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７
月
７
日
よ
り
企
画
展

「
手
紙
の
世
界
―
龍
馬
で
古
文

書
こ
と
は
じ
め
―
」
が
始
ま

り
ま
す
。
副
題
に
あ
る
よ
う

に
、
古
文
書
を
本
格
的
に
取

り
上
げ
る
展
示
で
す
が
、
普

通
の
古
文
書
の
展
示
と
は
ア

プ
ロ
ー
チ
の
手
法
が
少
し
違

い
ま
す
。
本
展
の
見
ど
こ
ろ

を
紹
介
し
ま
す
。

古
文
書
の

二
つ
の
楽
し
み
方

古
文
書
と
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

「
難
し
そ
う
」
「
読
む
気
に
す
ら
な

ら
な
い
」
⋮
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
で
す
。
古
文
書
に
は
必
ず
文

字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多

く
が
独
特
の
字
体
な
の
で
、
現
代
人

は
普
通
こ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

古
文
書
で
一
番
重
要
な
こ
と
は
、

「
そ
こ
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
」

で
す
。
書
か
れ
た
内
容
を
読
む
こ
と

で
、
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の

事
実
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

歴
史
を
学
ぶ
上
で
の
大
き
な
楽
し
み

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ

れ
を
正
確
に
読
み
解
く
に
は
、
か
な

り
の
専
門
知
識
を
要
し
ま
す
。
「
難

し
い
」
と
敬
遠
さ
れ
る
大
き
な
理
由

で
し
ょ
う
。
で
も
、
古
文
書
の
楽
し

み
方
は
、
文
字
を
読
む
こ
と
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
周
辺
、
つ
ま

り
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
紙
に
注
目

す
る
の
で
す
。
な
ぜ
、
こ
の
大
き
さ
、

こ
の
形
の
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

な
ぜ
、
紙
に
色
が
つ
い
て
い
る
の
か
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
場
所
に
文
字
が
書
か

れ
て
い
る
の
か
。
じ
っ
く
り
観
察
す

る
と
、
た
と
え
文
字
が
読
め
な
く

て
も
、
そ
の
ま
わ
り
に
た
く
さ
ん
の

「
な
ぜ
」
が
み
つ
か
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
疑
問
を
紐
解
い
て
い
く
こ
と
も
、

古
文
書
を
楽
し
む
ひ
と
つ
の
見
方
で

す
。紙

そ
の
も
の
に

注
目

　

人
々
は
、
文
書
を
作
成
す
る
に
あ

た
り
、
ど
の
よ
う
な
紙
の
使
い
方
を

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
上

連
綿
と
受
け
継
が
れ
た
伝
統
的
な
様

式
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
変
質
し
た
新

し
い
様
式
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
人
の
手
に
な
る
文
書
に
、

「
手
紙
の
世
界
」展

始
ま
り
ま
す

౧৭͕ࢴΘΕͨཾഅのखࢴ（෦）（߂দ家ॴଂ、ؗدୗ）

ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
っ

た
の
か
、
龍
馬
が
生
き
た

時
代
を
中
心
に
、
分
か
り

や
す
く
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
た
、
土
佐
藩
に
は
、

藩
の
保
護
の
も
と
、
一
部

の
紙
漉
き
に
伝
え
ら
れ
た

紙
の
染
色
技
術
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
た
も
の
を
七な
な
い
ろ
が
み

色
紙

と
呼
び
ま
す
。
七
色
が
実

際
に
ど
の
よ
う
な
色
だ
っ

た
の
か
を
は
じ
め
、
謎
に

包
ま
れ
た
点
が
多
い
で
す

が
、
土
佐
の
色
紙
は
、
藩

か
ら
幕
府
へ
の
献
上
物
に

選
ば
れ
る
ほ
ど
の
品
で
し

た
。
そ
し
て
、
幕
末
の
手

紙
に
は
、
こ
の
染
色
さ
れ

た
紙
が
使
わ
れ
た
も
の
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
藩

の
方
針
に
よ
り
、
色
紙
が

公
用
紙
に
指
定
さ
れ
、
実

際
に
報
告
書
等
に
使
わ
れ

た
の
で
す
。
手
紙
と
し
て

使
わ
れ
た
色
紙
を
展
示
し
、

そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

龍
馬
は
た
く
さ
ん
の
手

紙
を
書
き
、
貴
重
な
関
係

資
料
と
し
て
遺
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
龍
馬
の
手
紙
を

支
え
た
幕
末
の
紙
文
化
・

手
紙
文
化
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
展
示
を
ご
覧
に
な

り
、
「
手
紙
の
世
界
」
を

体
験
し
て
く
だ
さ
い
。

髙
山
嘉
明
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中
国
武
漢
市
で
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
」

関
連
の
肺
炎
の
発
生
が
報
告
さ
れ
た
の
は
、
令

和
元
年
12
月
。
そ
の
頃
は
、
新
し
い
年
号
で
の

初
め
て
の
お
正
月
や
今
年
開
催
さ
れ
る
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
期
待
が
高
ま
り
、
み
ん
な
が
新

し
い
年
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
、

こ
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
」
が
日
本
に
、

世
界
中
に
広
ま
り
、
人
の
移
動
が
規
制
さ
れ
、

経
済
・
生
活
全
般
が
規
制
さ
れ
る
な
ど
社
会

全
体
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
未
曽
有
の
惨
事
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
で
は
、
２
月
に
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
、
医
療
関
係
者
の
方
々
の
ご
苦
労
を
気

遣
い
つ
つ
も
、
毎
日
、
県
か
ら
発
表
さ
れ
る

感
染
者
数
に
、
不
安
に
な
っ
た
り
、
安
心
し

た
り
、
諸
々
の
感
情
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
方

も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
当
館
で
は
感
染
者
数

の
増
加
に
伴
っ
て
、
３
月
は
17
日
間
、
４
月

10
日
か
ら
５
月
10
日
の
約
１
か
月
間
、
急
遽
、

休
館
の
措
置
を
取
り
、
お
客
様
を
お
迎
え
す

る
環
境
整
備
と
拡
大
防
止
策
を
行
い
ま
し
た
。

　

５
月
に
入
っ
て
、
高
知
県
内
で
の
新
た
な

感
染
者
数
も
０
人
が
続
き
、
本
県
の
緊
急
事

態
宣
言
も
解
除
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
５
月

11
日
か
ら
通
常
通
り
開
館
し
て
い
ま
す
。
と

は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
、
油
断
は
禁
物
。
国
や

県
、
ま
た
多
く
の
専
門
家
か
ら
は
、
長
期
戦

の
心
構
え
、
対
応
の
必
要
性
と
、
十
分
な
感

染
防
止
対
策
や
日
常
生
活
の
見
直
し
、
新
た

な
生
活
様
式
が
示
さ
れ
て
お
り
、
緊
張
は
続

き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
館
で
も

再
開
に
伴
っ
て
、
ご
来
館
者
の
皆
様
が
安
心

し
て
観
覧
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
感
染
防
止

対
策
と
し
て
、
「
職
員
全
員
の
マ
ス
ク
着
用

と
石
鹸
で
の
手
洗
い
と
手
指
消
毒
の
実
施
」

「
室
内
の
換
気
と
適
時
の
手
摺
等
の
館
内
消

毒
の
実
施
」
「
館
内
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
の
確
保
等
と
の
注
意
喚
起
」
等
々
、

皆
様
を
お
迎
え
す
る
準
備
を
整
え
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
最
初
に
皆
様
を
お
迎
え
す
る
受

付
や
、
出
口
の
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
ア
ク
リ
ル

製
の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
、
職
員
は
マ

ス
ク
の
着
用
、
金
銭
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
ト

レ
イ
を
活
用
し
て
、
直
接
、
お
客
様
と
の
接

触
が
な
い
よ
う
気
を
付
け
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
新
館
ホ
ー
ル
の
座
席
は
１
席
離
し
て
お

座
り
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
し
、

換
気
が
不
十
分
な
シ
ア
タ
ー
コ
ー
ナ
ー
は
閉

室
、
館
内
の
長
椅
子
も
両
端
に
お
座
り
い
た

だ
く
よ
う
表
示
を
し
ま
し
た
。
不
特
定
多
数

の
方
が
利
用
さ
れ
る
音
声
ガ
イ
ド
タ
ブ
レ
ッ

ト
は
当
分
の
間
貸
出
を
中
止
と
し
、
本
館
で

の
名
刺
作
成
、
パ
ズ
ル
コ
ー
ナ
ー
、
ア
ン

ケ
ー
ト
等
も
、
除
菌
・
消
毒
を
十
分
に
行
え

な
い
こ
と
か
ら
中
止
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
来
館
者
の
方
々
に
対
し
ま
し
て
も
、

「
ご
入
館
さ
れ
る
と
き
の
マ
ス
ク
の
着
用
」

「
入
口
で
手
指
消
毒
を
し
て
の
ご
入
館
」

「
他
の
ご
観
覧
者
様
と
の
間
隔
を
１
メ
ー
ト

ル
以
上
保
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
」
「
ご
一
緒

に
お
い
で
て
い
る
方
と
大
き
な
声
で
の
会
話

は
し
な
い
こ
と
」
な
ど
の
注
意
喚
起
を
、
入

口
や
受
付
、
そ
の
他
、
目
に
つ
き
や
す
い
と

こ
ろ
に
掲
示
し
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
館
内
の

あ
ら
ゆ
る
場
所
に
手
指
消
毒
液
を
置
き
、
お

気
軽
に
お
使
い
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し

て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
の
考
え
つ
く
限
り
の
対
策
を
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
対
策
を
、
い
つ
ま
で
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
皆
様
が
不
安
と
不
快

感
を
与
え
な
い
よ
う
に
ご
観
覧
い
た
だ
く
に

は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
、
試
行
錯

誤
の
毎
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
お
い
で
に
な
る
皆
様
に
対
し
て
、

過
剰
な
反
応
や
心
配
を
す
る
こ
と
な
く
、
感

染
症
対
策
の
基
本
で
あ
る
マ
ス
ク
の
着
用
や

手
洗
い
の
徹
底
な
ど
を
確
実
に
行
い
、
安

心
・
安
全
に
ご
来
館
い
た
だ
け
る
よ
う
に
お

迎
え
し
た
い
と
、
職
員
一
同
、
今
後
も
努
め
、

皆
様
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

溝
渕 

智
栄
子

コ
ロ
ナ
対
策
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「
浦う
ら
ど戸
」
地
名
考

浦
戸
と
い
う
地
名
を
、
字
の
ま
ま

考
え
て
み
よ
う
。

「
浦
」
は
湾
状
の
海
岸
に
あ
る
集

落
（
漁
村
、
港
町
）
を
指
す
。「
戸
」

は
、
門
戸
の
意
そ
の
ま
ま
。
つ
ま

り
、
浦
戸
は
土
佐
湾
の
支
湾
で
あ
る

浦
戸
湾
内
の
漁
村
で
、
太
平
洋
へ
の

出
入
り
口
に
あ
る
集
落
だ
と
解
釈
で

き
る
。
民
謡
「
よ
さ
こ
い
節
」
の
一

節
、「
御み

ま

せ
畳
瀬
見
せ
ま
し
ょ
浦
戸
を
開

け
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
土
佐
の
海

の
玄
関
で
あ
る
。

そ
の
浦
戸
の
地
名
が
初
め
て
登

場
す
る
の
は
、
平
安
時
代
中
期
に
で

き
た
紀
貫
之
『
土
佐
日
記
』
で
あ
る
。

4
年
間
の
土
佐
国
の
国
司
の
任
務
を

終
え
、
国
府
（
現
・
南
国
市
比
江
）

を
出
立
し
て
、
京
に
帰
る
ま
で
の
55

日
間
を
「
男
も
す
な
る
日
記
」
と
し

て
書
き
記
し
た
こ
と
は
有
名
。

国
府
を
出
立
し
て
7
日
目
の
、
承

平
四
（
９
３
４
）
年
十
二
月
二
十
七
日
。

「
大
津
（
現
・
高
知
市
大
津
）
よ
り
浦

戸
を
さ
し
て
漕
ぎ
出
づ
」。
翌
日
に
は

「
浦
戸
よ
り
漕
ぎ
い
で
て
大
湊
（
現
・

南
国
市
前
浜
）
を
お
ふ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
浦
戸
は
、
今
か
ら

