

馬
が一番
多
い
ん
で
す
ね
。
昭
和
期
は一番

多
い
の
は
板
垣
退
助
で
し
た
。（
板
垣
が

5
体
で
龍
馬
が
4
体
で
し
た
。）
平
成
に

なって
か
ら
、
急
激
に
龍
馬
像
が
増
え
て

き
た
。
新
た
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
…
と
い

う
ね
ら
い
が
あ
った
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

そ
れ
に
し
て
も
、な
ぜ
、龍
馬
な
の
か
…
と

子
ど
も
た
ち
に
問
い
か
け
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
自
然
と
答
え
が

出
て
き
ま
す
。「
他
の
人
が
で
き
な
い
こ
と

を
し
た
か
ら
」「
ま
わ
り
の
人
に
好
か
れ
て

い
る
か
ら
」「
人
気
が
あ
る
か
ら
」「
新
し

い
日
本
を
つ
くった
か
ら
」
等
々
。
ど
れ
も

正
し
い
訳
で
す
。「
よ
く
考
え
た
ね
」
と

誉
め
て
あ
げ
ま
す
。
こ
の
時
、
子
ど
も
た

ち
は
龍
馬
の
入
り
口
か
ら
、
す
で
に
2
～

3
歩
入って
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
、

そ
こ
に
銅
像
が
で
き
た
か
を
話
し
て
あ
げ

る
こ
と
で
龍
馬
の
世
界
が
広
がって
い
き
ま

す
。視

覚
で
訴
え
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を

―
―
―
館
と
し
て
も
、様
々
な
形
で
龍
馬
の

出
前
授
業
を
し
て
い
ま
す
が
、子
ど
も
た
ち

向
け
の
授
業
の
時
に
、ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い

ま
す
か
？

先
程
来
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
で
す

が
、歴
史
に
関
心
の
な
い
子
ど
も
た
ち
も

い
る
の
で
、社
会
科
の
話
に
深
入
り
し
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。龍
馬
の
業
績
に
つい

て
簡
単
に
触
れ
た
う
え
で
、銅
像
・写
真
・

手
紙
の
紹
介
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。写

真
も
、当
時
の
人
と
し
て
は
驚
く
ほ
ど
の

枚
数
が
残
っ
て
い
る
こ
と
や
未
だ
に
新
発

見
が
続
く
手
紙
の
こ
と
な
ど
を
話
す
と

子
ど
も
た
ち
は
身
を
乗
り
出
し
て
き
ま

す
ね
。

そ
れ
と
、で
き
る
だ
け
視
覚
に
訴
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。難
し
い
話
だ
な
、

と
思
わ
れ
る
と
頭
に
入
ら
な
く
な
る
の

で
写
真
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
銅
像
を
教
室
へ

持
ち
込
ん
で
い
ま
す
。実
物
が
一
番
で
す

が
、実
物
に
最
も
近
い
雰
囲
気
の
あ
る
も

の
で
、龍
馬
と
そ
の
時
代
を
感
じ
取
っ
て

ほ
し
い
と
願
って
い
ま
す
。

―
―
―
子
ど
も
た
ち
へ
龍
馬
を
伝
え
る
際
の

視
点
と
し
て
、大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
…
？

ス
ー
パ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
龍
馬
に
せ
ず

に
、高
知
の
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
お

兄
さ
ん
の
雰
囲
気
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よって
龍
馬
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
ね
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、子
ど
も
た
ち
に
「
一
生
懸
命

に
頑
張
れ
ば
自
分
も
で
き
る
ん
だ･･･

」と
いっ
た

プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。ま
た
、龍
馬
愚
童
伝
説
も
強
調
せ
ず

に
、龍
馬
は
子
ど
も
の
時
は
目
立
た
な
い
、ご
く
普

通
の
少
年
だ
っ
た
と
い
う
程
度
に
留
め
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

―
―
―
「
小
中
学
生
の
坂
本
龍
馬
物
語
」に
つ
い
て
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

