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観
光
地
に
観
光
客
の
方
々

を
招
き
入
れ
る
こ
と
で

す
。
お
よ
そ
一
年
間
の
会

期
中
、「
龍
馬
の
ふ
る
さ

と
高
知
」
の
パ
ビ
リ
オ
ン

に
は
、
90
万
人
を
超
え
る

方
々
が
ご
来
場
く
だ
さ
り
、

観
光
博
覧
会
が
大
い
に
賑

わ
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
平
成
29

年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り

開
催
し
ま
し
た
「
志
国
高

知
幕
末
維
新
博
」
で
す
。

大
政
奉
還
と
明
治
維
新
か

ら
１
５
０
年
に
あ
た
る
年

を
生
か
し
た
観
光
誘
客
を

図
ろ
う
と
、
グ
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ン
し
た
高
知
城
歴

史
博
物
館
と
坂
本
龍
馬
記

念
館
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
龍
馬
先
生

を
は
じ
め
、
本
県
が
輩
出
し
た
英
傑

ゆ
か
り
の
地
の
歴
史
文
化
施
設
を

中
心
に
、
合
わ
せ
て
25
の
会
場
を
設

け
ま
し
た
。

こ
の
歴
史
観
光
博
覧
会
で
は
、
龍

馬
先
生
が
新
国
家
と
い
う
文
字
を

し
た
た
め
た
、
い
わ
ゆ
る
「
新
国
家

の
手
紙
」
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と

に
よ
り
、
全
国
的
な
話
題
化
を
図
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

各
会
場
に
お
い
て
、
日
本
の
転
換

点
と
な
っ
た
期
に
、
地
方
に
あ
り
な

が
ら
日
本
を
何
と
か
し
よ
う
と
新

し
い
国
づ
く
り
に
貢
献
し
た
英
傑

た
ち
の
足
跡
や
息
吹
を
体
感
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
貴
重
な
書
状
や
、

古
文
書
、
武
具
、
衣
装
、
工
芸
品
、

古
写
真
と
い
っ
た
本
物
の
展
示
を

通
し
て
、
そ
の
土
地
土
地
の
歴
史
の

意
義
深
さ
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
２

年
間
の
合
計
で
、
３
３
４
万
人
を
超

え
る
方
々
が
ご
来
場
く
だ
さ
り
、
ほ

ん
と
に
多
く
の
方
々
に
土
佐
の
多

様
な
歴
史
を
深
く
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
、
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。
両
博
覧
会
と
も

に
、
龍
馬
先
生
が
助
け
て
く
だ
さ
っ

た
と
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。

当
館
は
、
本
年
の
11
月
15
日
に
開

館
30
周
年
を
迎
え
ま
す
。
あ
ら
た
め

ま
し
て
、
国
内
外
の
多
く
の
皆
様
方

に
、
当
館
の
「
創
館
」
か
ら
「
龍
馬

へ
の
入
口
」、そ
し
て「
龍
馬
の
殿
堂
」

へ
と
進
化
を
遂
げ
る
ま
で
、
そ
し
て

今
も
な
お
、
多
大
な
る
お
支
え
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
心
よ

り
敬
意
と
感
謝
を
表
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

龍
馬
先
生
は
、
混
迷
を
極
め
た
激

動
の
時
代
の
大
き
な
流
れ
を
読
み
取

り
、
民
主
主
義
国
家
と
貿
易
立
国
と

し
て
の
独
り
立
ち
を
描
き
、
国
の
未

来
の
た
め
に
、
ひ
る
む
こ
と
の
な
い

行
動
力
で
奔
走
し
、
時
代
の
転
換
に

大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大

仕
事
は
１
５
０
有
余
年
を
経
た
今
も

な
お
、
今
ま
た
数
多
く
の
課
題
に
直

面
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
私
た

ち
に
深
い
感
銘
と
大
き
な
勇
気
を
与

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

当
館
で
は
こ
れ
か
ら
も
、
先
生
の

偉
大
な
志
と
歴
史
的
役
割
を
、
偉
業

や
功
績
の
顕
彰
を
通
じ
て
、
次
の
世

代
、
ま
た
そ
の
次
の
世
代
へ
と
末
永

く
受
け
継
ぎ
ま
す
と
と
も
に
、
共
感

の
輪
を
さ
ら
に
大
き
く
広
げ
ら
れ
る

よ
う
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

私
な
り
の
等
身
大
で
、
職
員
一
同
、

こ
う
し
た
努
力
を
一
生
懸
命
、
続
け

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
坂
本
龍
馬
記

念
館
を
お
支
え
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
皆
々
様
方
の
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
、

ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
何
と
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

館
長
　
吉
村
大（
よ
し
む
ら・だ
い
）

皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。

本
年
４
月
か
ら
坂
本
龍
馬
記
念
館

の
第
4
代
目
館
長
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
吉
村
大
と
申
し
ま
す
。

拝
命
の
直
前
は
、
高
知
県
庁
観
光

振
興
部
の
職
員
と
し
て
、
観
光
関
連

業
界
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
皆
様

方
と
と
も
に
官
民
総
ぐ
る
み
で
、
観

光
地
と
し
て
の
磨
き
上
げ
と
、
観
光

誘
客
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

坂
本
龍
馬
先
生
と
私
の
所
縁
を
ご

紹
介
し
ま
す
と
、
一
つ
に
は
、
平
成

22
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
で
、

こ
れ
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
観
光
博
覧
会
「
土
佐
・
龍
馬
で

あ
い
博
」
で
は
、
観
光
振
興
部
の
担

当
課
長
と
し
て
、
現
場
の
総
括
責
任

者
の
役
割
を
担
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

同
博
覧
会
の
ね
ら
い
は
、
ド
ラ
マ

と
連
動
し
た
企
画
展
示
を
行
う
パ
ビ

リ
オ
ン
を
県
内
４
か
所
に
設
け
て
、

そ
こ
を
入
り
口
に
桂
浜
や
坂
本
龍
馬

記
念
館
を
は
じ
め
、
県
内
隅
々
の
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当
館
誕
生
の
契
機
は
、
龍
馬
生
誕
１
５
０
年
に

当
た
る
昭
和
60（
１
９
８
５
）年
の
前
年
に
さ
か
の
ぼ

る
。
次
の
世
代
の
人
々
が
、
龍
馬
に
つ
い
て
正
し
い

理
解
と
認
識
を
持
ち
、
龍
馬
の
先
見
性
や
柔
軟
な

発
想
、
積
極
的
な
行
動
力
な
ど
を
受
け
継
い
で
も

ら
お
う
と
、
高
知
商
工
会
議
所
青
年
部
、
高
知
県

商
工
会
青
年
部
連
合
会
な
ど
高
知
県
下
12
の
青
年

グ
ル
ー
プ
が
、
記
念
事
業
と
し
て
募
金
で
記
念
館
を

建
設
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
「
坂
本
龍
馬
生
誕

１
５
０
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
」
を
結
成
し
た
。

完
成
後
に
高
知
県
へ
寄
贈
し
た
の
で
「
高
知
県
立
坂

本
龍
馬
記
念
館
」
と
し
て
誕
生
し
た
。

平
成
３
年
に
建
物
は
完
成
し
た
も
の
の
、
展
示

資
料
の
収
集
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
そ
う
し

た
中
、
密
か
に
資
料
収
集
の
た
め
に
動
い
て
く
だ
さ
っ

て
い
た
方
が
い
た
。
そ
れ
は
『
坂
本
龍
馬
全
集
』
の

編
集
・
解
説
を
さ
れ
た
作
家
の
宮
地
佐
一郎
先
生
だ
っ

た
。
開
館
の
４
年
前
に
当
た
る
昭
和
62（
１
９
８
７
）

年
か
ら
東
京
の
自
宅
近
く
の
古
美
術
商
に
通
い
、
い

ず
れ
開
館
さ
れ
る
龍
馬
記
念
館
の
た
め
に
私
費
で

資
料
収
集
を
始
め
た
。
そ
し
て
、開
館
時
に
は
30
点
、

以
後
折
り
に
触
れ
て
25
点
を
寄
贈
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
の
最
初
の
30
点
が
無
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
資
料
が

無
い
ま
ま
で
の
開
館
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
開
館
し
た
当
館
は
、
現
在
１
、２
０
０

点
を
超
え
る
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。
龍
馬
の
真

筆
書
簡
７
点
や
土
佐
藩
京
都
藩
邸
史
料
な
ど
貴
重

な
資
料
も
増
え
て
き
た
。
こ
こ
で
は
運
命
的
な
出

会
い
を
感
じ
た
２
件
の
資
料
に
つい
て
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
１
件
目
は
、
平
成
18（
２
０
０
６
）年
の
武
市

半
平
太
書
簡
で
あ
る
。
当
館
は
前
年
８
月
に
２
代

目
の
館
長
と
し
て
森
健
志
郎
氏（
故
人
）が
就
任
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
平
成
18
年
７
月
か
ら
は
「
そ
れ

ぞ
れ
の
幕
末
―
龍
馬
・
半
平
太
・
そ
し
て
以
蔵
」
展

を
開
催
す
る
予
定
と
な
って
い
た
。開
催
の
1
ヶ
月
前
、

森
館
長
の
中
学
時
代
の
友
人
で
軟
式
テ
ニ
ス
の
ダ
ブ
ル

ス
を
森
館
長
と
組
ん
で
い
た
方
が
不
意
に
訪
ね
て
来

ら
れ
、「
武
市
半
平
太
の
書
簡
を
持
って
い
る
」
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
。
そ
の
書
簡
は
半
平
太
の
尊
王
思
想

を
知
る
上
で
最
良
の
書
簡
を
含
む
３
点
で
、
一
部
の

研
究
者
し
か
所
在
を
知
ら
な
い
貴
重
な
資
料
だ
っ
た
。

所
蔵
者
の
方
は
、
半
平
太
が
切
腹
す
る
際
に
介
錯

を
務
め
た
小
笠
原
保
馬
の
家
系
に
繋
が
る
方
だ
っ
た
。

保
馬
は
半
平
太
の
甥
に
当
た
る
人
物
で
、
お
そ
ら

く
武
市
家
か
ら
形
見
分
け
で
貰
っ
た
資
料
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
森
館
長
も
初
め
て
知
っ
た
と
驚
い
て
お
り
、