約
１
，
１
０
０
年
前
に
は
既
に
あ
っ

た
地
名
だ
と
分
か
る
。

“ͭΘのͲ͕ເのあと”
ʑ͕ॏͳるผの൶＝ಉ

ҴՙਆࣾԼのੴஈ＝高知市Ӝށ౦地۠

浦
戸
は
、
古
く
か
ら
海
上
交
通
の
要
所
で

あ
っ
た
。

16
世
紀
に
、
豪
族
の
本
山
氏
が
浦
戸
の
丘
陵

に
浦
戸
城
を
築
城
す
る
も
、
本
山
氏
を
破
っ
た

長
宗
我
部
氏
、
関
ケ
原
の
合
戦
後
に
入
国
し
た

山
内
氏
な
ど
戦
国
武
将
た
ち
の
居
城
と
な
っ
た
。

慶
長
八
（
１
６
０
３
）
年
八
月
に
山
内
氏
が
大

高
坂
城
（
現
・
高
知
城
）
に
移
る
ま
で
の
12
年

余
り
、
土
佐
領
主
の
城
山
の
北
側
に
城
下
町
・

浦
戸
が
栄
え
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

江
戸
時
代
の
村
落
台
帳
『
旧き
ゅ
う
だ
か
き
ゅ
う
り
ょ
う

高
旧
領
取

調
帳
』
に
よ
る
と
、
幕
末
に
は
、
吾
川
郡
浦
戸

村
、
勝
浦
浜
（
桂か
つ
ら
は
ま浜）
村
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

帰
り
の
ジ
ョ
ン
万
次
郎
が
居
候
し
た
、藩
絵
師
・

河
田
小
龍
の
家
は
当
時
、
浦う
ら
ど
ま
ち

戸
町
（
現
・
高
知

市
南
は
り
ま
や
町
）
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
は
城

下
に
出
た
浦
戸
の
人
た
ち
に
よ
る
町
で
あ
っ
た
。

今
で
は
高
知
名
物
１い
ち

×か
け
る

１い
ち

の
ア
イ
ス
ク
リ
ン

（
氷
菓
）
の
表
示
に
「
浦
戸
町
」
の
名
前
が
わ

ず
か
に
残
る
。

明
治
初
（
１
８
６
８
）
年
に
勝
浦
浜
村
は

浦
戸
村
に
合
併
さ
れ
、
明
治
22
（
１
８
８
９
）

年
に
は
「
浦
戸
村
」
と
い
う
自
治
体
に
。
昭
和

17
（
１
９
４
２
）
年
か
ら
、
現
在
の
高
知
市
浦

戸
と
な
り
、
桂
浜
、
浦
戸
東
、
浦
戸
西
、
南
浦
、

並な
ら
びの

5
地
区
と
、
記
念
館
の
あ
る
城
山
が
あ
る
。

「
浦
戸
伝
説
」

そ
の
浦
戸
東
地
区
に
生
ま
れ
育
っ
て
80
年

近
く
な
る
Ｔ
さ
ん
か
ら「
是
非
聞
い
て
ほ
し
い
」

と
い
う
話
が
あ
り
、
過
日
お
宅
に
伺
っ
た
。

Ｔ
さ
ん
の
家
の
前
は
、
伏
見
稲
荷
を
分
祀
し

た
と
い
う
、長
宗
我
部
元
親
夫
人
ゆ
か
り
の「
稲

荷
神
社
」
で
あ
る
。
開
け
放
し
た
窓
か
ら
は
海

か
ら
の
風
が
心
地
よ
い
。
道
を
隔
て
た
浦
戸
の

漁
協
市
場
は
、
3
年
前
に
撤
去
さ
れ
、
小
さ
な

荷
上
場
以
外
は
更
地
と
な
っ
た
。
か
つ
て
１
，

０
０
０
人
の
組
合
員
で
賑
わ
っ
た
漁
師
町
に
人

影
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
Ｔ
さ
ん
宅
に
入
る

浜
風
は
、
な
お
更
に
ゆ
っ
た
り
と
吹
き
渡
る
。

明
治
22
年
生
ま
れ
の
祖
母
か
ら
聞
か
さ
れ

た
と
い
う
話
に
、
Ｔ
さ
ん
の
熱
が
入
る
。

「
こ
の
家
の
前
に
は
昔
、
長
宗
我
部
の
別
荘

が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
の
後
山
内
も
来
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
昭
和
に
な
り
、
私
が
小
さ
い
頃
に
は
、

川
崎
の
別
荘
で
し
た
。
御
庭
番
が
い
て
、
回
り

廊
下
の
あ
る
、
そ
れ
は
立
派
な
お
屋
敷
で
し
た

ぞ
ね
。『
観か
ん
か
い海
亭
』
と
い
う
何
十
畳
も
あ
る
座

敷
で
、
結
婚
式
を
挙
げ
た
人
も
い
ま
す
よ
」。

川
崎
と
は
、
幕
末
に
「
浅
井
金
持
ち
、
川
崎

地
持
ち
、上か
み

の
才さ
い
だ
に谷
（
龍
馬
の
本
家･

才
谷
屋
）

道
具
持
ち
」
と
謳
わ
れ
た
高
知
城
下
屈
指
の
富

豪
の
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
浦
戸
御
殿
と
呼
ば

れ
た
別
荘
は
跡
形
も
な
く
、
門
扉
の
中
で
木
々

が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。

祖
母
の
代
か
ら
こ
の
家
に
住
む
Ｔ
さ
ん
の

話
は
続
く
。

「
長
宗
我
部
の
お
屋
敷
を
建
て
た
と
き
、
海

に
面
し
た
角
地
に
離
れ
屋
敷
を
建
て
よ
う
と
し

た
そ
う
で
す
。
眺
望
の
良
い
離
れ
を
建
て
る
は

ず
が
、
波
の
力
が
強
く
て
足
場
も
流
さ
れ
、
何

度
普
請
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、

若
い
生
娘
を
人
柱
に
立
て
た
と
こ
ろ
、
足
場
も

落
ち
ん
な
っ
て
離
れ
が
出
来
た
。＂
落
ち
ん
＂

な
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
場
所
を
今
で
も＂
オ
ッ

チ
ン
＂
と
呼
び
ま
す
」。「
私
の
家
の
前
か
ら
南

の
桂
浜
ま
で
磯
が
続
い
て
い
て
、
地
元
で
は
こ

の
辺
り
を
磯
崎
と
も
言
い
ま
す
ぞ
ね
」。

「
祖
母
は
小
さ
い
時
、
近
所
の
お
じ
い
さ
ん

か
ら
、
浦
戸
に
長
宗
我
部
の
埋
蔵
金
が
あ
る
と

い
う
話
を
聞
い
た
そ
う
で
す
。
私
は
祖
母
の

寝
物
語
に
何
度
も
聞
い
た
、＂
朝
日
さ
す
夕
日

輝
く
木
の
下も
と

に
漆
う
る
し

七な
な
お
け桶
数す

千
両
＂
と
い
う
歌
が
、

い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
夢
や
ロ
マ
ン
を

感
じ
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
歌
は
各
地
に
あ
る
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
幕
末
の
頃
で
し
ょ
う
か
。
桂

浜
の
山
の
ど
こ
か
に
埋
蔵
場
所
を
特
定
し
た
役

人
が
、
白
装
束
に
身
を
包
み
、
そ
こ
に
囲
い
を

巡
ら
せ
て
掘
っ
た
そ
う
で
す
。
埋
蔵
金
は
出
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
以
上
掘
っ
た
ら
潮

に
な
る
と
言
う
く
ら
い
掘
っ
た
と
き
、
人
工
の

石
段
が
出
て
来
た
そ
う
で
す
。
そ
の
場
所
は
、

桂
浜
水
族
館
の
近
く
、
い
や
砲
台
の
と
こ
ろ
。

は
た
ま
た
灯
台
辺
り
だ
と
、
何
人
か
で
訪お
と
のう
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
」。
Ｔ
さ
ん
の
話
は
、
浦
戸

へ
の
愛
着
と
矜
持
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

あ
る
歴
史
家
が
「
歴
史
は
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ

て
作
ら
れ
、
名
も
な
き
民
衆
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
る
」
と
言
っ
た
。
名
を
遺
す
人
だ
け
に
、
歴

史
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
一
人
ひ
と
り
の
中
に
、

歴
史
が
あ
り
、
継
承
さ
れ
る
思
い
が
あ
る
。
地

元
の
人
の
伝
承
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
、
学
芸

員
の
務
め
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
で
、
も
し
か
す

る
と
歴
史
の
＂
埋
蔵
品
＂
に
行
き
当
た
る
か
も

し
れ
な
い
。

坂
本
龍
馬
記
念
館
の
地
名
は
、

高
知
市
浦
戸
城
山
で
、
長
宗
我
部

元
親
か
ら
山や
ま
う
ち
か
つ
と
よ

内
一
豊
ま
で
が
居
城

と
し
た
浦
戸
城
址
、
名
前
の
通
り

浦
戸
城
の
城
山
に
在
る
。
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今
回
私
が
お
す
す
め
す
る
の
は
、
高
知
県

立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
「
本
館
」
で
す
。

　

私
が
記
念
館
で
働
き
始
め
た
の
が
、
平
成

４
（
１
９
９
２
）
年
８
月
。「
本
館
」
と
は

約
28
年
の
付
き
合
い
に
な
り
ま
す
。
お
の
ず

と
愛
着
が
わ
く
も
の
で
、「
本
館
」
に
一
歩

足
を
踏
み
入
れ
る
と
気
持
ち
が
楽
に
な
る
気

さ
え
す
る
の
で
す
。

　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
は
、
平
成
3

（
１
９
９
１
）
年
11
月
15
日
に
開
館
し
ま
し

た
。

　

そ
し
て
、
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
４
月

21
日
の
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

で
、
１
つ
の
館
か
ら
２
つ
の

館
に
な
っ
た
記
念
館
は
、
既

存
の
建
物
を
「
本
館
」、
新
た

な
建
物
を
「
新
館
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
、
連
絡
通
路
で

繋
が
れ
た
、
今
の
形
に
な
り

ま
し
た
。

　