高
知
で
暮
ら
し
て
い
る
の
に
、子
ど
も
た
ち
は
龍

馬
の
こ
と
を
意
外
と
知
ら
な
い
。こ
の
ま
ま
で
は
い

か
ん･･･

と
。そ
こ
で
、歴
史
を
学
習
し
て
い
な
い

小
学
5
年
生
で
も
わ
か
る
内
容
に
し
よ
う
と
い
う

方
針
を
確
認
し
合
っ
て
、絵
本
の
雰
囲
気
の
物
語

編
を
前
半
に
つ
く
り
ま
し
た
。後
半
は
、大
人
で
も

楽
し
め
る
資
料
編
と
し
ま
し
た
。表
か
ら
も
裏
か

ら
も
楽
し
め
る
本
、珍
し
い
資
料
も
満
載
と
い
う

こ
と
で
好
評
で
し
た
。現
在
は
、改
版（
第
9
刷
）

さ
れ
て
い
ま
す
が
、少
し
間
違
い
が
あ
る
の
が
残
念

で
す
。

間
違
い
と
い
え
ば
、最
初
の
完
成
版
に
大
き
な

間
違
い
が
あ
っ
て
真
っ
青
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て

い
ま
す
。何
と
、桂
浜
の
龍
馬
像
の
写
真
が
裏
焼

き
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。校
正
は
何
度
も
し
た
の
で

す
が
、真
っ
黒
に
な
っ
た
コ
ピ
ー
で
文
字
ば
か
り
を
追

い
か
け
て
い
た
の
で
写
真
の
間
違
い
に
は
気
づ
き
ま

せ
ん
で
し
た
。印
刷
屋
さ
ん
の
素
早
い
対
応
で
完
璧

に
修
正
さ
れ
ま
し
た
。記
念
と
し
て
、希
少
な
間
違

い
本
を
わ
が
家
の
家
宝（
？
）と
し
て
い
ま
す
。（
実

は
、世
間
に
出
回
っ
た
間
違
い
本
は
２
冊
あ
って
、も

う
１
冊
は
ち
ょ
う
ど
お
招
き
し
て
い
た
大
学
の
先

生
に
お
土
産
に
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。）

―
―
―
教
科
書
の「
龍
馬
記
述
」に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
騒

が
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
…
。

平
成
元
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
小
学
校

の
学
習
指
導
要
領
社
会
科
で
は
、人
物

中
心
の
歴
史
学
習
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し

た
。そ
し
て
、42
人
の
歴
史
上
の
人
物
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、「
例
え
ば
、次
に
掲
げ

る
人
物
を
取
り
上
げ
、人
物
の
働
き
を

通
し
て
学
習
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る

こ
と
。」と
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
、な

ぜ
か
坂
本
龍
馬
の
名
前
が
入
って
い
ま
せ

ん
で
し
た
。そ
の
後
も
学
習
指
導
要
領

は
何
度
か
改
訂
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
42

人
の
表
記
は
平
成
元
年
以
来
変
わ
って
い

ま
せ
ん
。ま
た
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、中

学
校
以
降
の
歴
史
学
習
に
も
影
響
を
与

え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の「
龍
馬
が
教
科
書
か
ら
消
え

る
か
も
し
れ
な
い･･･

論
議
」は
、ま
さ

に
平
成
元
年
度
版
の
学
習
指
導
要
領
と

そ
の
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。42
人
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、も

う
少
し
人
数
を
増
や
し
て
も
歴
史
学
習

に
差
し
支
え
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。そ
れ
に
、42
人
の
中
に
は
龍
馬

と
同
じ
時
代
を
生
き
た「
勝
海
舟
、西

郷
隆
盛
、大
久
保
利
通
、木
戸
孝
允
、板

垣
退
助
、伊
藤
博
文
、陸
奥
宗
光
」と
7

人
も
の
人
々
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
し
て･･･

。今
後
の
動
き
に
注
目
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

龍
馬
が
残
し
た
も
の
を
現
代
へ

―
―
―
学
校
だ
け
で
は
な
く
、成
人
向
け
の

「
龍
馬
講
座
」で
も
ご
活
躍
の
よ
う
で
す
が
…
。

公
民
館
等
か
ら
声
が
か
か
れ
ば･･･

く
ら
い
の
こ
と
で
す
が
、次
回
の
6
回

コ
ー
ス
の
プ
ラ
ン
を
以
下
の
よ
う
に
練
って

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

①
龍
馬
と
銅
像
、②
龍
馬
と
写
真
、③
龍

宮
　
英
司
（
み
や
・
え
い
じ
）

高
知
市
生
ま
れ
。

高
知
大
学
大
学
院
修
士
課
程 

修
了
。

高
知
県
の
中
学
校
で
社
会
科
教
師
と
し
て

教
壇
に
立
つ
。14
年（
潮
江
中
・
旭
中
）

高
知
市
教
育
委
員
会
に
勤
務
。15
年（
教

育
研
究
所
・
学
校
教
育
課
・
学
事
課
）

高
知
県
の
中
学
校
で
校
長
と
し
て
勤
務
。

8
年（
横
浜
中
・
青
柳
中
・
伊
野
南
中
）

現
在　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・

現
代
龍
馬
学
会 

会
長

高
知
市
立
寺
田
寅
彦
記
念
館
友
の
会
副
会
長

高
知
大
学
教
育
学
部 

非
常
勤
講
師

認
定
こ
ど
も
園 

一
宮
幼
稚
園 

園
長

日
本
教
育
新
聞
社 

四
国
版 

編
集
委
員

著
書

「
小
中
学
生
の
た
め
の
坂
本
龍
馬
物
語
」

　