運
命
を
感
じ
る
出
会
い
だ
っ
た
。

も
う
１
件
の
資
料
は
、
慶
応
３（
１
８
６
７
）年
10

月
13
日
後
藤
象
二
郎
宛
龍
馬
書
簡
の
草
案
で
あ
る
。

後
藤
に
送
っ
た
原
本
は
古
い
文
献
に「
中
島
家
文
書
」

と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
海
援
隊
士
の
中
島
信
行
の

家
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
現
代
で
は
行
方
不
明
に
な
って
お
り
、
平
成
16

（
２
０
０
４
）年
11
月
に
中
島
家
ご
子
孫
の
方
と
ご
縁

が
あ
り
、
書
簡
の
所
在
を
尋
ね
て
み
る
と
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
際
に
資
料
を
疎
開
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
、

お
そ
ら
く
蔵
と
共
に
焼
失
し
た
と
思
う
、
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
完
全
に
諦
め
て
い
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
『
龍
馬
伝
』
が
放
送
さ
れ
た
平
成
22（
２
０
１
０
）

年
７
月
、
高
知
県
内
の
方
か
ら
、
同
じ
内
容
の
書

簡
を
持
っ
て
い
る
と
連
絡
が
あ
り
、
調
査
の
結
果
、

草
案
だ
と
判
明
し
た
。

資
料
と
の
出
会
い
は
所
蔵
者
と
の
出
会
い
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
様
々
な
物
語
が
あ
る
。
通
常
の
展
示
で
は
、

資
料
を
展
示
し
内
容
を
解
説
す
る
パ
ネ
ル
を
設
置

す
る
が
、
本
企
画
展
で
は
、
こ
の
よ
う
な
所
蔵
者
と

の
物
語
を
中
心
に
据
え
て
紹
介
す
る
。

三
浦
夏
樹

「
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
軌
跡

　
　

―
出
会
い
の
奇
跡
を
た
ど
る
」展

会
期
：
令
和
３
年
７
月
６
日（
火
）〜
令
和
３
年
９
月
14
日（
火
）

開
館
30
周
年
企
画
展

　

平
成
３（
１
９
９
１
）年
11
月
15
日
に

開
館
し
た
当
館
は
、今
年
の
11
月
15
日

で
開
館
30
年
と
な
る
。
開
館
以
来
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
龍
馬
伝
』
の
放
送

や
新
館
建
設
な
ど
、大
き
な
節
目
の
年

に
は
重
要
な
資
料
が
発
見
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
ら
の
資
料
が
ど
う
い
う
経
緯

で
所
蔵
者
に
受
け
継
が
れ
、
当
館
へ
の

収
蔵
に
繋
が
っ
た
か
、
当
館
の
軌
跡
を

振
り
返
り
な
が
ら
、資
料
と
所
蔵
者
と

の
奇
跡
的
な
出
会
い
を
紹
介
す
る
。
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展示室風景

展示関連企画として5月23日（日）に実施した安田町バスツアー
の様子。梅雨時にもかかわらず天候に恵まれ、髙松家の墓所など
を見学した。

若き日の太郎が龍馬と同じく日根野弁治に小栗流を学んだことを示す免状
（安田町教育委員会）

弟・直寛から直（太郎）への手紙（坂本直資料・当館）

今
回
の
展
示
を
通
じ
、
改
め
て
太
郎
と
そ
の
周

辺
を
見
直
す
こ
と
で
分
か
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ

る
。
た
と
え
ば
、
か
ね
て
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と

だ
が
、
順
蔵
が
な
ぜ
長
男
・
二
男
と
も
坂
本
家
へ

養
子
に
出
し
、
弟
・
勇
蔵
を
髙
松
家
の
後
継
者
と

し
た
の
か
に
つい
て
は
、高
知
城
歴
史
博
物
館
の「
郷

士
年
譜
」
に
、
順
蔵
が
天
保
4
年
（
巳
年
で
あ
る

が
卯
年
と
記
し
て
お
り
、
卯
年
で
あ
る
天
保
14
年

の
誤
記
か
）、
病
を
理
由
に
勇
蔵
を
養
子
と
し
て

届
け
出
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
太
郎
が
幼
少
で

あ
っ
た
早
い
時
期
に
勇
蔵
を
跡
取
り
と
し
、
そ
の
ま

ま
勇
蔵
が
跡
を
継
い
だ
結
果
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
の
間
、
勇
蔵
は
自
分
の
跡
を
太
郎
に
継
が
せ

よ
う
と
し
た
が
、
既
に
藩
外
に
あ
っ
た
太
郎
が
「
志

が
あ
る
」
と
し
て
そ
れ
を
断
り
、
順
蔵
も
息
子
の
意

思
を
尊
重
し
た
い
と
勇
蔵
に
告
げ
て
い
た
こ
と
も
判
明

し
た
（
「
高
知
藩
坂
本
龍
馬
家
名
被
建
下
事
」、
国
立

公
文
書
館
「
官
符
原
案　

辛
未
三
秋　

第一」
所
収
）。

太
郎
が
龍
馬
の
遺
跡
養
子
に
な
っ
た
の
も
（
明
治
4
年
）、

二
男
の
習
吉
が
権
平
の
養
子
に
な
っ
た
の
も
（
明
治
2

年
）、
勇
蔵
が
髙
松
家
を
相
続
し
た
明
治
元
年
よ
り
後

の
こ
と
で
、
順
蔵
の
息
子
が
2
人
と
も
髙
松
家
を
継
が

な
かっ
た
の
は
結
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
太
郎
が
受
け
取
っ
た
書
簡
の
宛
先
な
ど
か
ら
、

長
く
東
京
に
住
ん
で
い
た
太
郎
が
麹
町
を
住
所
と
し
、

少
な
く
と
も
明
治
26
年
頃
ま
で
麹
町
に
住
ん
で
い
た

こ
と
も
分
か
っ
た
（
理
由
は
不
明
だ
が一時
期

四
谷
区
尾
張
町
に
も
居
住
）。
こ
れ
は
書
簡

が
1
点
2
点
で
な
く
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ

た
数
量
で
残
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
判
明
す
る

事
柄
で
あ
る
。

坂
本
直
資
料
に
お
い
て
極
め
て
特
徴
的
で

あ
る
新
政
府
の
箱
館
時
代
の
資
料
に
つ
い
て

は
、
い
ま
だ
未
解
明
の
部
分
が
多
く
残
さ
れ

て
い
る
。
目
録
で
年
未
詳
と
し
た
資
料
に
も
、

箱
館
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
資
料
が
散
見

さ
れ
、
今
後
専
門
的
な
研
究
者
の
目
を
通

し
て
新
た
な
発
見
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

最
後
と
な
っ
た
が
、
展
示
開
催
に
ご
協
力

く
だ
さ
っ
た
関
係
各
位
に
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
る
。

亀
尾
美
香

「
海
援
隊
士
・
髙
松
太
郎
」展
を
終
え
て

令
和
3
年
度　

企
画
展

本
展
は
平
成
29
年
度
に
寄
贈
さ
れ
た
坂

本
直
（
髙
松
太
郎
）
資
料
を
、
展
示
と
し

て
初
め
て
披
露
す
る
も
の
と
し
て
企
画
し

た
。坂
本
直
資
料
か
ら
、太
郎
が
受
け
取
っ

た
書
簡
な
ど
17
点
の
他
、
館
が
寄
託
を
受

け
て
い
る
弘
松
家
資
料
か
ら
太
郎
の
両
親

で
あ
る
順
蔵
と
千
鶴（
龍
馬
の
姉
）の
資
料
、

寄
託
品
を
含
め
髙
松
家
の
資
料
を
多
く
所

蔵
す
る
安
田
町
か
ら
借
用
し
た
太
郎
の
小

栗
流
免
状
な
ど
、
合
わ
せ
て
24
点
を
展
示

し
た
。
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記
念
館
前
に
聖
火
が
灯
る

４
月
19
日
朝
、
世
紀
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ベ

ン
ト
を
祝
福
す
る
か
の
よ
う
な
青
空
の
も
と
、

高
知
県
内
で
の
聖
火
リ
レ
ー
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
時
、
第
１
区
間
の
終
着
点
で
あ
る

坂
本
龍
馬
記
念
館
前
に
は
、
す
で
に
少
な
く

な
い
観
衆
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
聖
火
の

到
着
予
定
時
刻
は
８
時
１
分
。
分
刻
み
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
肝

心
の
ラ
ン
ナ
ー
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
は

誰
も
知
り
ま
せ
ん
。「
あ
の
著
名
人
で
は
な
い

か
」「
県
を
代
表
す
る
あ
の
人
ら
し
い
」
―
―

直
前
ま
で
様
々
な
〝
怪
情
報
〞
が
飛
び
交
い

ま
し
た
。

記
念
館
前
で
は
、
観
衆
の
動
き
も
落
ち
着

き
、
す
っ
か
り
受
け
入
れ
態
勢
が
整
い
ま
し

た
。
相
変
わ
ら
ず
ラ
ン
ナ
ー
を
予
想
す
る
人
、

ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
を
逃
す
ま
い
と
カ
メ
ラ
の

位
置
の
調
整
に
余
念
の
な
い
人
、
こ
の
時
間

も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
動
画
中
継
を
観
て〝
現

代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
〞
を
堪
能
す
る
人
、
待
ち

方
は
様
々
で
す
。
今
か
今
か
と
待
ち
受
け
る

ラ
ン
ナ
ー
は
果
た
し
て
…
。

観
衆
が
視
線
を
注
ぐ
先
に
、ト
ー
チ
を
真
っ

直
ぐ
に
掲
げ
た
凜
々
し
い
フ
ォ
ー
ム
の
ラ
ン

ナ
ー
が
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
間

も
な
く
の
こ
と
で
す
。
ラ
ン
ナ
ー
は
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
と
言
え
ば
こ
の
人
！
金
哲
彦
さ
ん
で

し
た
。
が
、
観
衆
の
な
か
で
、
ラ
ン
ナ
ー
が

こ
の
方
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
人
は

一
体
ど
れ
ほ
ど
い
た
で
し
ょ
う
か
。現
場
に
は
、

待
ち
に
待
っ
た
聖
火
を
迎
え
た
高
揚
感
の
な

か
で
、
言
葉
で
は
あ
ら
わ
し
が
た
い
「
？
」
と

「
！
」
が
混
ざ
り
合
っ
た
よ
う
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ラ
ン
ナ
ー
は
無
事

ゴ
ー
ル
に
到
着
。
つ
い
に
記
念
館
前
に
聖
火

が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
何
よ
り
、
大
役
を
務

め
終
え
た
ラ
ン
ナ
ー
の
誇
ら
し
げ
な
表
情
が

印
象
的
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
聖
火
リ
レ
ー
。
当
然
、
観
衆