館
の
入
口
は
「
新
館
」
に

あ
り
ま
す
。「
新
館
」
２
階
の

各
展
示
室
を
ご
覧
い
た
だ
い

た
後
、
自
動
ド
ア
を
抜
け
、
連
絡
通
路
を

渡
る
と
「
本
館
」
２
階
と
繋
が
り
ま
す
。

　
「
本
館
」
２
階
の
展
示
室
は
、
ガ
ラ
ス

張
り
で
、
斜
張
橋
の
よ
う
に
ケ
ー
ブ
ル
で

吊
ら
れ
た
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
風
の
強

い
日
な
ど
揺
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
。

　
「
本
館
」
は
中
の
展
示
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
外
観
も
ぜ
ひ
見
て
い
た
だ
き
た
い

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　
「
本
館
」
を
出
て
、
建
物
沿
い
に
道
を

下
る
と
駐
車
場
に
出
ま
す
。
そ
ち
ら
に
あ

る「
く
じ
ら
の
日
時
計
」辺
り
か
ら「
本
館
」

を
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
記
念

館
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
建
物
の
写
真
は
こ

こ
か
ら
撮
ら
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
西
側

は
ミ
ラ
ー
ガ
ラ
ス
と
な
っ
て
お
り
、
見
る

角
度
に
よ
っ
て
か
わ
る
四
季
折
々
の
景
色

を
映
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
記
念
館
に
お
越
し
の
際
に
は
、「
本

館
」
の
中
も
外
も
存
分
に
楽
し
ん
で
お
帰

り
く
だ
さ
い
。

渡
辺 

曜
子

私
の

お
す
す
め

「
本
　
館
」

No.7

龍
馬
が
筆
ま
め
で
、
手
紙
の
現
存
数
も
多
い

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
自
身
が
関
わ
っ
て
い
る
事
柄
の
途
中

経
過
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
活

動
を
た
ど
り
や
す
い
。

現
存
す
る
龍
馬
の
手
紙
な
か
で
、
も
っ
と
も

長
い
も
の
が
、
慶
応
3
年
6
月
24
日
書
状　

乙

女
・
お
や
べ
宛
（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
）
で

あ
る
。
そ
の
長
さ
は
、
な
ん
と
５
０
４.

４
㎝

で
あ
る
。

内
容
も
、
義
甥
坂
本
清
二
郎
の
近
況
、
後

藤
と
組
ん
で
利
を
む
さ
ぼ
る
と
は
何
事
と
非
難

す
る
姉
乙
女
に
対
し
「
廿
四
万
石
を
引
て
、
天

下
国
家
の
御
為
致
す
が
よ
ろ
し
く
」
と
啖
呵
を

き
る
く
だ
り
、
土
佐
を
出
て
龍
馬
の
元
へ
行
こ

う
と
す
る
姉
を
必
死
に
な
っ
て
思
い
と
ど
め
よ

う
と
す
る
く
だ
り
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
で
あ
る
。

だ
が
、
ひ
ら
が
な
を
多
用
し
、
目
の
前
で
対
話

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
易
し
い
文
体
な

の
で
、
内
容
の
面
白
さ
に
引
き
込
ま
れ
、
文
章

の
長
さ
が
苦
に
な
ら
な
い
。

こ
れ
と
対
極
な
の
が
、
兄
権
平
宛
の
手
紙

で
あ
る
。

権
平
へ
の
手
紙
は
、
漢
字
を
多
用
し
た
、

か
し
こ
ま
っ
た
文
体
で
、
当
時
の
政
治
動
向

も
折
に
ふ
れ
て
報
告
し
て
い
る
。

こ
の
違
い
は
、
乙
女
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
か

わ
い
が
っ
て
く
れ
た
遠
慮
の
い
ら
な
い
存
在

で
あ
る
の
に
対
し
、
権
平
は
坂
本
家
当
主
と

い
う
畏
敬
の
念
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
。

文
体
一
つ
と
っ
て
も
、
龍
馬
が
、
相
手

の
立
場
に
合
わ
せ
た
接
し
方
を
心
得
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
乙
女
を
な
だ
め

る
く
だ
り
も
、
手
紙
の
半
分
以
上
の
長
さ
を

使
っ
て
、
女
一
人
で
国
許
を
飛
び
出
す
行
為

が
無
謀
で
あ
る
こ
と
を
当
時
の
倫
理
観
や
社

会
の
規
則
を
説
い
て
諭
し
て
い
る
。

こ
の
2
点
か
ら
は
、
龍
馬
は
小
説
で
描

か
れ
る
よ
う
な
無
頼
派
で
は
な
く
、
社
会
性

と
対
人
関
係
の
Ｔ
ｐ
Ｏ
を
心
得
た
常
識
人
で

あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
れ
は
家
族

に
よ
る
し
つ
け
の
賜
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

乙
女
か
ら
の
突
飛
な
申
し
出
に
は
心
底
驚
い

た
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。

豊
田 

満
広

（
中
岡
慎
太
郎
館
　
係
長
・
学
芸
員
）

も
っ
と
も
長
～
い
手
紙

（
慶
応
3
年
6
月
24
日
書
状　

乙
女
・
お
や
べ
宛
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙
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③
10
月
24
日（
土
）

”志
士
最
後
の
生
き
証
人
“
田
中
光
顕
の
功
績

　
（
藤
田
有
紀
氏・
佐
川
町
立
青せ
い
ざ
ん山
文
庫
学
芸
員
）

青
山
文
庫
創
設
の
立
役
者
の一
人
で
あ
る
田

中
光
顕
は
激
動
の
幕
末
期
を
生
き
抜
き
、
後

世
は
幕
末
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
を
残
そ
う
と

し
た
人
物
で
す
。
彼
を
激
動
の
時
代
に
身
を
投

じ
さ
せ
た
、
当
時
の
土
佐
の
状
況
も
ふ
ま
え
て
、

彼
の
考
え
や
功
績
な
ど
を
お
話
い
た
だ
く
予
定

で
す
。

④
12
月
12
日（
土
）

　
毛
利
敬た

か
ち
か親

の
藩
政
改
革

　
（
小
山
良
昌
氏・
毛
利
博
物
館
顧
問
）

幕
末
の
長
州
藩
主
毛
利
敬
親
は
財
政
再
建
、

文
武
奨
励
、
西
洋
式
軍
隊
の
訓
練
な
ど
に
取
り

組
み
、
そ
の
結
果
、
長
州
藩
が
幕
末
期
に
強
い

存
在
感
を
示
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
敬
親
は

あ
ま
り
賢
明
で
な
い
殿
様
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

流
布
し
て
い
ま
す
が
、
藩
政
改
革
に
取
り
組
ん

だ
実
像
を
ご
紹
介
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

⑤
令
和
3
年
2
月
27
日（
土
）

　
幕
臣
小
栗
上
野
介
の
ビ
ジ
ョ
ン

　
（
高
橋
敏
氏・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

明
治
維
新
後
、
幕
臣
た
ち
は
敗
者
と
な
り
、

結
果
と
し
て
忘
れ
去
ら
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、本
当
に
、幕
府
は
悪
で
、前
近
代
的
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
近
代
日
本
の
幕
開
け
に
際
し
、

多
大
な
活
躍
を
し
な
が
ら
も
、
朝
敵
と
さ
れ
斬

首
さ
れ
た
小
栗
上
野
介
が
抱
い
て
い
た
展
望
に
つ

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
後
の
新

事
業「
連
続
講
演
会
」、
初
回
の
平

成
30
年
度
は「
坂
本
龍
馬
と
そ
の
時

代
」、
２
回
目
の
令
和
元
年
度
は「
幕

末
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
」
を
テ
ー
マ
に
行

い
ま
し
た
。そ
し
て
、今
年
度
の
テ
ー

マ
は「
幕
末
再
考
ー
変
革
へ
の
計
と

践
」
で
す
。
１
、２
回
目
は
、
幕
末

と
い
う
激
動
の
時
代
の＂
激
動
＂
に

正
面
か
ら
向
き
合
い
ま
し
た
が
、
今

回
は
、
そ
の＂
激
動
＂
の
背
景
や
周

縁
に
目
を
向
け
、
少
し
違
う
角
度
か

ら
幕
末
を
見
つ
め
直
し
ま
す
。

幕
末
に
限
ら
ず
、
大
き
な
事
件
や
有
名
な
人

物
だ
け
が
歴
史
を
動
か
し
た
の
で
は
な
く
、
実

際
に
は
、
様
々
な
人
の
考
え
や
行
動
、
組
織
の

あ
り
方
、
外
部
と
の
関
係
等
が
絡
み
合
い
、
積

み
重
な
り
、
歴
史
が
動
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
回
は
、
様
々
な
立
場
の
人
が
時
代
を

変
え
て
い
く
た
め
に
何
を
計
画
し
、
ど
う
実
践

し
た
の
か
、
と
い
う
視
点
で
幕
末
を
考
え
て
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

各
回
の
テ
ー
マ
を
少
し
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

①
６
月
27
日（
土
）

「
幕
末
の
朝
幕
関
係
ー
特
に
朝
廷
の
視
点
か
ら
ー
」

（
髙
山
嘉
明・
当
館
学
芸
員
）

江
戸
幕
府
か
ら
厳
し
く
活
動
を
制
限
さ
れ
て

い
た
朝
廷
は
、
幕
末
、
何
を
き
っ
か
け
に
、
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
政
治
浮
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た

で
し
ょ
う
か
。＂
対
立
す
る
幕
府
と
朝
廷
＂
と

い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
な
い
両
者
の
関
係
性
に

つ
い
て
、
幕
末
京
都
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
軸
に

お
話
し
ま
す
。

②
8
月
29
日（
土
）

　
幕
末
佐
賀
藩
の
近
代
化
と
鍋
島
直
正

（
藤
井
祐
介
氏・
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
学
芸
員
）

＂
近
代
化
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
＂
佐
賀
藩
は
日

本
初
の
鉄
製
大
砲
鋳
造
や
蒸
気
船
建
造
に
成
功

し
ま
し
た
。
佐
賀
藩
が
、
そ
う
し
た
当
時
の
最

先
端
技
術
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
10
代
藩
主

鍋
島
直
正
の
考
え
や
動
き
を
中
心
に
、
教
科
書

に
は
載
ら
な
い
佐
賀
藩
の
存
在
感
を
お
話
い
た

だ
く
予
定
で
す
。

ԋձの༷子ߨ年のࡢ

い
て
お
話
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

今
回
は
こ
の
５
つ
が
テ
ー
マ
で
す
が
、
他
に
も

興
味
深
い
テ
ー
マ
は
数
多
く
あ
る
で
し
ょ
う
。
連

続
講
演
会
を
入
口
に
、
歴
史
へ
の
興
味
、
関
心

を
さ
ら
に
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

河
村
章
代

■
お
知
ら
せ

「
令
和
元
年
度
連
続
講
演
会
講
演
録
」（
非

売
品
）
が
で
き
ま
し
た
。
高
知
県
内
図
書

館
等
で
閲
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
当
館

本
館
の
図
書
コ
ー
ナ
ー
で
も
閲
覧
い
た
だ
け

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
令
和
２
年
度
連
続
講
演
会
講
演
録
」
は

令
和
3
年
5
月
頃
に
発
行
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョッ
プ
で
有
料
販
売
予
定
で
す
。