高
知
市
教
育
委
員
会　

発
行（
共
著
）

「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
放
送
教
育
」

　

日
本
放
送
教
育
協
会　

発
行（
共
著
）

「
寺
田
寅
彦
銅
像
物
語
」

　

寺
田
寅
彦
記
念
館
友
の
会　

発
行

馬
と
手
紙
、④
龍
馬
と
女
性
た
ち
、⑤
一

度
だ
け
の
帰
郷
、⑥
龍
馬
暗
殺
犯
に
迫
る

タ
イ
ト
ル
と
し
て
は「
坂
本
龍
馬
講
座

～
お
孫
さ
ん
や
子
ど
も
さ
ん
への
教
え
方

～
」と
し
て
い
ま
す
。龍
馬
の
教
え
方
に
つ

い
て
は（
小
中
学
生
に
教
え
る
に
際
し
て

は
）少
し
自
信
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を
参

加
者
に
お
伝
え
す
る
こ
と
で
、家
族
の
団

欒
の
場
で
活
用
し
て
い
た
だ
け
た
ら･･･

と
夢
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
―
現
代
龍
馬
学
会
の
皆
様
へ一言
お
願
い

し
ま
す
。

会
長
に
な
っ
て
改
め
て
考
え
て
い
ま

す
。現
代
龍
馬
学
会
は
ど
こ
へ
向
か
う
の

か
…
と
。結
構
、難
し
い
課
題
で
し
た
。で

も
、次
第
に
難
し
く
考
え
過
ぎ
な
い
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、龍
馬
記
念
館

の
「
企
画
展
」や「
幕
末
写
真
館
」に
学

び
つつ
、わ
か
ら
な
い
こ
と
は
学
芸
員
さ
ん

へ
質
問
し
、館
主
催
の「
連
続
講
演
会
」

で
刺
激
を
受
け
、勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

会
員
の
み
な
さ
ん
に
は「
龍
馬
の
ひ
ろ

ば
」で
い
ろ
ん
な
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
っ

て
会
が
活
性
化
し
て
い
く
と
思
う
か
ら

で
す
。ま
た
、隔
月
で
実
施
し
て
い
る
例

会
へ
の
ご
参
加
を
呼
び
掛
け
た
い
と
思
い

ま
す
。２
０
１
９
年
は
、会
の
重
鎮
で
あ

る
渋
谷
雅
之
先
生
の「
い
ろ
は
丸
始
末
」

が
５
回
開
催
さ
れ
、こ
れ
ま
で
の
通
説
を

覆
す
切
込
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
、圧
倒

さ
れ
ま
し
た
。（
例
会
は
、原
則
と
し
て

偶
数
月
の
第
３
土
曜
日
の
午
後
２
時
半

か
ら
、新
館
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。詳
細
は
事
務
局
へ
そ
の
都
度
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。）

こ
れ
か
ら
も「
龍
馬
が
残
し
た
も
の

はじめに
　今回は、宮英司会長へのインタビューです。長らく中学校にお勤めだったと聞いています。2017年に現代龍馬学

会の会長に就任され、この春から4年目となります。龍馬が教科書にどのように取りあげられてきたか ･･･ 等の研究を続
けてこられました。また、子どもたち向けの「龍馬授業」についても実績十分だとお伺いしています。現在の本務は一宮
幼稚園長さんですが、幼稚園の玄関を入ったロビーには園児向けの「龍馬コーナー」を設置
されていて、園内では「一宮幼稚園版・坂本龍馬検定」を実施されているとのことです。
　なお、2020年度には、全国中学校社会科教育研究大会高知大会が開催されるとのことです
が、この大会では、坂本龍馬記念館の三浦夏樹チーフ（学芸担当）が記念講演をし、宮会長
は歴史的分野の助言者をされると伺いました。授業は「坂本龍馬」と「自由民権運動」だと
お聞きしています。� （聞き手：事務局�宮﨑＆手島）