は
マ
ス
ク
姿
で
す
し
、
密
集
・
密
接
を
避
け

る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
聖
火
ラ
ン
ナ
ー

を
迎
え
る
際
も
、
あ
ま
り
大
き
な
歓
声
を
上

げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
盛
り
上
が
り
と

い
う
意
味
で
は
、
少
し
寂
し
い
も
の
が
あ
っ

た
の
も
事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、

こ
の
よ
う
な
ま
た
と
な
い
機
会
。
聖
火
が
到

着
し
た
記
念
館
前
に
は
、
自
粛
ム
ー
ド
の
静

け
さ
の
な
か
に
も
確
か
な
熱
気
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

当
館
に
と
っ
て
も
１
年
越
し
の
聖
火
の
お

迎
え
と
な
り
ま
し
た
。
１
年
の
延
期
の
結
果
、

奇
し
く
も
当
館
の
開
館
30
周
年
の
年
に
あ

た
っ
た
こ
と
に
、
縁
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。
今
年
度
は
じ
め
て
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ

ン
ト
。
30
周
年
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
度

の
早
々
、
聖
火
と
い
う
こ
の
上
な
い
特
別
な

花
を
添
え
て
く
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。

髙
山
嘉
明

　

去
る
４
月
19
日・20
日
、東
京
２
０
２
０

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
が
高
知
県
で

お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。高
知
県
内
の
最
初

の
区
間
に
設
定
さ
れ
た
の
が
、桂
浜
に
あ

る
坂
本
龍
馬
像
前
か
ら
、坂
本
龍
馬
記
念

館
前
ま
で
で
す
。約
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
６

名
の
ラ
ン
ナ
ー
が
駆
け
抜
け
る
、時
間
に

し
て
15
分
程
の
リ
レ
ー
で
し
た
。
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今
回
の
私
の
お
す
す
め
は
坂
本
龍
馬
記
念

館
ま
で
の
バ
ス
の
旅
で
す
。

　

当
館
ま
で
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る
場
合
は
Ｍ

Ｙ
遊
バ
ス
（
観
光
に
は
こ
ち
ら
が
お
す
す
め

で
す
）
と
路
線
バ
ス
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は

私
が
通
勤
に
利
用
し
て
い
た
路
線
バ
ス
で
の

記
念
館
ま
で
の
旅
を
ご
案
内
し
ま
す
。

　

旅
の
は
じ
ま
り
は
高
知
駅
。
こ
こ
か
ら
約

40
分
の
旅
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
大
き
な
荷
物

を
持
っ
た
旅
行
中
と
思
わ
れ
る
お
客
様
や

ス
ー
ツ
姿
の
通
勤
の
お
客
様
を
乗
せ
て
バ
ス

は
ゆ
っ
く
り
走
り
だ
し
ま
す
。

　

出
発
か
ら
少
し
し
て
車
窓
か
ら
街
並
み
を

眺
め
る
と
高
知
の
観
光
名
所
は
り
ま
や
橋
が

見
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ひ
た
す
ら
南
進

し
て
い
き
ま
す
。
対
向
車
が
く
る
と
ひ
や
っ

と
す
る
よ
う
な
狭
い
道
も
バ
ス
は
難
な
く
進

み
、
や
が
て
太
平
洋
を
見
渡
せ
る
海
岸
線
の

道
路
、
通
称
、
桂
浜
花
街
道
に
出
ま
す
。

　

桂
浜
花
街
道
の
脇
に
は
総
長
２
、７
０
０

ｍ
に
も
な
る
花
壇
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
季

節
ご
と
の
き
れ
い
な
花
々
が
観
光
客
の
方
々

を
お
も
て
な
し
し
、
訪
れ
る
方
の
こ
こ
ろ
を

和
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
お
天
気
の
良
い
日
は
、

目
の
前
に
広
が
る
太
平
洋
の
海
の
青
さ
と
キ

ラ
キ
ラ
と
し
た
水
面
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

海
は
、
日
々
色
々
な
表
情
を
見
せ
て
く

れ
ま
す
が
、
な
ぜ
か
思
い
浮
か
べ
る
海
は

い
つ
も
美
し
く
輝
い
て
い
ま
す
。
龍
馬
さ

ん
も
こ
の
海
を
見
て
大
き
な
志
を
持
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

バ
ス
の
旅
は
終
わ
り
に
近
づ
き
ま
す
。

龍
馬
記
念
館
前
で
バ
ス
を
降
り
ま
す
。
バ

ス
停
か
ら
坂
本
龍
馬
記
念
館
ま
で
の
上
り

坂
は
、
歩
く
と
数
分
で
す
が
、
そ
の
坂
道

に
も
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

春
は
桜
の
花
び
ら
が
舞
い
、
初
夏
は
新

緑
の
香
り
、
梅
雨
時
期
の
色
鮮
や
か
な
紫

陽
花
、
秋
は
つ
わ
ぶ
き
の
花
と
金
木
犀
の

香
り
、
冬
は
椿
の
花
と
い
う
よ
う
に
四
季

折
々
の
花
が
皆
様
や
私
達
を
出
迎
え
て
く

れ
ま
す
。
そ
の
景
色
も
楽
し
み
な
が
ら
ご

来
館
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

坂
本
龍
馬
記
念
館
で
職
員
一
同
皆
様
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

松
本
友

私
の

お
す
す
め

「
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
て
」

No.11

京
都
文
化
博
物
館
が
管
理
す
る
坂
本
龍
馬

書
簡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
（
一
）
龍
馬
書
簡
寺
田
屋

伊
助
宛　

慶
応
3
年
（
１
８
６
７
）
5
月
中
旬
、

（
二
）
同　

寺
田
屋
登
勢
宛　

慶
応
2
年
11
月

20
日
、（
三
）
同　

寺
田
屋
登
勢
宛　

慶
応
3
年

4
月
27
日
、（
四
）
同　

寺
田
屋
登
勢
宛
、
慶

応
3
年
2
月
13
日
（
五
）
同　

寺
田
屋
登
勢
宛

慶
応
3
年
8
月
5
日
の
5
通
で
あ
る
。
書
簡
の

宛
所
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
京
都
伏
見
の
寺
田
屋
に
伝
わ
っ
た
も
の

だ
。
内
容
も
海
援
隊
隊
長
へ
の
就
任
・
い

ろ
は
丸
沈
没
に
関
す
る
こ
と
（
一
）、
お
龍

の
母
親
に
対
す
る
人
物
評
を
伝
え
る
も
の

（
二
）、
お
龍
の
妹
き
み
え
へ
の
気
遣
い
を
伝

え
る
も
の
（
三
）、
龍
馬
の
数
々
の
変
名
を

示
す
も
の
（
四
）、
イ
カ
ル
ス
号
水
夫
殺
害

事
件
に
関
す
る
こ
と
（
五
）
な
ど
多
岐
に
わ

た
り
、
幕
末
維
新
史
を
考
え
る
上
で
、
ま
た

龍
馬
個
人
の
人
物
史
を
構
築
す
る
上
で
重
要

な
資
料
と
い
え
、
有
難
い
こ
と
に
こ
れ
ま
で

様
々
な
展
覧
会
や
書
籍
で
御
紹
介
い
た
だ
い

て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
5
通
が
実
は
一
巻
に
張

り
継
が
れ
て
伝
来
し
て
お
り
、
ま
た
同
巻
に

は
、
田
中
光
顕
和
歌
、
土
方
久
元
覚
書
、
勝

海
舟
覚
書
、
大
鳥
圭
介
二
行
書
、
不
詳
二
行

書
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
外
と

知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同

時
代
を
生
き
た
各
作
者
の
龍
馬
へ
の
追
慕

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
巻
子
に
も
「
坂
本
龍

馬
君
翰
墨
」
と
い
う
題
箋
が
付
さ
れ
て
い
る
。

中
で
も
久
元
覚
書
は
年
紀
を
有
し
て
お
り
、

本
史
料
の
成
立
時
期
を
知
る
上
で
看
過
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
明
治
に
至
り
、
い
か
な

る
形
で
龍
馬
像
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
周
囲
に

は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
存
在
し
た
か
。
龍
馬

の
表
象
を
考
え
る
上
で
本
巻
は
重
要
な
素
材

と
も
な
ろ
う
。

西
山
剛
（
京
都
文
化
博
物
館
　
学
芸
員
）

坂
本
龍
馬
書
状
巻

（
京
都
府
・
京
都
文
化
博
物
館
管
理
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙

11

坂本龍馬記念館に続く坂道　春
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学芸員の視点 前田 由紀枝坂本直行さんとの歳月

龍
馬
が
生
き
て
い
た
ら
、

と
い
う
問
い
が
よ
く
あ
る
。

そ
の
答
え
は
分
か
ら
な
い
。

龍
馬
は
、
幕
末
と
い
う
封

建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ

の
転
換
期
の
舵
取
り
を
し

た
。
無
論
歯
車
の
ひ
と
つ

で
は
あ
る
が
、
重
要
な
歯

車
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知

の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
明
治
と
い
う
世

に
ど
ん
な
動
き
を
し
た
の

か
。
志
半
ば
と
い
う
言
葉

通
り
、
そ
れ
は
誰
に
も
分

か
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
、
手
が
か
り

と
な
る
の
が
、
明
治
2

（
１
８
６
９
）
年
に
北
海

道
と
命
名
さ
れ
た
蝦
夷
地

で
あ
る
。
龍
馬
の
ま
な
ざ

し
が
、
北
の
大
地
に
向
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
龍
馬
の
活
動
基