●
会
場
／
新
館
ホ
ー
ル

●
定
員
／
各
回
50
名

●
時
間
／
各
回
と
も
に
13
時
半
〜
15
時
半
頃

●
要
事
前
申
込・
先
着
順

令
和
二
年
度

連
続
講
演
会

「
幕
末
再
考
ー
変
革
へ
の
計
と
践
」



飛　騰　№114・6

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け

て
、
4
月
号
の
当
コ
ラ
ム
で
紹
介
し
た
桂
浜
の

龍
馬
像
か
ら
当
館
の
シ
ェ
イ
ク
ハ
ン
ド
龍
馬
像

前
ま
で
の
聖
火
リ
レ
ー
は
中
止
と
な
っ
た
。

ま
た
、
１
か
月
に
亘
っ
て
休
館
す
る
こ
と
と

な
り
、
企
画
展
に
向
け
た
県
外
の
文
化
施
設

か
ら
の
資
料
の
借
用
や
、講
演
会
、ギ
ャ
ラ
リ
ー・

ト
ー
ク
の
取
り
止
め
な
ど
、
様
々
な
計
画
の
変

更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
の
間
の
御
来
館
を
予
定
さ
れ
て
い
た
皆
様

に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
。

休
館
中
は
、
職
場
で
の
三
つ
の
「
密
」
を
避

け
る
た
め
に
、
在
宅
勤
務
や
館
内
で
の
職
員
の

分
散
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、
開
館
に
向
け
た

準
備
や
普
段
後
回
し
と
な
っ
て
い
る
作
業
な
ど

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
休
日
の
ス
テ
イ
・

ホ
ー
ム
の
要
請
も
あ
っ
て
、
個
人
的
に
は
、
時

間
の
余
裕
（
？
）
が
出
来
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
「
不
急
」
の
範
疇
に
分
類
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
た
書
籍
（
失
礼
の
段
、
何
卒
ご
容
赦
を
。）

の
数
々
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
は
、

そ
う
し
た
中
で
、
予
期
せ
ぬ
災
禍
へ
の
対
応
と

い
う
点
で
も
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表

題
の
二
つ
の
言
葉
に
出
会
っ
た
の
で
、
ご
紹
介
し

た
い
。先ず

は
「
坐
忘
」。
こ
れ
は
、
龍
馬
が
師
と

仰
い
だ
勝
海
舟
の
言
葉
で
、
明
治
31
年
に
刊

行
さ
れ
た
「
氷
川
清
話
」
と
い
う
勝
語
録
と
も

言
う
べ
き
冊
子
に
出
て
く
る
。「
坐
」
は
、座
る
、

跪
く
。
あ
る
い
は
、
い
な
が
ら
に
し
て
、
何
も

せ
ず
に
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
忘
」
と一体
に

な
っ
て
、
静
座
し
て
目
の
前
に
あ
る
現
実
を
忘

ここは館長の部屋 髙松　清之

「
坐
忘
」と
「
胆
識
」　
― 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で 

―

れ
、
雑
念
を
除
く
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

あ
る
。
大
き
な
変
動
が
あ
り
、
計
画
ど
お

り
に
物
事
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
不

測
の
事
態
に
直
面
す
る
時
の
心
構
え
で
あ

る
。曰
く
、「
何
事
も
す
べ
て
忘
れ
て
し
ま
って
、

胸
中
濶
然
と
し
て一
物
を
と
ど
め
ざ
る
境
界

に
至
っ
て
、
始
め
て
万
事
万
境
に
応
じ
て
縦

横
自
在
の
判
断
が
出
る
」、「
心
を
明
鏡
止

水
の
ご
と
く
研
ぎ
澄
ま
し
て
お
き
さ
え
す

れ
ば
、
い
つ
い
か
な
る
事
変
が
襲
う
て
き
て

も
、
そ
れ
に
処
す
る
方
法
は
、
自
然
と
胸

に
浮
か
ん
で
く
る
」。
そ
し
て
、「
か
の
広
島

や
品
川
の
談
判
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
こ
の
不
用

意
の
用
意
で
や
り
通
し
た
の
さ
。」
と
語
って

い
る
。
な
る
ほ
ど
と
、
思
わ
ず
頷
い
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
、
こ
う
な
る
に
は
「
平
生
の
修
行

さ
え
積
ん
で
お
け
ば
」
と
の
条
件
が
付
い
て

い
て
、
得
心
は
し
た
も
の
の
、
コ
ロ
ナ
騒
動

の
中
で
、「
一体
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」、「
あ

あ
な
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
な
ど
と
無
暗
に

気
に
病
む
今
の
自
分
に
は
、
と
て
も
、
と
て

も
・
・
・
で
あ
る
。

な
お
、「
談
判
」
と
は
、
ひ
と
つ
は
、
第
二

次
長
州
征
討
停
戦
を
巡
る
長
州
藩
の
広
沢

真
臣
や
井
上
馨
と
の
宮
島
で
の
会
談
で
あ
り
、

も
う
一つ
は
、
江
戸
城
総
攻
撃
を
前
に
、
高

輪
や
田
町
の
薩
摩
屋
敷
で
行
わ
れ
た
西
郷

隆
盛
と
の
会
談
を
指
し
て
い
る
。

さ
て
、
次
に
「
胆
識
」
で
あ
る
。
こ
の
言

葉
を
見
つ
け
た
の
は
、
2
年
ほ
ど
前
に
、
熊

本
県
の
松
﨑
昇
さ
ん
と
い
う
方
か
ら
寄
贈
い

た
だ
い
た
『
あ
し
た
への
論
語
―
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
三
〇
〇
〇
日
の
「
人
間
学
」
探
求
―
』
の

中
で
あ
る
。
こ
の
９
０
０
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ

大
著
は
、
学が

く
じ而
編
に
始
ま
り
尭ぎ
ょ
う
え
つ
日
編
に
至

る
論
語
の
５
０
０
を
越
え
る
各
章
に
つ
い
て
、

逐
次
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、
親
し
み
や

す
く
、
読
み
や
す
い
解
説
を
加
え
ら
れ
た
も

の
で
、
随
所
に
龍
馬
や
西
郷
さ
ん
、
そ
し
て

吉
田
松
陰
先
生
な
ど
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
語
録
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
上
梓
さ
れ
て
間
も

な
い
頃
に
当
館
に
御
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の

だ
と
推
察
し
て
い
る
の
だ
が
・
・
・
。

松
﨑
さ
ん
は
、
孔
子
の
高
弟
の一人
と
さ

れ
る
子
貢
に
対
し
て
「
胆
識
」
を
感
じ
る
と

述
べ
ら
れ
、
あ
る
陽
明
学
者
の
方
の
「
物
を

多
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
単

な
る
知
識
の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
が
数
々
の
実
践
と
し
て
練
ら
れ
る

と
見
識
へ
と
変
わ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
繰

り
返
し
練
ら
れ
る
と
遂
に
は
自
然
に
胆
識

と
言
わ
れ
る
も
の
へ
と
変
わ
る
」
と
い
う
言

葉
や
、
あ
る
医
師
の
方
の
「
侍
魂
の
よ
う
な

も
の
が
す
な
わ
ち
＂
胆
識
＂と
い
う
も
の
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
・
・
・
知
識
や
経
験
の
上

に
乗
っ
か
っ
て
ド
ン
と
肝
を
据
え
る
。
そ
う

い
う
心
境
に
な
ら
な
い
と
本
当
の
＂
胆
識
＂

と
い
う
も
の
は
生
ま
れ
て
こ
な
い・・・
」
と
いっ

た
説
明
な
ど
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
た
納
得
で
あ
る
が
、
私
な
ど
凡

人
が
、
そ
う
し
た
高
み
に
昇
る
こ
と
は
至
難

の
業
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

因
み
に
、
龍
馬
が
論
語
を
学
ん
だ
か
ど

う
か
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
大

正
15
年
に
本
県
出
身
の
歴
史
家
岩
崎
鏡
川

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
の
龍
馬
研
究

の
バ
イ
ブ
ル
の一つ
と
さ
れ
る
「
坂
本
龍
馬
関

係
文
書
」
で
は
、
巻
頭
で
、「
先
生
は
平
生

老
子
を
耽
讀
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
其
飄ひ
ょ
う
い
つ逸
虚
無
の
趣
、
こ
れ
に
よ
り
て

得
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
、・
・
・
先
生
の

書
翰
中
に
は
意
外
に
も
時
々
経
典
の
成
句

に
接
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　
初
老
を
迎
え
た
私
に
と
っ
て
は
今
更
の
感

で
は
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
再
燃
も
懸
念
さ

れ
、
ま
た
、
変
化
が
激
し
く
、
見
通
し
が

難
し
い
時
勢
に
あ
って
、
僅
か
ず
つ
で
は
あ
っ

て
も
「
胆
識
」
の
涵
養
に
努
め
、「
坐
忘
」
の

心
境
に
近
づ
き
た
い
と
思
う
日
々
で
あ
る
。



7・龍馬記念館だより

学芸員の視点❷ 髙山 嘉明展示と展示のあいだに

郷
士
が
担
っ
た

京
都
の
治
安
維
持

令
和
元
年
度
の
企
画
展
「
長
宗
我

部
遺
臣
と
土
佐
の
郷
士
」
で
は
、「
郷

士
年
譜
」（
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博

物
館
所
蔵
）
と
い
う
資
料
を
展
示
し

た
。
こ
れ
は
藩
か
ら
の
指
示
に
も
と

づ
い
て
郷
士
が
提
出
し
た
各
家
の
履

歴
書
で
、
先
祖
代
々
の
事
績
が
記
さ

れ
て
い
る
。
過
日
こ
れ
を
精
査
す
る

機
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、
調
査

の
目
的
と
は
関
係
の
な
い
次
の
記
事

に
目
が
と
ま
っ
た
。
無
名
の
郷
士
と

い
う
べ
き
、
山
下
登
一
郎
と
い
う
人

物
の
事
績
の
一
節
で
あ
る
。

ʮ࢜ڷ年ේʯ（શ ࢴの͏ͪのҰ෦）のදר�6

「
京
都
警
衛
の
御
用
を
命
じ
ら
れ
、
元
治
元

年
３
月
25
日
出
発
、
上
京
し
た
。
清
和
院
門
の

番
を
勤
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
７
月
18
日
夜
よ
り

大
乱
と
な
っ
た
際
、
大
砲
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ

の
ま
ま
取
締
の
任
務
を
続
け
て
い
た
が
、
７
月

24
日
清
和
院
門
を
引
き
揚
げ
と
な
り
、
大
坂
陣

屋
詰
め
を
命
じ
ら
れ
、
木
津
川
口
の
番
を
勤
め

た
。同
年
11
月
御
役
御
免
と
な
り
、帰
国
し
た
。」

（「
郷
士
年
譜
」
45
巻
、
意
訳
）

こ
の
記
事
に
接
し
て
私
が
思
っ
た
の
は
、
前

年
の
平
成
30
年
度
に
担
当
し
た
企
画
展
「
御
所

を
ま
も
っ
た
土
佐
の
士
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
展
示
等
に
お
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た