龍
馬
を
教
え
る
き
っ
か
け

―
―
―
中
学
校
で
、龍
馬
の
特
設
授
業
を
積

み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、龍
馬
を

教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

中
学
校
で
社
会
科
を
教
え
て
い
ま
し

た
が
、高
知
の
子
ど
も
た
ち
に
「
も
っ
と
、

龍
馬
の
こ
と
を
詳
し
く
教
え
た
い
」と
い

う
気
持
ち
が
少
し
ず
つ
強
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。そ
れ
は
、自
分
自
身
が
小
さ
い

と
き
に
読
ん
だ
「
坂
本
龍
馬
」の
本
に

影
響
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新
し
い
歴
史
を
切
り
拓
い
て
き
た
龍
馬

に
つ
い
て
、教
科
書
だ
け
で
は
十
分
に
教

え
ら
れ
な
い
。こ
こ
は
高
知
だ
か
ら
、郷

土
の
先
人
に
つい
て
も
っ
と
教
え
て
や
る
べ

き
で
は
な
い
か･･･

。い
つ
も
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
ま
し
た
。

高
知
市
教
育
委
員
会
に
勤
務
し
て
い

た
時
に
、当
時
の
市
長
さ
ん
が「
龍
馬
都

市
宣
言
」を
さ
れ
て
、各
部
局
が
そ
れ
ぞ

れ
に
龍
馬
に
関
す
る
施
策
を
練
り
上
げ

る
こ
と
に
な
り
、副
読
本「
小
中
学
生
の

た
め
の
坂
本
龍
馬
物
語
」を
作
成
・
配

布
し
ま
し
た
。著
名
な
龍
馬
研
究
家
の

ご
意
見
を
直
接
い
た
だ
く
機
会
も
あ
り
、

大
い
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
現
在
も
、龍
馬
記
念
館
等
で
実
費
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。）

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

会会長長
インタビューインタビュー

一宮幼稚園・坂本龍馬コーナー

を
現
代
に
活
か
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
…
。」に
つ
い
て
、と
も
に
意
見

交
換
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

史
実
と
小
説
の
隙
間
を
埋
め
て
い
き
な

が
ら
、
お
互
い
に
楽
し
み
つつ
集
い
あ
って

い
き
ま
し
ょ
う
。さ
ら
に
、子
ど
も
た
ち

に
龍
馬
の
生
き
方
を
正
し
く
伝
え
て
い

く
こ
と
に
も
力
を
注
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
、本
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
龍
馬
」と

「
現
代
」そ
し
て
「
子
ど
も
た
ち
」と

考
え
て
い
こ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。



飛　騰　No.113・4

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

当会では偶数月に会員様
にご研究を発表していただ
き、皆様と気軽に勉強をす

る月例会を行っております。会員
の皆様の中にも日頃のご研究の成
果をお持ちの方がたくさんおられ
るのではないでしょうか？その成
果を月例会にて是非発表いただき
お聞かせ願いたいと思います。全

然堅苦しいものではありません。
渋谷雅之副会長のお言葉をお借りしますと「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、ワイワイガ
ヤガヤ楽しく勉強をしよう」というものです。

また、会場である坂本龍馬記念館になかなか来るこ
とのできない会員様には、会報の「私のテーマ」など
で発表いただけます。「話してみるかよ」「コラム・

龍馬のこと」へは皆様
の身の回りのお話や龍
馬への思いなど、ほっ
こりするお話もお待ち
しております。皆さま
お気軽に事務局までお
寄せください。

月例会発表者・会報執筆者

今も墨田区で売られている「幾代餅」。
吉良邸跡横の「両国 縁処」で。

第12回
高知県立坂本龍馬記念館 現代龍馬学会 研究発表会

テーマ	 「龍馬の思想と行動」
日　時	 2020年5月23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	 100名（参加無料・要申込）

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

「石尾芳久氏の『海南政典』研究とM.ウェーバーの『官僚制論』」
11：10～	 山本 修	氏（株式会社便利堂　コロタイプ研究所所長）

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

【特別講演】
13：30~	大石 学	氏（日本芸術文化振興会	監事）

「坂本龍馬の現代的意義」

【研究発表】
15：10～	 坂本 世津夫	氏（国立大学法人愛媛大学	社会連携推進機構教授「地域連携コーディネーター」）

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

「『新葉和歌集』を手がかりに龍馬の思想と歌心を考える」

参加ご希望の方は現代龍馬学会事務局までお申込みください｡
【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