盤
で
あ
っ
た
海
援
隊
の
規

則
「
海
援
隊
約
規
」
に
謳

わ
れ
て
い
る
、
「
開
拓
事
業
」

の
地
は
蝦
夷
、
晩
年
に
は
日
本

海
の
島
に
移
り
、
加
え
て
貿
易
、

北
方
警
備
・
海
軍
演
習
と
、
射

程
は
明
確
に
な
っ
て
い
た
。

さ
て
、
龍
馬
没
後
30
年
余
り

を
経
て
子
孫
た
ち
は
土
佐
か
ら

北
海
道
に
渡
っ
て
い
っ
た
。
龍

馬
の
志
を
継
い
で
の
渡
道
と

は
少
し
違
う
が
、
そ
れ
か
ら

１
２
０
年
余
り
。
今
で
は
す
っ

か
り
〝
道
産
子
〞
と
な
ら
れ
た

ご
子
孫
は
多
い
。

龍
馬
の
実
家
の
後
裔
で
あ

る
農
民
画
家
・
坂
本
直
行

（
１
９
０
６
〜
82
）
は
没
後

40
年
と
な
る
。
直
行
の
描
い
た

花
の
絵
の
包
装
紙
で
有
名
な
北

海
道
・
帯
広
の
菓
子
メ
ー
カ
ー

『
六
花
亭
』
は
、
帯
広
近
郊
の

中
札
内
村
に
、
か
つ
て
は
中
札

内
美
術
村
、
今
は
六
花
の
森
で
、

『
坂
本
直
行
記
念
館
』
を
は
じ

め
と
す
る
7
施
設
に
お
い
て
坂

本
直
行
を
紹
介
し
て
い
る
。
広

大
な
10
万
㎡
の
敷
地
に
は
、
ハ
マ
ナ

シ
（
直
行
同
様
に
牧
野
富
太
郎
に
倣

う
。
一
般
的
に
は
ハ
マ
ナ
ス
）
、
エ
ゾ

リ
ン
ド
ウ
、
オ
オ
バ
ナ
ノ
エ
ン
レ
イ
ソ

ウ
、
カ
タ
ク
リ
、
エ
ゾ
リ
ュ
ウ
キ
ン
カ
、

シ
ラ
ネ
ア
オ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
北
の

花
々
が
風
に
揺
れ
て
い
る
。

当
館
で
は
、
直
行
生
誕
１
０
０
年

と
当
館
開
館
15
周
年
の
年
に
、
高
知

で
初
め
て
坂
本
直
行
を
紹
介
し
た
。

直
行
は
土
佐
を
知
ら
な
い
。
釧
路
に

生
ま
れ
、
龍
馬
を
語
ら
ず
、
祖
先
の

地
高
知
に
来
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
、
多
く
の
友
と
交
わ
り
、

孤
高
の
農
民
と
し
て
十
勝
原
野
開
拓

に
従
事
し
た
生
き
様
に
龍
馬
を
重
ね

る
こ
と
は
難
く
な
い
。

生
ま
れ
た
時
か
ら
坂
本
家
の
婿
養

子
で
あ
る
父
・
弥
太
郎
か
ら
龍
馬
の

話
を
聞
き
、
家
に
は
龍
馬
遺
品
が
大

切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
環
境
は
、
直

行
に
と
っ
て
「
漬
物
石
の
よ
う
に
重

い
」
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
裕
福

な
名
士
の
家
に
生
ま
れ
た
直
行
が
、

学
芸
員
の
大
き
な
仕
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
企
画
展
を

担
当
し
開
催
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
当
館
で
は
年
間

4
本
の
企
画
展
を
開
催
す
る
た
め
、
学
芸
員
4
人
が
そ
れ

ぞ
れ
1
本
を
担
当
し
て
い
る
。

本
年
度
は
記
念
館
開
館
30
周
年
に
あ
た
り
、
10
月
か
ら

は
2
企
画
を
ま
と
め
て
特
別
展
『
龍
馬
と
北
の
大
地
』
展

を
半
年
に
亘
り
開
催
す
る
。
第
1
部
「
蝦
夷
地
へ
の
ま
な

ざ
し
―
龍
馬
と
幕
末
の
志
士
」
か
ら
、
第
2
部
「
北
海
道

で
”龍
馬
“
生
き
る
―
チ
ョ
ッ
コ
ウ
さ
ん
再
び
」
へ
と
、

幕
末
か
ら
現
代
へ
と
連
続
し
た
テ
ー
マ
で
紹
介
す
る
。

廃線となった国鉄広尾線（1929～87年）は帯広～広
尾間を結んだ。「六花亭」創業者･小田豊四郎はこの路
線で広尾の原野に直行を訪ねた。ＪＲ帯広駅前にある十
勝の鉄道記念レリーフ＝帯広市

直行が入植した原野の今。手に入れた25町歩は、柏と
白樺のある痩せた土地だった。一家がいなくなって60
年以上が経つ＝広尾郡広尾町下野塚

北海道大学構内の模範家畜房（モデルバーン／重文）。
中札内美術村にあるかつての「坂本直行記念館」の建
物のモデルである（現在は「北の大地美術館」）＝札幌
市北区

昭
和
初
期
に
身
一
つ
で
原
野
へ
飛
び

出
し
た
の
は
、
日
高
山
脈
の
美
し
さ

に
魅
了
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
が
、

そ
の
現
実
は
想
像
を
超
え
て
厳
し
い

も
の
だ
っ
た
。

一
人
、
原
野
に
挑
む
直
行
を
支
え

た
の
は
家
族
で
あ
る
。
脱
藩
後
の
龍

馬
を
支
え
た
の
も
家
族
で
あ
っ
た
。

も
し
、
龍
馬
が
生
き
長
ら
え
て
、
蝦

夷
の
地
を
踏
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
し

て
、
開
拓
事
業
の
厳
し
さ
は
今
の
北

海
道
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

一
農
民
と
し
て
、
貧
乏
と
闘
っ
た

原
野
生
活
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ

で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
直
行
の
描
く
花
々

や
山
の
絵
に
は
そ
の
魂
が
宿
り
、
今

な
お
人
々
を
惹
き
つ
け
る
。

私
は
当
館
職
員
と
な
っ
て
す
ぐ

の
頃
、
事
務
室
の
反
故
の
中
に
あ
っ

た
坂
本
直
行
の
紹
介
記
事
を
見
つ
け

た
。
以
来
、
直
行
さ
ん
に
魅
了
さ
れ

た
一
人
と
し
て
、
16
年
余
り
北
海

道
に
通
っ
た
。
海
山
を
超
え
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
北
の
大
地
に
機
体
が
降

り
立
つ
と
き
、
「
あ
あ
、
帰
っ
て
き

た
」
と
い
う
よ
う
な
思
い
に
な
る
の

は
、
幾
度
と
な
く
そ
の
風
景
を
見
て

来
た
か
ら
で
あ
る
。

北
海
道
は
当
初
、
私
に
と
っ
て
未

知
の
土
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
直

行
さ
ん
を
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
し
て
、

小
さ
な
点
を
集
め
な
が
ら
、
線
か
ら

面
へ
と
少
し
ず
つ
情
報
や
交
流
を
広

げ
て
き
た
。
そ
う
し
た
歳
月
の
中
で

重
要
な
龍
馬
資
料
と
出
会
い
、
故
郷

の
地
に
あ
る
当
館
に
佩
刀
や
書
簡
な

ど
龍
馬
遺
品
が
収
ま
っ
た
。
広
い
大

地
に
点
々
と
あ
る
懐
か
し
い
顔
。
坂

本
家
を
は
じ
め
と
す
る
個
人
の
方
々

や
各
市
町
村
の
方
た
ち
が
、
私
の
未

熟
な
学
芸
員
生
活
を
応
援
し
て
き
て

く
れ
た
。

北
の
大
地
に
あ
る
大
き
な
ド
ラ
マ

の
一
片
を
、
県
民
を
は
じ
め
と
す
る

皆
様
に
、
秋
以
降
ご
紹
介
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
15
年
前
か
ら
消
え
な

い
「
チ
ョ
ッ
コ
ウ
さ
ん
を
再
び･･･

」

と
い
う
声
に
応
え
る
た
め
に
も
。



7・龍馬記念館だより

第
4
回
　
12
月
11
日（
土
）

「
龍
馬
暗
殺
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か

　
　
　
―
近
江
屋
事
件
の
政
治
力
学
―
」

桐
野

作
人
（
歴
史
作
家
・
武
蔵
野
大
学

政
治
経
済
研
究
所
客
員
研
究
員
）

実
行
犯
は
誰
か
、
黒
幕
は
誰
か
、
と「
龍
馬
暗

殺
」
は
、
今
も
多
く
の
人
が
感
心
を
持
つ
テ
ー
マ
で

す
。
今
回
は
、
事
件
が
起
き
た
慶
応
3
年
に
注
目

し
、「
通
説
と
は
異
な
る
政
治
的
な
文
脈
で
読
み
解
」

（
チ
ラ
シ
よ
り
引
用
）
い
て
み
ま
す
。
ま
た
、
一
緒

に
暗
殺
さ
れ
た
慎
太
郎
の
立
場
や
龍
馬
と
の
関
係

も
考
え
ま
す
。

第
5
回
　
令
和
4
年
2
月
26
日（
土
）

「
坂
本
龍
馬
伝
の
成
立

―
坂
崎
紫
瀾
と「
船
中
八
策
」を
中
心
に
―
」

知
野

文
哉
（
歴
史
研
究
家
）

坂
本
龍
馬
は
様
々
な
形
で
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
、

伝
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
最
初
が
坂
崎
紫
瀾
に

よ
る
も
の
で
、
そ
の
後
明
治
国
家
の
生
み
の
親
と
し

て
語
ら
れ
、
や
が
て「
船
中
八
策
」
と
い
う
伝
説
が

生
ま
れ
ま
す
。
今
、
我
々
が
思
い
浮
か
べ
る
龍
馬
の

「
イ
メ
ー
ジ
」
の
成
立
を「
船
中
八
策
」
と
キ
ー
ワ
ー

ド
に
考
え
ま
す
。（
な
お
、
第
5
回
の
み
、
講
師
の

講
演
の
他
、
当
館
三
浦
夏
樹
学
芸
員
と
の
対
談
を

行
い
ま
す
。）

な
お
、
全
5
回
と
も
に
既
に
定
員
に
達
し
て
お

り
ま
す
が
、
講
演
会
終
了
後
1
、
２
週
間
後
よ
り

期
間
限
定
で
録
画
をY

ouT
ube

で
配
信
す
る
予
定

で
す
。「
満
席
だ
っ
た
…
」「
高
知
ま
で
遠
く
て
行

け
な
い
…
」
と
い
う
方
、
ぜ
ひ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

ま
た
、講
演
録
も
令
和
4
年
度
に
発
行
す
る
予
定

（
有
料
販
売
）
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
お
楽
し
み
に
！

（
い
ず
れ
も
実
施
の
際
は
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。）

河
村
章
代

毎
年
、
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す「
連
続
講
演
会
」。
開
館
30
周
年