重
要
な
事
実
が
、
こ
の
短
い
記
事
に
た
く
さ
ん

詰
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
点
の

み
記
す
と
、
文
久
３
年
５
月
よ
り
土
佐
藩
が
命

じ
ら
れ
た
清
和
院
門
（
御
所
の
出
入
口
で
あ
る

九
つ
の
門
の
ひ
と
つ
）
警
衛
の
要
員
に
郷
士
が

充
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
然
の
可
能
性
と
し
て

指
摘
は
し
た
が
、
具
体
例
は
見
つ
け
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
例
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

坂
本
権
平
の
上
京

同
じ
く
「
郷
士
年
譜
」
の
う
ち
、
龍
馬
の
兄

坂
本
権
平
が
明
治
３
年
に
藩
へ
提
出
し
た
「
年

譜
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
の
存
在
は
有
名
で
、『
坂

本
龍
馬
全
集
』
と
い
う
史
料
集
で
は
活
字
で
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
権
平
の
事
績

と
し
て
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

「
文
久
３
年
１
月
27
日
、
臨
時
御
用
で
の
京
都

行
き
を
命
じ
ら
れ
た
。
同
年
10
月
、
兵
之
助
様

の
御
供
を
命
じ
ら
れ
、
帰
国
し
た
。」

（「
郷
士
年
譜
」
55
巻
、
意
訳
）

事
実
関
係
と
し
て
、
文
久
３
年
１
月
に
臨

時
の
御
用
（
仕
事
）
を
命
じ
ら
れ
て
上
京
、
10

月
に
山
内
兵
之
助
（
容
堂
の
弟
）
の
御
供
と
し

て
帰
国
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ち
な
み

に
、
い
わ
ゆ
る
脱
藩
の
身
で
あ
っ
た
龍
馬
が
文

久
３
年
３
月
20
日
に
姉
乙
女
に
宛
て
た
手
紙
に

は
、
今
後
の
自
身
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
当
時

京
都
に
い
た
「
あ
に
さ
ん
に
も
そ
ふ
だ
ん
」
し

た
と
書
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
問
題
は
権
平
の
臨
時
御
用
の
内
容
で

あ
る
。こ
れ
も
、「
御
所
を
ま
も
っ
た
土
佐
の
士
」

展
の
内
容
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
文
久
２

年
頃
よ
り
土
佐
藩
は
本

格
的
に
京
都
へ
進
出
し
、

朝
廷
か
ら
は
、
薩
摩
・

長
州
両
藩
と
と
も
に
当

地
の
治
安
維
持
を
担
う

存
在
と
し
て
期
待
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
上
に
述

べ
た
よ
う
に
清
和
院
門

警
衛
が
命
じ
ら
れ
る
が
、

そ
の
現
地
責
任
者
こ
そ
、

権
平
が
帰
国
の
御
供
を

し
た
と
記
さ
れ
る
山
内

兵
之
助
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
権
平
に
与
え
ら
れ

た
臨
時
御
用
が
、
京
都

警
衛
へ
の
従
事
を
含
む

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

大
い
に
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
坂
本
家
も
京
都

警
衛
の
動
き
と
無
関
係

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
展
示
で

こ
の
事
実
を
紹
介
す
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

企
画
展
を
担
当
す
る
と
、
展

示
や
関
連
企
画
の
準
備
と
し
て
大

小
さ
ま
ざ
ま
の
調
査
を
お
こ
な
う
。

そ
の
成
果
は
、
解
説
文
や
論
文
に

活
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
諸

事
情
に
よ
り
そ
れ
か
ら
漏
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
会
期
が
終
了
す
れ
ば
、

一
旦
そ
の
テ
ー
マ
は
頭
か
ら
離
れ

る
が
、
逆
に
、
次
の
展
示
の
調
査

を
進
め
る
な
か
で
、
過
去
の
展
示

に
関
連
し
た
新
た
な
知
見
を
得
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
時
、
な
ぜ
あ

の
展
示
に
活
か
せ
な
か
っ
た
の
か

と
後
悔
す
る
の
で
あ
る
。
時
す
で

に
遅
し
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
を

借
り
て
、
私
の
直
近
の
後
悔
を
表

明
す
る
機
会
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。

研
究
に
終
わ
り
は
な
い
な
ど
と
高
説
を
垂

れ
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
く
、
む
し

ろ
成
果
の
不
完
全
さ
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
適
時
取
り
こ
ぼ
し
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
一
番
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
な

か
な
か
で
き
な
い
以
上
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

に
一
区
切
り
が
つ
い
た
後
も
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
ア
ン
テ
ナ
は
常
に
張
っ
て
お
き
た
い
と

改
め
て
自
戒
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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■ 「龍馬と船」
　海の見える・ぎゃらりいでは、現在「幕末の志士
人気ベスト１０」展を9月30日まで開催しています。
展示には人物写真と共にその人物を選んだ理由も
添えてあります。いつ終息を迎えるか分からない
新型コロナウイルスの現状況ですが、幕末の時代
にも新しい明るい未来を信じ生きていた人々のよ
うに、ご自分なりの人物を選び、前向きなエピソー
ドを探してみると、元気がでるかもしれません。
　そして、同会場東壁面側では、6月23日まで開催
されていた企画展「幕末と船」展に因んで、黒船な
ど、幕末にまつわるボトルシップ７点とＮＨＫ大河
ドラマ『龍馬伝』（2010年1月～11月放映　脚本：
福田靖／チーフ演出：大友啓史）で小道具として使
用された船模型を展示しています。
　この模型は、ドラマの中で、主役の坂本龍馬
（福山雅治さん）が来航した黒船を見て、「黒船は
どうゆう仕組みになっちゅうがやろう」と作ったも
のです。
　嘉永６年（1853年）、実際龍馬が目にしたペリー
提督率いるアメリカ合衆国艦隊の黒船は、サスケ
ハナ 号（ 旗 艦 ／ 蒸 気
船）・ミシシッピ号（蒸気
船）・サラトガ号（帆船）・
プリマス号（帆船）の４隻
でした。
　ドラマの中では、龍馬
が巨大な黒船を初めて
目にした時の衝撃や、言

「飛騰」は郵送料のみのご負担でお届けいたします。購読希望の方は120円切手をご希望回数（4回分まで）お送りください。
〒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

開館時間 9：00～17：00　年中無休
入 館 料 一般  500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 114 号（年４回発行）表紙題字：書家 沢田 明子氏

発行日　2020（令和2）年7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
2020年6月20日現在

（1991年11月15日開館以来 28年218日）

◆入館者数 4,301,974人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来 365,214人

編集後記

新型コロナウイルスの流行が続き、私たちの「日常」は新たなかたちに変化しつつありま
す。当館でも3月に2週間あまり、4月に約1ヶ月休館し、消毒液や受付の仕切り板設置など
万全の準備をして再開館いたしました。状況が変動するため、今年の夏休みはたくさんの皆
さまにお越しくださいと言いづらいところもありますが、「飛騰」を通じての発信はこれま
で通りつづけてまいります。（か）

లࣔ෩景 ʮཾഅʯのધܕ

葉にし難い感動と興味を、船作りに没頭した姿で
描かれていたのを思い出します。
　模型は流木の船体に外輪を着け、木の枝を舳と
して紐で結び、和紙を枝に貼った３本のマストを立
て、味わい深い素朴な作りになっています。
　ところで、皆さん「船首像」というのをご存じで
しょうか？航海の安全を願って帆船の舳に取り付
けた彫刻のことです。その歴史は古代ギリシャ・
ローマ時代の船にまで遡るそうです。
　船首像には信仰の対象などを彫ったものから、
カティ・サークの妖精、女神、鷲などの像がみられ
ます。企画展「幕末と船」展では「西洋軍艦構造
分解図説」の中にも船首像が説明されており、ちな
みに“黒船 サスケハナ”には鷲が取り付けてあっ
たようです。また、本館地下１階に展示してある“夕
顔”には女神像が、ボトルシップにも細かい船首
像が付いています。
　７月は海の日もあります。龍馬が愛した船と海
を、是非記念館へ観にいらしてください。

中村　昌代

職
員
紹
介

「
龍
馬
の
魅
力
」

渡
辺
　
芙
月

５
月
よ
り
龍
馬
記
念
館
に

勤
務
し
て
お
り
ま
す
。
高
知
で

育
ち
、
大
学
卒
業
後
は
語
学
習

得
や
観
光
業
に
従
事
す
る
た
め

海
外
で
過
ご
し
、
今
年
２
月
に

高
知
へ
戻
り
ま
し
た
。
日
本
の

行
く
先
を
憂
慮
し
、
よ
り
良
い

日
本
を
目
指
し
奔
走
し
た
坂
本

龍
馬
。
そ
の
行
動
力
や
志
の
強

さ
が
龍
馬
の
魅
力
の
一
つ
だ
と

思
い
ま
す
。
記
念
館
を
訪
れ
た

方
々
が
龍
馬
の
生
き
様
に
触
れ
、

志
を
新
た
に
希
望
を
持
ち
生
き

て
い
け
る
、
そ
の
お
力
に
な
れ

る
よ
う
、
日
々
努
力
し
て
ま
い

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
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長
崎
の
風
頭
公
園
に
建
つ

「
坂
本
龍
馬
之
像
」
は
平
成
元
年

５
月
建
立
か
ら
、
昨
年
で
30
年

を
迎
え
た
。

ཾ
അ
ͱ
ւ
स
の
Ϩ
リ
ồ
ϑ

５
月
18
日
、
式
典
当
日
は
荒
天
と
な

り
、銅
像
近
く
に
あ
る
H
矢
太
楼
〔
長

崎
龍
馬
会
法
人
会
員
〕
を
会
場
と
し
て

式
典
を
開
催
し
た
。

30
年
と
い
う
節
目
で
も
あ
る
が
、
今

回
の
式
典
は
特
別
な
想
い
で
迎
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。
銅
像
製
作
者
で
あ
る
山

崎
和
國
先
生
が
前
年
ご
他
界
さ
れ
た
。

当
会
で
は
毎
年
の
除
幕
記
念
日
に
合
わ

せ
て
銅
像
磨
き
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ

の
時
に
先
生
が
金
粉
塗

料
で
装
飾
を
さ
れ
る
こ

と
で
龍
馬
之
像
の
様
相

は
年
々
輝
き
を
増
し
て

い
た
。製
作
者
が
30
年
も

の
間
、銅
像
に
装
飾
を
加

え
て
き
た
こ
と
の
方
が

異
例
か
も
知
れ
な
い
が
。

先
生
は
病
床
で
式
典
に

向
け
て
記
念
グ
ラ
ス
を

制
作
、寄
贈
し
た
い
と
語

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

勝
海
舟
の
玄
孫
で
ガ
ラ

ス
工
房
を
営
む
髙
山
み

な
子
氏
へ
是
非
製
作
を

依
頼
し
よ
う
と
先
生
と

話
を
進
め
て
い
た
が
、残

念
な
が
ら
企
画
の
段
階

梅
太
郎
は
、
江
戸
で
出

会
っ
た
米
国
人
女
性

と
結
婚
、
ダ
グ
ラ
ス
氏

は
そ
の
曽
孫
で
あ
る
。

一
方
、
龍
馬
は
、
亀
山

社
中
設
立
後
に
才
谷

梅
太
郎
を
名
乗
る
が
、

長
崎
で
小
曽
根
家
に

出
入
り
す
る
龍
馬
は

梅
太
郎
の
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
は
ず
で
、
両

名
の
一
致
は
偶
然
で

は
な
く
、
龍
馬
が
師
匠

の
息
子
の
名
を
拝
借

し
た
の
だ
と
考
え
る

と
面
白
い
。

式
典
で
は
、
演
奏
者

に
も
出
演
し
て
頂
い

た
が
、
月
琴
奏
者
の
琴

音
さ
ん
は
、
龍
馬
の
妻
の
お
龍
に
月
琴

を
教
え
た
小
曾
根
キ
ク
が
最
後
の
弟
子

だ
と
語
っ
た
と
い
う
中
村
き
ら
さ
ん
の

孫
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ク
の
月
琴
を

引
き
継
ぐ
演
奏
者
と
言
え
る
。

ཾ
അ
೭
૾
ݐ
ཱ
の

い

今
回
、
建
つ
う
で
会
の
活
動
時
か
ら

の
念
願
が
叶
っ
た
。
銅
像
建
立
活
動
中

の
昭
和
63
年
秋
に
開
催
し
た
イ
ベ
ン
ト

「
龍
馬
の
夕
べ
」
で
熱
唱
し
た
河
島
英

五
さ
ん
が
ス
テ
ー
ジ
上
で
「
龍
馬
像
が

建
っ
た
ら
ま
た
呼
ん
で
く
れ
よ
な
」
と

言
わ
れ
た
。
そ
の
言
葉
を
忘
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
後
年
に
な
っ