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
四
十
一
）
ー

物
語
の
歴
史
性

宮 

川　

禎 

一

む
か
し
、
東
京
上
野
の
鈴
本
演
芸

場
で
聴
い
た
落
語
「
幾
代
餅
」
の
こ
と
。

若
く
て
働
き
者
の
搗
米
屋
の
職
人

清
蔵
が
錦
絵
に
描
か
れ
た
美
人
の
花

魁
、
幾
代
太
夫
に
一
目
惚
れ
し
て
恋

患
い
。
親
方
は
辛
抱
し
て
一
年
働
い

て
給
金
を
貯
め
た
ら
吉
原
に
つ
れ
て

い
っ
て
や
る
な
ど
と
そ
の
場
し
の
ぎ

を
言
う
も
の
だ
か
ら
、
清
蔵
は
懸
命

に
働
い
て
、
一
年
後
、
貯
め
た
十
五

両
も
の
大
金
を
持
っ
て
吉
原
に
行
き
、

な
ん
と
か
幾
代
太
夫
に
会
っ
て
・
・
・

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
結
ば
れ
て
、
夫
婦

で
始
め
た
餅
屋
が
大
繁
盛
で
め
で
た

い
か
ぎ
り
と
い
う
噺
だ
。
氏
素
性
や

社
会
的
立
場
を
超
え
た
純
愛
の
物
語

だ
。
作
り
話
の
中
で
だ
け
存
在
す
る

ピ
ュ
ア
な
恋
愛
だ
か
ら
こ
そ
聴
衆
に

支
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
っ
て
い

た
。と

こ
ろ
が
最
近
、
江
戸
時
代
の
旅

日
記
の
解
説
文
を
読
ん
で
い
た
ら
文

化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
の
江
戸
両

国
に
「
幾
代
餅
」
を
売
る
店
が
実
在

し
て
い
た
の
で
驚
い
た
（
金
森
敦
子

『
き
よ
の
さ
ん
と
歩
く
江
戸
六
百
里
』

二
〇
〇
六
年
）。
落
語
は
ま
さ
か
の
実

話
だ
っ
た
の
だ
。
幾
代
太
夫
が
は
じ

め
た
餅
屋
は
元
禄
時
代
と
さ
れ
る
の

で
百
年
を
超
え
て
幾
代
餅
が
売
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

歴
史
は
ど
ん
な
に
冷
静
に
記
述
し

よ
う
と
も
「
物
語
性
」
を
帯
び
て
い
る
。

事
実
だ
け
を
淡
々
と
書
く
こ
と
は
難

し
い
。
ひ
ら
き
な
お
っ
て
物
語
風
に

書
く
ほ
う
が
読
ん
で
も
ら
い
易
い
し

真
意
が
伝
わ
り
易
い
。
一
方
、
落
語

の
よ
う
な
面
白
い
話
は
作
り
話
で

あ
っ
て
歴
史
じ
ゃ
な
い
の
か
と
い
え

ば
、
こ
の
「
幾
代
餅
」
の
よ
う
に
実

際
に
あ
っ
た
話
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
た

も
の
も
あ
っ
た
の
だ
。

落
語
の
下
げ
で
餅
屋
の
繁
盛
ぶ
り

が
お
客
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。「
毎
度
、

あ
り
が
と
う
あ
り
ん
す
、
な
ん
て
言

い
や
が
っ
て
よ
ぉ
。
俺
ァ
う
れ
し
く

な
っ
ち
ま
っ
て
な
、
銭
を
置
い
て
餅

を
持
た
ず
に
来
た
」（
中
略
）「
傾
城

に
誠
な
し
と
は
誰
が
言
う
た
。
両
国

名
物
『
幾
代
餅
の
由
来
』
の
一
席

で
ご
ざ
い
ま
す
」（
古
今
亭
志
ん
生

『
志
ん
生
艶
ば
な
し
』
ち
く
ま
文
庫　

二
〇
〇
五
年
よ
り
）。
江
戸
の
人
情
を

今
に
伝
え
る
い
い
噺
で
あ
る
。

会員の皆様へ会員の皆様へ

●例会発表は1時間を目途にしております。（原則、偶数月第3
土曜日 14：30～）

●会報「私のテーマ」1,600字 「コラム･龍馬のこと」「話してみ
るかよ」写真1点+600字 写真なし700字

※今回のみ「第12回研究発表会」のご案内と「例会発表者・
会報執筆者募集」

待ちゆう
ぜよ！

大募集 !!

2019年10月例会の様子。発表者：渋谷雅之氏