記
念
と
し
て
原
点
回
帰
、「
龍
馬
を
考

え
る
５
つ
の
視
座
」
と
題
し
て
お
送
り

し
ま
す
。

第
1
回
　
6
月
12
日（
土
）

「
木
戸
と
大
久
保
の
呉
越
同
舟

　
　
―
薩
長
同
盟
か
ら
の
帰
り
道
―
」

青
山

忠
正
氏
（
佛
教
大
学
名
誉
教
授
）

龍
馬
が
そ
の
成
立
に
大
き
な
尽
力
を
し
た
薩
長

同
盟
。
そ
の
交
渉
の
帰
り
道
、
同
じ
宿
、
薩
摩
行

の
同
じ
船
で
顔
を
あ
わ
せ
た
木
戸
孝
允
と
大
久
保

利
通
は
、
何
を
話
し
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
ま

で
に
な
い
視
点
で「
薩
長
同
盟
」
を
見
て
み
ま
す
。

第
2
回
　
8
月
28
日（
土
）

「
薩
摩
藩
と
坂
本
龍
馬
」

町
田

明
広
（
神
田
外
語
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授
）

脱
藩
後
の
龍
馬
の
動
き
を
確
認
し
、「
脱
藩
後
に

薩
摩
藩
士
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
」（
チ
ラ
シ
よ
り

引
用
）
や「
土
佐
藩
に
復
籍
を
果
た
せ
な
か
っ
た
経

緯
」（
同
）
を
考
え
ま
す
。
ま
た
、
幕
末
に
お
け
る
、

龍
馬
の
活
動
の
重
要
性
も
改
め
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

第
3
回
　
10
月
23
日（
土
）

「
龍
馬
の
時
代
の
人
口
と
家
族
」

黒
須

里
美
（
麗
澤
大
学
国
際
学
部
教
授
）

龍
馬
が「
結
婚
」
し
た
の
は
32
歳
の
と
き
、
京
都

に
い
た
時
で
し
た
。
で
は
、
当
時
の「
結
婚
制
度
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
歴
史

人
口
学
と
い
う
研
究
手
法
で
、
龍
馬
の
時
代
の
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
に
迫
り
、
現
代
の
視
点
で
考
え
が
ち
な
、

龍
馬
の「
結
婚
」
や「
家
族
」
を
考
え
ま
す
。

令
和
3
年
度

連
続
講
演
会

「
龍
馬
を
考
え
る

　
　
　
5
つ
の
視
座
」

近年、歴史学においては、新しい資料の発見や様々な分野からのアプローチなどにより、今まで定説と考えられていたことや「謎」といわれていたことに、新たな説が発表
されています。当館は、今年で開館30年となりますが、この間にも坂本龍馬や幕末維新に関して、新たな資料や研究成果が発表されました。
令和3年度の連続講演会では、「龍馬を考える５つの視座」と題し、坂本龍馬の生涯や業績を、開館から30年の間に発表された研究成果などから顧みて、新しい龍馬像
を考えます。

 第１回 ６月12日土

木戸と大久保の呉越同舟 ―薩長同盟からの帰り道―
佛教大学名誉教授 青山 忠正

 第２回 ８月28日土

薩摩藩と坂本龍馬
神田外語大学外国語学部准教授 町田 明広

 第３回 10月23日土

龍馬の時代の人口と家族
麗澤大学国際学部教授 黒須 里美

 第４回 12月11日土

龍馬暗殺はなぜ起こったか ―近江屋事件の政治力学―
歴史作家・武蔵野大学政治経済研究所客員研究員 桐野 作人

 第５回 令和4年 ２月26日土

坂本龍馬伝の成立 ―坂崎紫瀾と「船中八策」を中心に―
歴史研究家 知野 文哉

近年、歴史学においては、新しい資料の発見や様々な分野からのアプローチなどにより、今まで定説と考えられていたことや「謎」といわれていたことに、新たな説が発表近年、歴史学においては、新しい資料の発見や様々な分野からのアプローチなどにより、今まで定説と考えられていたことや「謎」といわれていたことに、新たな説が発表

令和3年度連続講演会　

「龍馬を考える
   　　  ５つの視座」

主催・問い合わせ先

高知県立坂本龍馬記念館（公益財団法人高知県文化財団）
〒781-0262 高知県高知市浦戸城山830　TEL（088）841-0001　FAX（088）841-0015
ホームページ https://ryoma-kinenkan.jp　　メール ryoma@ryoma-kinenkan.jp 高知県立坂本龍馬記念館　   検  索

高知自動車道

はりまや橋

高知県立美術館
南国バイパス

高知南IC
高知東部自動車道

なんこく南IC

花海道

至浦戸大橋
桂浜荘

至桂浜

龍馬
記念館前

高知県立
坂本龍馬記念館

高知県立
坂本龍馬記念館 花海道

浦戸湾

桂浜

太平洋

高知IC

国分川

南国IC

JR高知駅
JR後免駅

高知城

至
高
知
龍
馬
空
港

鏡川

P

■JR高知駅からとさでん交通バス「桂浜」行、「龍馬記念館前」下車徒歩約2分
■高知駅発着で龍馬記念館などをめぐるバス「MY遊バス」（1日乗り放題）もご利
用いただけます

■車：高知龍馬空港から約25分、高知自動車道高知南インターから約20分

場 所 ／ 高知県立坂本龍馬記念館 新館ホール
時 間 ／ 各回ともに 13：30～15：30頃（質疑応答含む）※開場13：00
対 象 ／ 一 般（概ね高校生以上）
定 員／ 各回ともに先着 50名（要事前申込）
申込方法 ／ 高知県立坂本龍馬記念館まで電話・メール・FAXでお申し込みください。

FAX・メールの場合は「お名前・ご住所・電話番号・聴講希望回」をお書きください。
メールの場合は件名に「連続講演会聴講希望」とお書きください。

＊新型コロナウイルス感染症の感染状況やその拡大防止のため、定員減、中止、変更などを行う場合があり
ますので、予めご了承ください。なお、その場合は当館ホームぺージでお知らせいたします。

★講演会を聴講される方には、無料観覧券を進呈いたします。当日受付でお申し出ください。
★終了後、オンライン配信を行う講演会もございます。ぜひご利用ください。（詳細は当館ホームページをご覧ください。）

聴講
無料

※敬称略

当
館
が
開
館
し
て
30
年
、
そ
の
間
に
、
様
々

な
分
野
で
新
し
い
発
見
や
学
説
が
発
表
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
歴
史
学
も
例
外
で
な
く
、
龍

馬
や
幕
末
に
関
し
て
も
、
新
し
い
資
料
の
発
見
や

調
査
、
研
究
が
な
さ
れ
、
今
ま
で「
定
説
」
と
さ

れ
て
き
た
こ
と
の
見
直
し
も
進
み
つつ
あ
り
ま
す
。

今
年
の
連
続
講
演
会「
龍
馬
を
考
え
る
５
つ
の

視
座
」
で
は
、
そ
う
し
た
30
年
の
間
の
、
新
し
い

視
点
や
研
究
成
果
か
ら
龍
馬
を
見
つ
め
な
お
し

ま
す
。

各
回
の
講
師
と
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
講
師
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
基
に
し
て
い
ま

す
。）

高
知
県
の
歴
史
を
語
る
際
に
は
、

決
し
て
欠
か
す
事
の
で
き
な
い
坂
本

龍
馬
。

こ
れ
ま
で
県
外
か
ら
来
た
友
人
と

共
に
足
を
運
ぶ
機
会
は
何
度
か
有
り

ま
し
た
が
、
改
め
て
深
く
そ
の
人
柄

や
偉
業
を
知
る
機
会
を
得
、
日
々
勉

強
の
毎
日
で
す
。

今
年
11
月
15
日
に
は
創
立
30
周
年

を
迎
え
る
本
館
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

平
成
30
年
開
館
の
新
館
も
、
早
3
年

余
り
が
経
ち
多
く
の
方
に
お
越
し
頂

い
て
お
り
ま
す
。

今
世
紀
始
ま
っ
て
以
来
の
厳
し
い

社
会
情
勢
の
中
、
ご
来
館
下
さ
る
皆

様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
共
に
、
こ

の
記
念
の
年
よ
り
勤
務
さ
せ
て
頂
く

ご
縁
を
感
じ
、
龍
馬
が
抱
い
た
志
の

素
晴
ら
し
さ
を
、
日
本
は
元
よ
り
世

界
に
向
け
て
発
進
で
き
る
お
手
伝
い

が
少
し
で
も
出
来
れ
ば
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
今
後
と
も
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

職
員
紹
介

「
龍
馬
が
抱
い
た
志
」

西
川
　
知
佐
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■ 開館30周年記念事業スタート
　“海の見える・ぎゃらりい”では開館30周年
事業の最初として、4月29日から「ドラマで
龍馬を演じた人 」々を開催しています（9月14日
まで）。今回は、本展示の主な担当をした河村
から見どころなどを紹介いたします。

　今後“海の見える・ぎゃらりい”では、特別展「龍馬と北の大地」展において、新館の企画展示と合わ
せた松浦武四郎と坂本直行関連の展示や、開館から30年の間に起きた10の重大なニュースを振り返る
展示を開催する予定ですので、ご期待ください。

　今年は当館が開館して30年になります。この30年の間に、テレビドラマや映画、舞台などで、多くの俳
優の方が「坂本龍馬」を演じています。今回の展示では、それらの中から、特に、NHKの大河ドラマで
龍馬を演じた俳優5人を、番組内のスチール写真と現在のアーティスト写真でご紹介しています。
　1991年から2020年までに放送された大河ドラマのうち、幕末をテーマにしたドラマは、実は7本あり
ます。1998年の「徳川慶喜」、2004年「新選組！」、2008年「篤姫」、2010年「龍馬伝」、2013年「八重
の桜」、2015年「花燃ゆ」、そして2018年「西郷どん」です。
「あれ？俳優5人って書いてなかった？」と思われた方もいるかもしれませんね。実は、7本のうち2本、
「徳川慶喜」と「八重の桜」には龍馬は登場しません。（「八重の桜」では後ろ姿で登場しますが「坂本
龍馬」とは紹介されていないのです…。）今回は、この2本以外で龍馬を演じたみなさん（リスト参照）
を、カッコイイ写真で紹介しています。
　パネルの他、「新選組！」で龍馬を演じた江口洋介さんが実際に着用した衣装（高知市立龍馬の生
まれたまち記念館所蔵）や「龍馬伝」で岩崎弥太郎を演じられた香川照之さんのサイン色紙（安芸市
立歴史民俗資料館所蔵）なども展示していますので、ご覧になったことのあるドラマを思い出しなが
ら、お楽しみください。
　★昭和初期から現在まで龍馬を演じた方の一覧を展示しています。みなさまがご存じの「龍馬を演
じた人 」々の情報をぜひお寄せください！展示情報
を更新していきます！