て
英
五
さ
ん
に
会
い
、
龍
馬
之
像
建
立

の
報
告
と
来
崎
を
お
願
い
し
た
の
だ
が

結
局
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ

た
。そ
の
心
残
り
を
果
た
す

の
は
今
回
し
か
な
い
と
思

い
立
ち
、バ
ン
ド
活
動
を
し

て
い
る
息
子
の
河
島
翔
馬

さ
ん
に
会
い
事
情
を
説
明

し
た
結
果
、な
ん
と
英
五
さ

ん
の
ご
伴
侶
、孫
た
ち
も
一

緒
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
の
来

崎
と
な
っ
た
。そ
し
て
念
願

だ
っ
た
「
龍
馬
の
よ
う
に
」

を
父
の
替
わ
り
に
歌
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
、も
う

一
曲
、遺
作
と
な
っ
た
「
旧

友
再
会
」を
多
く
の
出
席
者

と
一
緒
に
歌
う
こ
と
も
で

き
た
。

30
周
年
の
記
念
誌
に
銅

像
建
立
活
動
の
記
録
も

や
っ
と
掲
載
で
き
、
こ
れ
で
建
つ
う
で

会
の
活
動
が
よ
う
や
く
大
き
な
区
切
り

を
迎
え
た
と
実
感
し
た
次
第
で
あ
る
。

今
回
の
式
典
に
は
、
ご
挨
拶
頂
い
た

田
上
市
長
、
県
文
化
観
光
国
際
部
岩
田

正
嗣
次
長
、
全
国
龍
馬
社
中
橋
本
邦
健

会
長
、
翌
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
演

頂
い
た
司
馬
遼
太
郎
記
念
館
上
村
洋
行

館
長
様
、
演
奏
者
、
そ
し
て
北
海
道
か

ら
鹿
児
島
ま
で
の
各
地
の
龍
馬
会
会
員

な
ど
多
く
の
方
々
に
集
っ
て
頂
い
た
。

30
周
年
式
典
を
そ
う
い
う
交
流
の
場
と

す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
改
め
て
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
。

な
お
、
翌
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様

子
は
、
式
典
・
交
流
会
と
共
に
映
像
に

記
録
し
て
い
る
。

長崎、坂本龍馬之像
　建立３０周年式典に集う

で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
。そ
れ
で
、

残
さ
れ
た
手
書
き
の
メ
モ
を
基
に
髙
山

氏
と
デ
ザ
イ
ン
を
詰
め
て
龍
馬
グ
ラ
ス

を
完
成
さ
せ
、
交
流
会
で
お
配
り
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、式
典
を
前
に
、

山
崎
先
生
の
ご
長
男
で
画
家
で
あ
る
誠

一
氏
か
ら
、
先
生
が
生
前
、
制
作
さ
れ

て
い
た
龍
馬
と
海
舟
の
レ
リ
ー
フ
が
銅

像
製
作
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
早
速
そ
の
レ

リ
ー
フ
を
受
け
取
り
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら

帰
国
し
ご
出
席
さ
れ
た
誠
一
氏
に
紹
介

し
て
頂
く
と
と
も
に
、
坂
本
家
十
代
の

坂
本
匡
弘
氏
と
髙
山
み
な
子
氏
へ
贈
呈

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
生
は
式
典
へ

の
出
席
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
式
典
に

こ
う
い
う
形
で
ご
参
加
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。

式
典
に
は
、
龍
馬
と
関
わ
り
の
深
い

人
物
の
ご
子
孫
と
し
て
こ

の
お
二
人
の
他
に
、
小
曽

根
家
当
主
小
曽
根
吉
郎
ご

夫
婦
、
小
曽
根
キ
ク
の
曽

孫
小
曽
根
克
秀
氏
、
同
小

曽
根
淳
二
氏
、
そ
し
て
遠

く
米
国
か
ら
勝
海
舟
の
玄

孫
ダ
グ
ラ
ス
・
ス
テ
ィ
フ
ラ
ー

氏
も
ご
参
列
頂
い
た
。
海

舟
が
長
崎
で
出
会
っ
た
女

性
と
の
間
に
梅
太
郎
が
生

ま
れ
る
。
そ
の
母
親
が
若

く
し
て
死
去
後
、
そ
の
梅

太
郎
を
江
戸
の
勝
家
へ
送

り
届
け
た
の
が
小
曽
根
家

で
あ
り
、
そ
の
時
に
若
き

娘
で
あ
っ
た
キ
ク
も
同
行

し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

長࡚龍馬会ސ
柴崎　賀広

私
の
テ
ー
マ

山崎誠一氏 ダグラス・スティフラー氏

長崎検番　琴音さん 河島翔馬さん
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「麒麟がくる」
… 明智伝説と坂本龍馬 …  坂本世津夫 さん

はじめに
　今回は、坂本世津夫さん（愛媛大学教授）への

インタビューです。お若い頃は銀行マンだったと聞い
ていますが、卓越した ICT能力を活かして大学で教鞭
をとられるようになりました。現在は愛媛県西予市在
住ですが、もとは南国市領石の坂本家先榮の地がご実
家です。しかも「坂本」姓。明智伝説の伝承も含めて、
大河ドラマ「麒麟がくる」の話にも発展しました。今
年の現代龍馬学会の研究発表会は残念ながら中止とな
りましたが、来年の大会で詳しいお話をお聞かせいた
だけるものと期待しています。� （聞き手：宮　英司）

明
智
家
と
坂
本
家
の
関
係

―
―
―
大
河
ド
ラ
マ
の
「
麒
麟
が
く
る
」を
楽

し
く
視
聴
し
て
い
ま
す
。明
智
光
秀
が
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
期
待
感

も
あ
り
ま
す
が
…
。も
う一つ
は
、明
智
光
秀
が

坂
本
龍
馬
の
ご
先
祖
様
で
は
な
い
か
と
い
う

説
も
あ
る
と
聴
き
ま
し
た
。そ
の
あ
た
り
を
わ

か
り
や
す
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

今
年
（
令
和
2
年
）、明
智
光
秀
を
テ
ー
マ

と
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
麒
麟
が
く
る
』が

放
送
さ
れ
て
い
ま
す
。坂
本
龍
馬
と
い
い
、明
智

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」

光
秀
と
い
い
、時

代
の
転
換
点
に

現
れ
た
人
物
は

み
な
土
佐
と
の

関
係
が
深
い
で

す
ね
。そ
れ
は
何

故
な
の
で
し
ょ
う
。

「
麒
麟
」は
、仁

政
を
行
う
王
の

元
に
現
れ
る
と

さ
れ
る
伝
説
の

動
物
ら
し
い
で
す

が
、「
龍
」も
同
じ
で
す
。光
秀
と
龍
馬
は

家
系
と
い
う
点
で
も
、意
志
（
志
）と
い
う

点
で
も
繋
が
って
い
る
と
思
い
ま
す
。想
像

し
て
み
て
下
さ
い
。４
３
０
年
前
ま
で
南

国
市
の
北
部
に
は
長
宗
我
部
元
親
の
居

城
で
あ
る
岡
豊
城
が
あ
り
ま
し
た
。長
宗

我
部
元
親
は
、長
宗
我
部
氏
第
20
代
当

主
・長
宗
我
部
国
親
の
長
男
で
、第
21
代

当
主
で
す
。母
は
、美
濃
斎
藤
氏
の
娘（
号 

祥
鳳
）。正
室
は
、石
谷
光
政
（
足
利
義

輝
の
家
臣
）の
娘
で
、石
谷
頼
辰
・斎
藤
利

三
の
異
父
妹
で
す
。側
室
に
は
、明
智
光

秀
の
妹
の
娘
が
い
ま
す
（
側
室
：
小
少
将
、

明
智
光
秀
の
妹
の
娘
）。そ
し
て
、長
宗
我

部
元
親
の
嫡
男
で
あ
る
信
親
（
天
正
14

年
12
月
12
日
（
１
５
８
７
年
1
月
20
日
）

戸
次
川
の
戦
い
で
死
亡
、享
年
22
）も
、正

室
は
石
谷
頼
辰 

女
と
な
って
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、長
宗
我
部
家
は
、国
親
、

元
親
、信
親
と
三
代
に
わ
た
り
、美
濃
の

斎
藤
家
（
土
岐
氏
）関
係
者
か
ら
夫
人

を
迎
え
て
い
ま
す
。斎
藤
利
三
は
、明
智

光
秀
の
重
臣
で
あ
り
、前
室
は
斎
藤
道
三

の
娘
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、史

料
的
に
明
確
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

後
室
は
、稲
葉
一鉄
の
娘
で
あ
り
、斎
藤
利

宗
、斎
藤
三
存
、そ
れ
に
末
娘
の
福
（
春

日
局
）ら
を
産
ん
で
い
ま
す
。そ
し
て
、福

は
稲
葉
重
通
の
養
女
と
な
り
、江
戸
幕
府

の
第
3
代
将
軍
徳
川
家
光
の
乳
母
と
な

り
ま
し
た
。福
は
、山
崎
の
戦
い
（
天
正

10
年
（
１
５
８
２
年
）6
月
3
日
（
西
暦

7
月
2
日
）、古
来
「
天
王
山
の
戦
い
」と

言
わ
れ
て
い
る
）の
後
、義
理
の
叔
父
で
あ

る
長
宗
我
部
元
親
を
頼
り
、土
佐
の
岡

豊
城
で
過
ご
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。才

谷
に
近
い
南
国
市
亀
岩
に
は
、昔
、

坂
本
城
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
城
跡
に
は
、

墓
石
に
「
坂
本
家
先
祖　

初
代
ハ
亀
岩

坂
本
城
々
主
坂
本
喜
三
兵
衛
天
正
十
年

近
江
坂
本
城
落
城
後
土
佐
ニ
来
リ
長
曽

我
部
元
親
ニ
任
ヘル
父
は
近
江
坂
本
城
々

主
明
智
左
馬
之
助
光
春
ト
伝
ハル
」と
書

か
れ
た
墓
が
あ
り
、「
明
智
左
馬
之
助
光

春　

妻　

明
智
十
兵
衛　

光
秀　

長

女
」と
書
か
れ
た
墓
も
あ
り
ま
す
。最
近

の
墓
石
で
は
あ
り
ま
す
が
、そ
の
背
後
に

古
い
墓
石
が
あ
り
、家
紋
は
桔
梗
紋
（
丸

桔
梗
）で
す
。

こ
の
古
い
墓
石
は
、斎
藤
利
三
の
墓
と
、

う
り
二
つ
の
形
状
を
し
て
い
ま
す
。坂
本

龍
馬
の
先
祖
（
土
佐
で
の
初
代
）に
あ
た

る
坂
本
太
郎
五
郎
の
墓
は
、亀
岩
の
隣
の

谷
で
あ
る
才
谷
に
あ
り
ま
す
。太
郎
五
郎

に
は
、本
能
寺
の
変
の
あ
と
、明
智
光
春
の

子
ど
も
が
土
佐
に
逃
れ
、旧
才
谷
村
に
住

み
着
い
て
百
姓
に
な
っ
た
と
い
う
根
強
い

伝
承
が
あ
り
ま
す
。

以
下
は
、明
智
光
秀
の
居
城
で
あ
っ
た

近
江
坂
本
城
落
城
前
後
の
逸
話
と
し
て
、

大
津
市
下
阪
本
の
天
田
省
三
氏
よ
り
伺
っ

た
内
容
で
す
。

「
光
春
が
帰
城

し
た
時
、家
臣
一

同
は
大
広
間
に

集
め
ら
れ　

光
春

の
妻　

倫
子
か

ら
、こ
こ
で
全
部

死
ん
だ
ら
明
智

家
は
芽
を
吹
く

春
が
な
い
。軍
資

金
も
均
等
分
け

で
家
族
数
を
掛

け
て
包
ん
だ
。こ
れ
を
持
っ
て
親
戚
や
身

寄
り
頼
り
落
ち
延
び
て
ほ
し
い
。身
寄
り

の
無
い
人
は
親
戚
の
四
国
大
名
長
宗
我

部
元
親
公
に
依
頼
状
を
書
く
か
ら
と
家

臣
を
説
得
中
だ
っ
た
。家
臣
達
は
城
を
枕

に
討
死
玉
砕
と
決
意
を
述
べ
て
の
押
し
問

答
だ
っ
た
。光
春
は
帰
城
す
る
な
り
一同
を

見
渡
し
た
。本
能
寺
攻
め
同
様
に
家
臣
は

離
反
者
や
裏
切
り
者
無
く
、全
員
が
揃
い

玉
砕
を
希
望
し
て
い
た
。光
春
は
妻
の
意

見
に
賛
同
し
、坂
本
城
は
明
智
家
や
妻
木

家
の
老
将
で
籠
城
し
て
戦
う
か
ら
妻
の
い

う
様
に
せ
よ
と
命
令
し
た
。更
に
我
ら
夫

婦
の
子　

兼
助
を
土
佐
の
元
親
公
の
下
へ

同
伴
し
て
や
って
く
れ
と
依
頼
し
た
。」と

あ
り
ま
す
。

ま
た
、明
智
左
馬
助
光
春
の
子
孫
、坂

本
龍
馬
の
名
付
由
来
と
し
て
、「
み
ず
う
み

を　

渡
る
明
智
の
陣
羽
織　

墨
絵
の
龍
も　

天
に
昇
り
て
」と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
日
本
武
士
道
の
美
談
「
唐
崎
の

駒
繋
ぎ
松
に
て
愛
馬
大
鹿
毛
と
の
別
れ
」

（
西
教
寺
）

ま
た
、最
近
の
研
究
で
す
が
、坂
本
太

郎
五
郎
は
明
智
光
秀
の
実
子
で
は
な
い
か

と
い
う
説
も
出
て
き
て
い
ま
す
。斎
藤
利

三
の
子
、福
（
春
日
の
局
）も
、明
智
光
秀

の
実
子
で
は
な
い
か
と
。明
智
一族
で
あ
る

土
岐
氏
は
、結
局
は
「
本
能
寺
の
変
」で

滅
び
ま
し
た
が
、福
（
斎
藤
利
三
の
娘
＝

春
日
局
）を
要
に
し
て
、徳
川
で
再
興
を

明智光秀　長女の墓

明智光秀　長女の墓
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「麒麟がくる」
… 明智伝説と坂本龍馬 …

profile

坂
本
世
津
夫
（
さ
か
も
と
・
せ
つ
お
）

高
知
県
南
国
市
生
ま
れ
。
2
0
0
2

年
4
月
か
ら
2
0
0
5
年
3
月
ま
で
、

愛
媛
大
学
に
て
「
地
域
情
報
学
」（
伊
予

銀
行
寄
附
部
門
）
を
担
当
。
2
0
0
5

年
4
月
か
ら
2
0
1
1
年
3
月
ま
で
、

高
知
大
学
国
際
・
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー

教
授（
生
涯
学
習
部
門
長
）。
2
0
1
4

年
10
月
よ
り
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
　
南
予
担
当
）。
2
0
1
9
年
10

月
よ
り
愛
媛
大
学
地
域
協
働
セ
ン
タ
ー

南
予
・
副
セ
ン
タ
ー
長
。

日
本
の
情
報
化
を
、
地
域
と
い
う
視

点
で
見
直
し
、
地
域
に
お
け
る
「
知
的

能
力
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
」
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な

産
業
集
積
や
地
域
の
活
性
化
（
地
域
の

自
立
）
が
実
現
で
き
な
い
か
、
研
究
・

実
践
し
て
い
る（
I
C
T
利
活
用
促
進
）。

地
域
情
報
化
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
総
務

省
）、
地
域
活
性
化
伝
道
師
（
内
閣
官

房
）、一
般
社
団
法
人
日
本
テ
レ
ワ
ー
ク

協
会
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
現
代
龍
馬
学
会

（
理
事
）、マ
イ
ル
ド
さ
国
党
（
党
首
）
等

インタビューインタビューインタビューインタビューインタビューインタビューインタビューインタビューインタビューインタビュー
話題人

図
っ
た
の
だ
と
想
像
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、明

智
光
秀
も
、天
海
と
し
て
、「
見
ざ
る
、言
わ
ざ
る
、

聞
か
ざ
る
」の
中
に
、再
興
を
果
た
し
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。全
て
は
、日
光
東

照
宮
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
本
能
寺
の
変
」の

目
的
は
いっ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。一
義
的
に
は
、

や
は
り
、土
佐
に
い
る
土
岐
一
族
を
救
い
た
い
と

い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。織

田
信
長
に
と
っ
て
は
、や
は
り
土
佐
は
脅
威
で
し

た
。し
か
し
、他
に
も
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。時
代
が
下
り
、坂
本
龍
馬
が
暗
殺
さ

れ
た
理
由（
目
的
）は
何
で
あ
っ
た
の
か
、光
秀
の

「
役
割
」と
似
か
よ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

―
―
―
少
し
ダ
ブ
り
ま
す
が
、明
智
家
と
坂
本
家
の

つ
な
が
り
を
明
快
に
…
。そ
れ
と
坂
本
先
生
と
の
つ

な
が
り
も
、ぜ
ひ
教
え
て
く
だ
さ
い
。

明
快
に
、で
す
か
、難
し
い
で
す
ね
。以
上
述

べ
た
よ
う
に
、美
濃
の
斎
藤
家
、明
智
光
秀
と
は
、

長
宗
我
部
国
親
、元
親
、信
親
と
３
代
に
渡
り

深
い
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。理
由
は
、斎
藤
家

が
武
勇
に
長
け
て
お
り
、そ
の
血
が
欲
し
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。そ
れ
が
逆
に
織
田

信
長
や
他
の
四
国
勢
（
三
好
、河
野
、十
河
）に

と
って
は
次
第
に
脅
威
に
な
って
いっ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

亀
岩
に
あ
る
坂
本
家
が
、「
本
能
寺
の
変
」の

前
に
な
る
の
か
、後
に
な
る
の
か
調
べ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、ま
だ
調
べ
て
い
ま
せ
ん
。令
和
元

年
6
月
30
日
（
日
）、高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記

念
館
主
任
学
芸
員
の
亀
尾
美
香
氏
、南
国
市
岡

豊
町
在
住
の
窪
添
氏
（
南
国
市
宍
崎
出
身
）と

一
緒
に
、宍
崎
に
あ
る
「
薬
師
」の
確
認
に
行
っ

て
き
ま
し
た
。こ
の
薬
師
は
、坂
本
家
の
先
祖

が
、京
都
（
山
城
の
国
）か
ら
逃
れ
る
と
き
に
運

ん
で
き
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。そ
し
て
、坂
本
十

兵
衛
重
家
が
土
佐
に
来
た
最
初
の
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。ま
だ
、詳
細
な
調
査
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
。坂
本
姓
で
す
が
、本
能
寺
の
変
の
あ

と
日
本
の
各
地
に
逃
れ
た
明
智
光
秀
の
家
臣
に

「
坂
本
」の
姓
を

名
乗
ら
せ
た
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。本
能
寺
の

変
の
前
か
ら
土
佐

に
住
ん
で
い
た
明

智
や
斎
藤
の
家
臣

も
、坂
本
姓
を
名

乗
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
亀
岩
に

は
、当
時
の
古
い
墓

石
が
沢
山
あ
り
ま

す
が
、「
坂
本
」と
か

「
阪
本
」
と
い
う

姓
が
多
い
よ
う
で
す
。近
江
の
坂
本
城
で

す
が
、地
名
は
「
下
阪
本
」に
な
り
「
阪
」

の
字
で
す
。明
智
光
秀
の
菩
提
寺
「
西
教

寺
」が
あ
る
の
は
「
坂
本
」と
い
う
地
名

に
な
り
ま
す
。大
阪
も
、昔
は
大
坂
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、坂
と
阪
に
は
、武
士
と

商
人
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

私
の
先
祖
も
、本
能
寺
の
変
以
降
か
以

前
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、４
０
０
年
以

上
前
か
ら
領
石
（
本
家
は
亀
岩
）に
住
ん

で
い
る
と
思
い
ま
す
。当
然
、先
祖
は
明

智
光
秀
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
が
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

理
由
は
、昔
は
家
系
や
重
要
な
事
柄
は
、

嫡
男
（
長
男
）に
口
頭
で
伝
達
す
る
の
が

し
き
た
り
で
、資
料
（
書
き
物
）と
し
て

は
残
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

地
域
の
本
当
の
歴
史
を
読
み
解
く
為
に

―
―
―
い
ま
、愛
媛
大
学
で
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
ご
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
ま
た
、先
生