「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

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	118	号（年４回発行） 表紙題字：書家	沢田 明子氏

発行日　2021（令和3）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
2021年6月20日現在

（1991年11月15日開館以来 29年217日）

◆入館者数	 4,367,569人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来 	430,764人

編集後記

例年になく早い梅雨入りを迎えたこの夏、コロナ終息の兆しは見えません。いつもたく
さんのお客様を迎えている当館でも、入館者数は激減、月単位の集計で開館以来最少を記
録し続けています。
他方、当館は吉村新館長を迎え、新たなスタートを切りました。まずは秋の開館30周年
記念行事、さらに31年目以降を見据え、前進（漸進）を続けてまいります（か）。

河村章代（青字部分）・ 中村昌代

放送年 番組名 龍馬役俳優（敬称略）
平成16（2004）年 新選組！ 江口洋介
平成20（2008）年 篤姫 玉木　宏
平成22（2010）年 龍馬伝 福山雅治
平成27（2015）年 花燃ゆ 伊原剛志
平成30（2018）年 西郷どん 小栗　旬



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

北海道開拓に
夢かけた土佐の先人たち

椿原　庸夫

私
の
テ
ー
マ

は
じ
め
に

「
龍
馬
の
夢
―
北
海
道
開
拓
」
は
叶

わ
な
か
っ
た
が
、
後
に
北
海
道
開
拓
判

官
・
初
代
北
海
道
庁
長
官
の
岩
村
通
俊
、

龍
馬
の
甥
・
坂
本
直
寛
、
直
寛
の
自
由

民
権
運
動
の
同
志
・
武
市
安
哉
な
ど
、

多
く
の
土
佐
人
が
北
海
道
の
礎
を
築
い

た
。
移
住
者
は
5
、8
1
3
戸（
明
治
14

年
～
昭
和
10
年
）、屯
田
兵
（
平
時
は
農

業
、
戦
時
は
軍
隊
）
と
し
て
3
、6
4
2

戸
（
明
治
24
年
～
32
年
）
が
参
加
し
た
。

北
海
道
は
今
、「
日
本
の
食
料
基
地
」「
国

際
的
な
観
光
地
」
と
し
て
花
開
い
て
い

る
が
、
そ
の
視
点
か
ら
、
土
佐
の
先
人

た
ち
を
取
り
上
げ
た
い
。

土
佐
ボ
ー
イ

「
ボ
ー
イ
ズ
・
ビ
ー
・
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」

の
名
言
を
残
し
た
ク
ラ
ー
ク
博
士
は
、

札
幌
農
学
校
（
北
大
の
前
身
）
の
教
頭

と
し
て
人
材
養
成
に
当
た
っ
た
が
、
ク

ラ
ー
ク
が
「
土
佐
ボ
ー
イ
」
と
呼
び
、

そ
の
素
朴
な
気
質
を
愛
し
た
一
期
生
3

人
が
い
た
。

黒
岩
四よ

も

の

方
之
進

ク
ラ
ー
ク
は
、「
自
然
を
科
学
的
に
観

察
す
る
こ
と
」
を
重
視
し
た
。
明
治
10

年
（
1
8
7
7
）
1
月
30
日
、
極
寒
の

中
、
一
期
生
16
人
が
札
幌
の
手
稲
山
登

山
を
実
施
。
巨
木
の
珍
し
い
コ
ケ
を
採

取
す
る
た
め
、
ク
ラ
ー
ク
が
背
の
高
い

黒
岩
を
指
名
。
長
靴
を
脱
い
で
恩
師
の

背
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
で

良
い
と
。

ク
ラ
ー
ク
の
寛
容
な
心
に
胸
打
た
れ

た
黒
岩
は
、
後
に
ク
ラ
ー
ク
が
「
イ
エ

ス
を
信
ず
る
者
の
誓
約
」
を
起
草
し
、

生
徒
に
署
名
を
求
め
た
際
、
一
番
に
署

名
し
た
。
卒
業
後
、
日
高
国
新に

い
か
っ
ぷ冠
御

料
牧
場
長
と
し
て
20
数
年
間
勤
め
、
畜

産
界
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
退
官

後
、
十
勝
国
直ち

ょ
く

別べ
つ

に
一
大
農
場
を
開

き
、「
直
別
の
聖
人
」
と
慕
わ
れ
た
。

内
田
瀞き

よ
し

内
田
は
一
期
生
の
中
で
も
、
特
に
北

海
道
の
開
拓
行
政
と
北
海
道
農
業
確
立

の
た
め
に
献
身
的
な
生
涯
を
送
っ
た
代

表
者
と
言
わ
れ
る
。
卒
業
後
、
殖
民
地

選
定
主
任
と
し
て
、
開
拓
の
基
本
と
な

る
土
地
選
定
、
区
画
割
を
成
し
遂
げ

た
。
ま
た
、
牛
・
緬
羊
の
飼
育
を
推
進

す
る
な
ど
混
同
農
業
を
実
践
し
、
今
日

の
「
米
ど
こ
ろ
上
川
穀
倉
地
帯
」
の

基
盤
を
築
い
た
。
遺
言
に
よ
り
遺
骨

は
鷹た

か
す栖
町
に
埋
め
ら
れ
、
お
墓
も
あ

る
。
ク
ラ
ー
ク
の
帰
国
後
も
文
通
し
て

お
り
、
そ
の
私
信
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

田
内
捨す

て
ろ
く六

農
学
校
時
代
、
夏
休
み
の
40
日
間
、

内
田
ら
と
石
狩
川
探
検
の
資
源
の
調
査

へ
。
明
治
14
年
、
開
拓
使
の
調
査
官
と

し
て
内
田
ら
と
90
日
間
の
東
北
海
道
調

査
を
行
い
、
翌
年
に
は
人
跡
未
踏
の
十

勝
平
野
に
入
り
、
入
植
し
た
ば
か
り
の

依
田
勉
三
（
十
勝
開
拓
の
父
）
ら
へ
助

言
を
与
え
た
。
九
州
天
草
か
ら
2
0
0

戸
の
移
民
を
計
画
し
た
り
し
た
が
、
志

半
ば
で
倒
れ
た
。

〈
漁
業
〉
広
井
勇い

さ
み

札
幌
農
学
校
2
期
生
で
、
ク
ラ
ー
ク

精
神
を
受
け
継
ぐ
近
代
築
港
学
、
橋
梁

学
の
祖
。

後
に
、
札
幌
農
学
校
教
授
を
経
て
東

京
帝
国
大
学
教
授
。
北
海
道
庁
技
師
を

兼
ね
、
今
は
一
大
観
光
地
と
し
て
知
ら

れ
る
小
樽
運
河
を
は
じ
め
、
函
館
、
室

蘭
、釧
路
な
ど
各
港
の
基
盤
を
築
い
た
。

小
樽
の
公
園
に
は
銅
像
が
あ
る
。

〈
農
業
〉
川
田
竜り

ょ
う

吉き
ち

・
男
爵

実
業
家
で
あ
っ
た
川
田
は
、1
9
0
6

年
、
函
館
ド
ッ
グ
再
建
の
た
め
専
務
取

締
役
に
就
任
。
同
年
、
七
飯
町
の
農
地

を
購
入
し
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
数
種
類
輸

入
し
た
馬
鈴
薯
の
中
か
ら
ア
イ
リ
ッ

シ
ュ
・
コ
ブ
ラ
ー
を
「
男
爵
い
も
」
と

し
て
栽
培
し
た
。
現
在
、じ
ゃ
が
い
も
生

産
の
8
割
は
北
海
道
だ
が
、
作
付
面
積

が
最
も
多
い
品
種
は
「
男
爵
い
も
」
だ
。

〈
観
光
〉
大
町
桂け

い

月げ
つ

文
人
・
桂
月
の
「
富
士
山
に
登
っ
て
、

山
岳
の
高
さ
を
語
れ
。
大
雪
山
に
登
っ

て
、
山
岳
の
大
き
さ
を
語
れ
」
と
言
う

言
葉
は
有
名
。
1
9
2
3
年
、
桂
月
の

紀
行
文
「
層
雲
峡
よ
り
大
雪
山
」
が
中

央
公
論
で
発
表
さ
れ
、
大
雪
山
が
一
躍

有
名
に
な
っ
た
。道
内
各
地
に
記
念
碑
・

歌
碑
が
あ
り
、
北
海
道
観
光
に
お
け
る

桂
月
の
功
績
は
大
き
い
。

土
佐
と
北
海
道
の
固
い
絆
、
さ
ら
に

高
知
の
「
よ
さ
こ
い
祭
り
」
に
感

動
し
た
北
大
の
学
生
が
発
案
し
た

「
Y
O
S
A
K
O
I
ソ
ー
ラ
ン
祭
り
」。

今
や
国
内
外
、
約
2
7
0
チ
ー
ム

２
７
、0
0
0
人
が
参
加
し
、2
0
0
万

人
以
上
の
観
客
が
札
幌
に
集
う
一
大
イ

ベ
ン
ト
だ
。
姉
妹
都
市
・
友
好
都
市
、

姉
妹
町
が
7
つ
あ
り
、
固
い
絆
で
結
ば

れ
て
い
る
。

結　
び

50
年
前
、「
北
海
道
開
拓
1
0
0
年

事
業
」
の
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
横
断
の
旅
」

（
35
日
間
）
に
参
加
し
、ク
ラ
ー
ク
博
士

の
お
墓
に
献
花
礼
拝
し
て
き
た
が
、
北

海
道
開
拓
に
夢
を
か
け
た
土
佐
の
先
人

た
ち
を
は
じ
め
、全
て
の
人
た
ち
に「
屯

田
兵
3
世
」
の
一
人
と
し
て
、
心
か
ら

感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

◎
参
考
文
献
―
札
幌
農
学
校（
図
書
出
版
社
）、

W・S・ク
ラ
ー
ク（
北
海
道
大
学
出
版
会
）、

土
佐
史
談
1
9
1
号（
土
佐
史
談
会
）

札幌に於けるクラーク先生

札幌農学校時代、
調査旅行姿の『土佐ボーイ』たち。

１
８
７
８
年
7
月
30
日
撮
影　

左
か
ら
、内
田
瀞
、

黒
岩
四
方
之
助
、田
内
捨
六　
（
北
海
道
立
総
合
博
物
館
所
蔵
）

（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
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第 13 回高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会 研究発表会