の
今
後
の
研
究
テ
ー
マ
、ま
た
は
力
を
入
れ
て

い
き
た
い
分
野
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

愛
媛
大
学
で
は
社
会
連
携
推
進
機
構

に
所
属
し
、愛
媛
県
南
予
地
域
の
地
域

連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
し
て
い
ま
す
。

南
予
９
市
町
の
地
域
課

題
（
ニ
ー
ズ
）と
、大
学
の

シ
ー
ズ
を
連
携
さ
せ
る
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。昨
年

10
月
に
は
愛
媛
大
学
地

域
協
働
セ
ン
タ
ー
南
予
が

西
予
市
宇
和
町
に
設
置

さ
れ
、副
セ
ン
タ
ー
長
に

就
任
し
ま
し
た
。西
予
市

は
、長
宗
我
部
元
親
が
四

国
を
平
定
す
る
上
で
も
、

ま
た
坂
本
龍
馬
が
脱
藩

す
る
上
で
も
、非
常
に
重

要
な
場
所
で
す
。

今
、一
番
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
、哲
学
、

歴
史
、文
学
、社
会
学
な
ど
の
研
究
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
、老
子
・荘
子
、ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
哲
学
ま
で
、幅

広
く
研
究
を
し
て
い
ま
す
。ま
た
、異
能

人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
「
西
予
開
成

塾
」を
立
ち
上
げ
、天
才
児
教
育
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

―
―
―
最
後
に
、現
代
龍
馬
学
会
の
会
員
へ

一言
お
願
い
し
ま
す
。

研
究
と
い
う
も
の
は
、や
は
り
予
測
を

立
て
て
、そ
れ
を
実
証
し
て
い
く
こ
と
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。仮
説
、推
論
、実
証
で

す
。ト
ロ
イ
ア
遺
跡
を
発
見
し
た
ハ
イ
ン

リ
ッ
ヒ
・シ
ュ
リ
ー
マ
ン
は
、幼
少
の
こ
ろ
に

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』に
感
動
し

た
こ
と
が
、ト
ロ
イ
ア
発
掘
を
志
し
た
き
っ

か
け
だ
っ
た
そ
う
で
す
。シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の

時
代
に
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
手
段

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、現
代
は
巨
大

な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
串
刺
し
に
し
て
（
駆

使
し
て
）、地
域
の
本
当
の
歴
史
・姿
を
読

み
解
く
こ
と
が
可
能
で
す
。単
に一
地
域
、

一
人
物
の
研
究
で
は
な
く
、歴
史
的
な
側

面
か
ら
も
仮
説
を
立
て
て
、地
域
に
足
を

運
ん
で
実
証
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も

重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

薬師堂と坂本十兵衛重家の墓

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館・現
代
龍
馬
学
会

第
12
回
総
会
書
面
議
決
の
ご
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、第
12
回
総
会
を
中
止
し
、2
0
2
0
年
度

の
事
業
計
画
や
予
算
等
の
総
会
審
議
事
項
に
つ

い
て
は
書
面
議
決
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
は
次
の
通
り
で
す
。

会
員
数
　
1
1
9
名

第
1
号
議
案（
1
）（
2
）（
3
）　

賛
成
73
名
　
反
対
0
名
　
回
答
な
し
46
名

第
2
号
議
案（
1
）（
2
）

賛
成
73
名
　
反
対
0
名
　
回
答
な
し
46
名

以
上
に
よ
り
規
約
第
9
条（
議
決
）に
基
づ
き
、

す
べ
て
の
議
案
に
つ
い
て
、過
半
数
の
賛
成
を
も
っ

て
可
決
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館・現
代
龍
馬
学
会

会
長
　
宮
　
英
司
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足利市の渡良瀬橋（車道鉄橋）

岡上家墓地と背景にある湖沼（池）。筆者の母・
綾子（花飾りのある十字架）の埋葬式。筆者は
26 歳（右端）＝昭和 41（1966）年 4月、高知市
丹中山で

コラム・龍馬のこと

であるが、ં々ۀの本ࢲめにԠじてֆを描くのがٻӃのࣉ
きউ手に龍馬を描きはじめたのは、生日、࣍உ、大ฑなど
と共௨点を見付けてはָしくなり、ちょっとචをらせたのが々
のきっかけであった。

龍馬を描くに外せないࡾつのಛがある。
「๗」「付」「ϒーπ」である。
ཚれは࠷も龍馬らしいから外せない第一の݅、家は坂

本家というより、龍馬をݶఆできて外せない。そして全身像となる
とやはりϒーπは入れたい。

に寄りֻ かった༗名な写真、ϒーπをཤきԕ望する༷な؟
しࠩ、ߋに手を組みをམし しࠩにした༷なもう一ຕの写真、い

ͣれもϒーπがόッチリŇ
ԕ望というより「ۙࢹだから」というもある。「ϒーπ」はࡱ

Ө用の小道具というもある。が、描く時にはそのはฉこえな
い。もとよりֶ ज़తな意味は無いのだからきに༡Ϳ。

龍馬はཚれの方が、そしてϒーπをཤいてᮣาする方がよ
くࣅ合う。

海外とのަқを目ࢦしていたというから、ೋӪきの隊旗をし
て頭をりӽえてਐΉԕ望の図という方がֆになる。

龍馬を中৺に海ԉ隊を描いた。顔のわからない人は想像でิ
う。ޙ年、のཁ人となりҖݫあるをたくわえた姿の、Ԟ
फޫなど、時代のงғ気が出て面നいと、ଞのࣆ姿の隊士ୡ
の中に描き入れたり、海ԉ隊ઃ立時には、طにނ人となってい
るۙ౻長࣍、ଂଠもવ入れた。

いやはやֆとは しָい、一つの画面に時間をӽして人物ୡ
がฒͿ。さてຢ、ボチボチ龍馬と画面の中で༡びましょうか。

「龍馬を描く」
江本象岳（仏画家）

高知市୮
㆟ ㇓

中
ㆡ

山の坂本家のุ地からೆ西やや下方に、Ԭ
ㆈㆉㆮㆄㆆ

্家ุ地が
見える。しかし、その存在を知る人はごくۇかだろう。坂本家ุ地
からゆっくりาいて３、４分΄どの所だ。時ંࢀഈして下さる方も
いるらしく、小મや՛子など、時にはञの小ළがԬ্新

㆗ ㇓ ㆙ ㆐

ำのุ前に
ある。新ำ以前のԬ্家代々のุ地は高知市ᤰ

ㆀ ㆞ ㆄ ㆮ

の真फࣉ山の４か
所にある。

時は安 5（1858）年に遡る。この年、Ԭ্新ำと坂本Ե女の間
に長உ・ࣻଠが生まれた。因みに、坂本龍馬がԵ女にѼてた手紙
に記したࣾଠはこのࣻଠであり、龍馬のて字である。

それはさておき、ࣻଠは明治４（1871）年 1 月 29 日 14 にしࡀ
て病没した。大มՄ愛がっていた࠺は୰き൵しんだことだろう。
時の্ொから真फࣉ山はかなりԕい、୮中山ならす͙ۙくであ
る。ڪらくԵ女のܭらいで坂本家ุ地のۙくに地をٻめたと思
う。そして、࠺はަ代でࣻଠの

㇈

Հ
ㆨ ㆍ

をした。そのとき新ำはӍ
にଧたれて෩अをͻき、それが元で病没した。明治 4 年 7 月３日ڗ
年 56 かۇޙで、ࣻଠ没ࡀ 5 か月ޙのことであった。

さて、現在のԬ্家ุ地のपลは新興ॅ地となっているが、小
生がएかりしࠒは、このपลはき
れいなބপ（）でޥやなどの
৭のྑいとこܠӨも見られたڕ
ろであった。数年前、歴史写真
家の方から言われた。「൚

ㆲ ㇍ ㆤ 

、さんࠂ
このԬ্家ุ地は坂本家とのԑ
えて、歴史తに意ٛのあߟからނ
る場所じゃき、ઈ対にଞ所へҠし
たらいかんͥよʂ」と。

「歴史的に意義のある墓地」
岡上　汎告（坂本乙女の曾孫）

“ 話してみるかよ ”

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
四
十
二
）
ー

歌
枕
を
訪
ね
て

宮 

川　

禎 

一

ひ
と
は
何
の
た
め
に
旅
を
す
る
の

か
？
経
済
合
理
主
義
者
に
は
不
可
解
だ

ろ
う
。
家
で
じ
っ
と
し
て
い
た
ら
老
後

の
お
金
が
貯
ま
る
の
に
。
し
か
し
多
く

の
ひ
と
は
「
非
合
理
な
旅
」
に
出
る
も

の
だ
。
以
下
に
筆
者
の
印
象
に
残
っ
た

旅
の
場
所
を
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
し
て
み

よ
う
。

第
七
位　

福
島
県
・
白
河
の
関
。
松

平
定
信
が
こ
こ
だ
と
し
た
古
代
の
関
所

址
。
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
や
能
因
法

師
の
和
歌
で
名
高
い
歌
枕
。

第
六
位　

イ
タ
リ
ア
・
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
旧
市
街
地
の
風
情
。
イ
ギ
リ
ス

映
画
『
眺
め
の
い
い
部
屋
』（
お
嬢
様

の
修
学
旅
行
）
の
強
い
印
象
。

第
五
位　

鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
に
ま

た
が
る
霧
島
山
高
千
穂
の
峰
。
も
ち
ろ

ん
龍
馬
・
お
り
ょ
う
の
登
山
で
有
名
。

龍
馬
フ
ァ
ン
の
聖
地
だ
が
、
登
っ
た
こ

と
が
な
い
と
い
う
人
が
多
い
の
は
残
念
。

第
四
位　

エ
ジ
プ
ト
・
王
家
の
谷
の

ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
墓
。
少
年
時
代
に
読

ん
だ
『
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
王
の
秘
密
』

を
思
い
出
し
て
し
み
じ
み
。

第
三
位　

岩
手
県
遠
野
市
の
カ
ッ
パ

淵
。柳
田
国
男『
遠
野
物
語
』か
ら
。き
ゅ

う
り
で
カ
ッ
パ
を
釣
ろ
う
と
す
る
仕
掛

け
あ
り
。
釣
れ
な
い
け
ど
。

第
二
位　

イ
ギ
リ
ス
・
ロ
ン
ド
ン
の

ア
ビ
ー
ロ
ー
ド
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ア
ル

バ
ム
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
お
な
じ
み
の
横
断

歩
道
。
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
ま
す
よ

ね
？
え
、
ま
だ
な
の
？

第
一
位　

栃
木
県
足
利
市
の
渡
良
瀬

橋
。
昨
年
、
足
利
学
校
を
見
学
し
て
、

案
内
所
で
観
光
パ
ン
フ
を
手
に
し
た
ら

森
高
千
里
の
楽
曲
「
渡
良
瀬
橋
」
が
す

ぐ
そ
こ
の
橋
だ
と
あ
っ
て
仰
天
。
な

ん
と
な
く
渡
良
瀬
川
に
か
か
る
橋
は
み

ん
な
そ
ん
な
名
前
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

橋
の
そ
ば
に
歌
碑
ま
で
あ
っ
て
び
っ
く

り
。
こ
れ
ほ
ど
故
郷
と
昔
の
恋
を
せ
つ

な
く
歌
っ
た
名
曲
が
他
に
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
ま
さ
に「
夕
日
が
き
れ
い
な
街
」

「
風
邪
を
ひ
い
ち
ゃ
い
ま
し
た
」
で
す

よ
。
行
け
て
良
か
っ
た
。

ひ
と
は
「
歌
枕
」
を
訪
ね
る
も
の
。

物
語
の
力
で
動
か
さ
れ
る
旅
人
で
す
よ

ね
。