「龍馬の思想と行動」テーマ

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・
現
代
龍
馬
学
会
は
５
月
22
日
、
坂
本
龍

馬
記
念
館
ホ
ー
ル
に
お
い
て
第
13
回
総
会
・
研
究
発
表
会
を
開
催
し
た
。

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
中
止
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
が
、
今
年
も
引
き
続
き
そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
規

模
を
縮
小
し
、
大
き
く
形
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
開
催
の
運
び
と
な
っ

た
。
高
知
県
教
育
長
伊
藤
博
明
様
・
高
知
市
教
育
長
山
本
正
篤
様
か
ら
祝

辞
を
い
た
だ
い
た
が
、
来
賓
と
し
て
の
来
場
は
叶
わ
ず
、
書
面
で
の
披
露

と
な
っ
た
。
総
会
に
お
け
る
審
議
に
つ
い
て
は
昨
年
度
の
第
12
回
に
引
き

続
き
書
面
議
決
と
し
、
そ
の
結
果
が
会
場
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
。
昨
年

中
止
と
な
っ
た
研
究
発
表
会
は
予
定
通
り
５
名
の
講
演
・
発
表
が
お
こ
な

わ
れ
た
が
、
県
内
在
住
の
１
名
を
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
講
演
・
発
表

と
な
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
概
要
を
示
す
と
と
も
に
、
後
日

発
行
の
『
論
集
』
に
も
当
日
の
講
演
・
発
表
内
容
を
元
に
し
た
論
考
を
掲

載
す
る
予
定
で
あ
る
。

例
年
と
同
じ
会
場
を
設
け
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
ス
ク
リ
ー
ン
越
し
と

い
う
特
殊
な
開
催
形
態
と
な
っ
た
。
学
会
運
営
の
新
た
な
可
能
性
を
感
じ

つ
つ
、
来
年
は
通
常
開
催
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
「
宣
言
」
の
発
表

と
な
っ
た
。

特
別
講
演

大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
を
は
じ

め
、
幕
末
期
の
歴
史
を
扱
っ
た
映
像

作
品
の
多
く
に
、
時
代
考
証
の
立
場

で
関
わ
って
き
た
経
験
か
ら
、龍
馬
の

思
想
と
行
動
の
現
代
的
意
義
を
論

じ
た
。

最
大
の
意
義
は
、
龍
馬
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
魅
力
、
特
に
人
生
を
通
じ

た
思
想
的
成
長
が
見
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
千
頭
清
臣
『
坂
本
龍
馬
』
に

あ
る
〝
長
刀
か
ら
短
刀
へ
、刀
か
ら
ピ

ス
ト
ルへ
、
ピ
ス
ト
ル
か
ら
万
国
公
法

へ
〟
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
フ
ィ
ク
シ
ョン
だ

が
、
そ
の一部
は
龍
馬
の
書
状
の
内
容

に
基
づ
い
て
お
り
、
龍
馬
の
視
野
・
立

場
、
そ
し
て
価
値
観
の
広
が
り
を
象

徴
す
る
話
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
龍
馬
の
成
長
過
程
は
、
ま

ず
「
土
佐
人
」
と
し
て
ペ
リ
ー
来
航

に
遭
遇
す
る
な
ど
「
草
莽
の
士
」
の一

人
と
し
て
始
ま
り
、次
に
久
坂
玄
瑞・

勝
海
舟
等
と
の
出
会
い
を
経
て
「
日

本
人
」
と
し
て
の
活
動
に
従
事
す
る

な
か
で
反
幕
府
勢
力
の
結
集
に
役
割

を
果
た
し
、
ま
た
亀
山
社
中
・
海
援

坂本龍馬の現代的意義 
―モデル喪失と創出の時代を迎えて―

日本芸術文化振興会監事
東京学芸大学名誉教授

大石 学
隊
で
の
活
動
を
通
じ
て
「
国
際
人
」

と
し
て
の
片
鱗
を
見
せ
た
。

海
援
隊
約
規
に
も
、
龍
馬
の
独
自

性
が
垣
間
見
え
る
。
約
規
に
は
、
自

由
意
志
に
よ
る
参
加
、
組
織
概
要
と

藩
支
援
の
安
定
性
、組
織
統
治
（
コ
ー

ポ
レ
イ
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス
）、遵
法
（
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）、
組
織
内
教
育
、ベン

チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
の
奨
励
、
が
謳
わ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
近
代
企
業
精
神
に
通

じ
る
先
駆
的
な
内
容
で
あ
る
。
こ
れ

と
比
較
し
て
同
時
代
の
他
の
組
織
の

綱
領・規
約
を
み
れ
ば
、土
佐
勤
王
党

「
盟
約
文
」
は
理
念
的
・
抽
象
的
、

新
選
組
「
局
中
法
度
」
は
理
念
的
・

精
神
的
で
、
海
援
隊
約
規
と
の
差
は

大
き
い
。
高
杉
晋
作
に
よ
る
「
奇
兵

隊
結
成
綱
領
」
は
平
等
主
義
や
業
績

主
義
な
ど
先
進
性
も
見
ら
れ
る
が
、

あ
く
ま
で
非
常
時
に
お
け
る
軍
事
組

織
の
規
律
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
拡
大
が
進
む
な

か
、
自
国
優
先
主
義
や
地
域
間
格

差
・
対
立
が
顕
在
化
す
る
今
日
、
坂

本
龍
馬
の
思
想
と
行
動
の
検
討
は

重
要
性
を
増
し
て
い
る
。〝
o
r
、

e
x
c
l
u
s
i
o
n
（
排
除
に
よ

る
均
質
化
）〟
で
は
な
く
〝
a
n
d
、

i
n
c
l
u
s
i
o
n
（
包
摂
に
よ

る
多
様
化
）〟
の
精
神
と
と
も
に
、龍

馬
に
典
型
さ
れ
る
日
本
型
・
江
戸
型

モ
デ
ル
を
再
認
識
し
、
そ
れ
を
世
界
・

未
来
へ
発
信
す
る
こ
と
の
意
義
が
問

わ
れ
て
い
る
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
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研
究
発
表

鹿児島県立短期大学
名誉教授（吉田本家末裔）

網屋　喜行

海南政典の「藩政機構」改革と
石尾芳久氏のウェーバー「官僚制論」に依拠した分析

土
佐
法
制
史
に
お
け
る
重

要
法
典
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ

る
海
南
政
典
に
つい
て
、海
南
政

典
研
究
の
第
一人
者
で
あ
る
石

尾
芳
久
氏
の
研
究
に
お
け
る
分

析
手
法
を
紹
介
す
る
形
で
、
そ

の
内
容
と
意
義
を
論
じ
た
。

海
南
政
典
は
、
山
内
容
堂

の
意
を
う
け
て
吉
田
東
洋
が

編
纂
し
た
法
規
で
、
文
久
元

（
１
８
６
１
）
年
に
脱
稿
、翌
年

「
職
守
」
篇
が
実
施
さ
れ
た
。

吉
田
東
洋
の
目
的
は
、海
南
政

典
に
よって
「
藩
政
機
構
」
を

「
合
理
的
官
僚
制
」
化
す
る

こ
と
で
、
そ
の
官
僚
制
改
革
の

柱
は
、
第
一が
人
材
抜
擢
の
制

度
化
、
第
二
が
近
習
・
外
官
の

兼
任
の
禁
止（
藩
政
と
家
政
の

分
離
）
で
あ
っ
た
。

石
尾
氏
の
研
究
の
特
徴
は
、

海
南
政
典
が
官
僚
の
「
近
習・

外
官
」
峻
別
制
を
と
っ
た
点
を

重
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、そ
の
意
義
を
ウェー
バ
ー
著

「
官
僚
制
論
」
の
論
理
を
用

い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
独

自
性
が
認
め
ら
れ
る
。

国立大学法人愛媛大学
社会連携推進機構教授

坂本世津夫

明智光秀と龍馬
明
智
光
秀
に
「
謀
反
人
」
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
た
た
め

か
、
明
智
光
秀
と
土
佐
と
の
関

係
が
論
じ
ら
れ
る
機
会
は
少
な

い
。
こ
の
課
題
を
解
消
す
る一助

と
す
る
た
め
、
時
代
を
超
え
た

繋
が
り
が
あ
る
と
考
え
る
明
智

光
秀
と
坂
本
龍
馬
と
の
関
係
に

つい
て
、
私
見
を
述
べ
た
。

か
つ
て
坂
本
城
が
あ
っ
た
地

（
高
知
県
南
国
市
亀
岩
）
に

は
、
近
年
の
墓
石
で
は
あ
る
が
、

坂
本
家
の
先
祖
が
明
智
左
馬

之
助
（
光
春
）
で
あ
る
旨
が
書

か
れ
た
墓
も
あ
る
。
坂
本
龍
馬

の
先
祖
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
る
。
研
究
手
法

と
し
て
仮
説
を
立
て
る
こ
と
の

重
要
性
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う

な
口
伝
や
伝
承
等
を
根
拠
に
、

坂
本
太
郎
五
郎
は
明
智
光
秀

の
実
子
で
は
な
い
か
、等
の
新
た

な
仮
説
を
提
示
し
た
。

高知県立坂本龍馬記念館
学芸課長

前田由紀枝

『新葉和歌集』を手がかりに龍馬の思想と歌心を考える
―龍馬の精神風土と皇国への思い

坂
本
家
に
根
付
い
た

歌
詠
み
の
風
土
を
紹
介

し
、そ
れ
が
龍
馬
に
与
え

た
影
響
を
考
察
し
た
。

坂
本
家
に
は
、
龍
馬

の
曽
祖
父
で
あ
る
井
上

好
春
か
ら
続
い
た
歌
人

と
し
て
の
系
譜
が
あ
り
、

生
真
面
目
な
歌
風
と
し
て
そ
れ
は
龍
馬
に
も
受
け
継
が

れ
た
。
龍
馬
の
書
簡
か
ら
は
、
龍
馬
に
和
歌
を
含
む
古

典
に
つい
て
の
浅
く
な
い
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
花
鳥

風
月
に
人一倍
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、南
北
朝
時
代
の
南
朝
の
人
物
の
歌
を

集
め
た
『
新
葉
和
歌
集
』
が
注
目
さ
れ
る
。
龍
馬
が
そ

れ
を
南
朝
へ
思
い
を
致
す
た
め
の
座
右
の
書
と
位
置
づ
け

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、幕
末
の
志
士
を
鼓
舞
す
る
目
的

で
『
新
葉
和
歌
集
』
を
復
刻
出
版
し
た
松
浦
武
四
郎
と

の
「
皇
国
」
観
を
介
し
た
繋
が
り
が
う
か
が
え
る
こ
と

等
、龍
馬
の
「
志
」
を
分
析
す
る
た
め
に
重
視
す
べ
き
要

素
で
あ
る
。

株式会社便利堂
コロタイプ研究所所長

山本　修

入
社
以
来
40
年
携
わ
って
き

た
自
身
の
経
験
に
基
づ
き
、
コ

ロ
タ
イ
プ
と
い
う
印
刷
技
術
の

特
徴
と
意
義
を
論
じ
た
。

ゼ
ラ
チ
ン
を
版
に
用
い
る
コ
ロ

タ
イ
プ
の
特
性
と
し
て
、
本
来

モ
ノ
ク
ロ
写
真
の
印
刷
技
術
で

あ
る
こ
と
、
印
刷
物
の
拡
大
表

示
に
強
み
を
持
つ
こ
と
、
耐
久

性
に
優
れ
る
こ
と
、
大
量
印
刷

に
向
か
な
い
こ
と
、手
間
と
コ
ス

ト
が
掛
か
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
、メ
リ
ッ
ト・デ
メ
リ
ッ
ト
が

はっ
き
り
し
て
い
る
。現
代
に
お

い
て
は
、
カ
ラ
ー
化
を
実
現
し

た
こ
と
で
、
文
化
財
の
複
製
や

復
元
に
そ
の
特
性
が
活
か
さ
れ

て
い
る
。

印
刷
ま
で
の
具
体
的
な
過

程
を
、
昨
年
度
高
知
県
立
坂

本
龍
馬
記
念
館
に
納
品
し
た

龍
馬
書
簡
の
複
製
制
作
を
事

例
と
し
て
、
映
像
に
ま
と
め
て

提
示
し
た
。
撮
影
・
製
版
・
校

正・印
刷
と
い
う一連
の
工
程
に
、

職
人
の
熟
練
の
技
術
が
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。

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～

※
オ
ン
ラ
イ
ン

※
オ
ン
ラ
イ
ン

※
オ
ン
ラ
イ
ン

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・
現
代
龍
馬
学
会

第
13
回
総
会
書
面
議
決
の
ご
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、２
０
２
１

年
度
の
事
業
計
画
や
予
算
等
の
総
会
審
議
事
項
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
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
２
０
名

第
１
号
議
案
（
１
）（
２
）（
３
）

承
認
67
名　

不
承
認
０
名　

回
答
な
し
53
名

第
２
号
議
案
（
１
）（
２
）

承
認
67
名　

不
承
認
０
名　

回
答
な
し
53
名

第
３
号
議
案

承
認
67
名　

不
承
認
０
名　

回
答
な
し
53
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
承
認
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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時
混
乱
に
お
と
し
い
れ
た
」
と
あ
る
。

息
詰
ま
る
封
建
社
会
へ
の
鬱
屈
を
集
団

乱
舞
で
晴
ら
そ
う
と
す
る
民
衆
の
姿
こ
そ
が

「
よ
り
正
し
い
歴
史
だ
と
い
う
歴
史
観
」
が

教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
根
本
に
あ
る
だ
ろ

う
。
歴
史
を
龍
馬
の
よ
う
な
個
人
に
焦
点

を
あ
て
て
記
載
す
る
の
で
は
な
く
、
百
姓
一

揆
・
え
え
じ
ゃ
な
い
か
・
米
騒
動
・
安
保
闘

争
な
ど
民
衆
運
動
を
重
視
し
て
書
く
べ
き

だ
と
の
思
想
だ
。
そ
の
中
で
も
教
科
書
に

載
せ
る
の
に
穏
当
な
の
が
こ
の
「
え
え
じ
ゃ

な
い
か
」
だ
。
逮
捕
者
な
ど
が
出
な
か
っ
た

歴
史
事
象
だ
か
ら
だ
。
集
団
乱
舞
で
時
代

の一新
を
求
め
た
民
衆
の
姿
と
い
う
評
価
で

あ
ろ
う
。

高
校
時
代
に「
山
川
の
日
本
史
」で
学
ん

で
き
た
者
が
教
科
書
制
作
の
裏
側
を
想
像

す
る
な
ん
て
。
そ
れ
も
ま
た
感
慨
が
深
い
。

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
〒 781-0262 高知市浦戸城山 830

TEL（088）841- 0001　FAX（088）841- 0015
mail:gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

コラム・龍馬のこと

「走れ、走れ、龍馬のごとく駆け抜けよ!」
同志社大学アメリカンフットボール部の同輩が贈ってくれた
御養子さま（夫）へのメッセージ。
山本家三代女系家族の蔵元に婿入りした中村彰宏さま。
酒が飲めるぞ、酒が飲めるぞ、酒が飲めるぞ。五十四年前お見合い結
婚。酒が好きだったばっかりに斜陽産業の蔵元の跡継ぎに･･･
「オンシャー（お前）は関係ない。おらぁ酒に惚れたがよ」。
４年前に旅立つまで愛の囁き一切なし。四万十の『ダバダ火振』栗焼酎を
世に出し、百年ぶりに男子四人の子孫を残し山本家を守った。
龍馬さん。京都の最期のお酒はどんな味?
龍馬は軍鶏鍋、愛しの夫は鯨肉好き。
「オンシャーばあ酔うたんぼ（酔っ払い）に
寛大なおなご（女）はおらざった」と宣うた。
愛すべき酔っ払い様と一度、泥酔してみたかった。
四万十の龍馬、男の中の男。
わが人生薔薇色じゃった。

四万十で、龍馬のごとく

山本　紀子（『無手無冠』酒造・取締役）

「狂人」
石川　明美（山梨龍馬会甲斐援隊 会長）

“ 話してみるかよ ”

こ
ぼ
れ
話
ー　

犬
歩
棒
当
記
（
四
十
六
）
ー

え
え
じ
ゃ
な
い
か
！

宮 

川
　
禎 

一

最
近
、
書
店
で
『
新
・
も
う一度
読
む
山

川
の
日
本
史
』
を
手
に
取
って
、
幕
末
史
の

あ
た
り
を
パ
ラ
パ
ラ
見
て
い
た
ら
京
都
国
立

博
物
館
所
蔵
の
『
近
世
珍
話
』
と
い
う
マ

イ
ナ
ー
な
絵
巻
の
中
の「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
驚
い
た
。
筆
者
が

よ
く
龍
馬
展
で
展
示
し
て
き
た
の
で
図
録

に
も
掲
載
し
た
も
の
だ
が
、高
校
の
歴
史
教

科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
た
と
は
…
。
調
べ
て

み
る
と
、
以
前
は
江
戸
時
代
後
期
の
錦
絵

に
あ
る
伊
勢
御
蔭
参
り
の
狂
乱
の
様
子
を

揚
げ
て
い
た
の
だ
が
、近
年
に
な
って
、慶
応

三
年
に
京
都
で
え
え
じ
ゃ
な
い
か
を
実
際
に

目
撃
し
た
絵
師
の
前
川
五
嶺
が
「
実
景
と

し
て
描
い
た
こ
の
図
」
に
替
わ
っ
た
の
だ
。

二
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
収
蔵
庫
の
中
で
ほ

ぼ
眠
って
い
た
絵
巻
を
掘
り
出
し
て
展
示
紹

介
し
た
筆
者
な
の
で
、
日
本
史
の
教
科
書
に

載
る
な
ん
て
「
出
世
し
た
な
あ
」
と
の
感
慨

が
深
い
が
、考
え
て
み
る
と
な
ぜ
教
科
書
に
こ

れ
が
載って
い
る
の
か
。もっと
違
う
場
面
で
も

いい
は
ず
だ
。例
え
ば
二
条
城
で
の
大
政
奉
還

の
場
面
と
か
の
方
が
筆
者
に
は
重
要
だ
と
思

う
が
、
載
って
い
な
い
（
明
治
以
降
の
歴
史
画

し
か
な
い
か
ら
か
）。

思
う
に
「
歴
史
と
は
民
衆
が
動
か
す
も

の
だ
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
に

合
致
す
る
の
が
こ
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
教
科
書
で
は
「
慶
応

３
年
、
東
海
・
畿
内一帯
の
民
衆
の
間
で
は
、

熱
狂
的
な
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
集
団
乱

舞
が
発
生
し
、
こ
の
「
世
直
し
」
を
期
待

し
た
民
衆
運
動
は
幕
府
の
支
配
秩
序
を
一

前川五嶺筆「ええじゃないか図」部分
（『近世珍話』慶応三年　京都国立博物館蔵）

龍馬の許
いいなづけ

婚
千葉佐那（2）

千葉さな子に「おまえは狂人だ」と言ったのは父定吉です。さな子のイ
メージからは程遠い言葉です。
明治 26（1893）年 8月、山梨県甲府市の小田切謙明宅にさな子が滞在
した時、山梨日日新聞記者･山本節のインタビューを受けました。同月22
日付の記事「坂本龍馬氏の未亡人を訪う」の中で 3度にわたり、さな子
は自らを「狂人」と語っています。
記事によると、父千葉定吉がさな子に嫁ぐか別家して夫を迎えることを
勧めたものの、時代は乱れ、英傑は剣を持って立ち、国のため血を流そ
うと構えている様相。さな子も身を持って国に尽くそうと思っており、結
婚など考えていませんでした。そのため、定吉は「おまえは狂人だ」と大
声で言うようになったということです。
本文を要約すると、『坂本龍馬氏が、彼女（さな子）の父君に妻にした
いと求めた。父君は「家の娘は狂人なのを良く知っているはずだ。だがあ
なたが狂人を嫁にする気があるなら拒むことはない」として、さな子にそ
のことを話した。彼女に強いたわけではない。彼女は父君の命に従い、
「天下が鎮まるのを待って結婚式を挙げたい」と言った。父君も坂本氏
も「それでよい」と言うことになった。彼女（の年）は 21か 2』。
坂本龍馬、千葉定吉、
さな子の声が聞こえて
きそうな記事です。狂
人・狂った人は言い過
ぎですが、動じない人
だったと感じます。今、
千葉さな子は山梨県甲
府市朝日町「清運寺」
小田切家の墓地に眠っ
ています。

生涯酒を愛した山本彰宏

千
葉
さ
な
子
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

＝
明
治
26
年
8
月
22
日
付　

山
梨
日
日
新
聞

山
本
紀
子
書


