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生
と
そ
の
後
の
成
長
を
ご
支
援
く
だ

さ
っ
た
関
係
の
方
々
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。

式
典
で
は
、知
事
、市
長
、両
副
議

長
様
よ
り
ご
あ
い
さ
つ
を
賜
り
ご
参

会
の
皆
様
と
と
も
に
30
周
年
の
節
目

を
祝
い
ま
す
と
と
も
に
、３
名
の
歴
代

館
長
様
へ
の
知
事
感
謝
状
の
贈
呈
や
、

当
館
の
活
動
を
お
支
え
い
た
だ
い
て
い

る
２
つ
の
団
体
様
か
ら
記
念
品
を
頂

戴
す
る
な
ど
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
執
り
行

わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

初
代
館
長
の
小
椋
克
己
様
に
は
、

創
館
当
初
か
ら
、「
龍
馬
へ
の
入
口
」

と
し
て
の
記
念
館
に
ふ
さ
わ
し
い
環

境
づ
く
り
に
、
第
２
代
の
森
健
志
郎

様
に
は
、「
龍
馬
の
殿
堂
」
と
し
て
の

ス
タ
イ
ル
づ
く
り
に
ご
尽
力
を
賜
り

ま
し
た
。
そ
し
て
第
３

代
の
髙
松
清
之
様
に
は
、

歴
代
館
長
様
の
事
績
を

引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
博

物
館
仕
様
の
新
館
づ
く

り
に
ご
尽
力
を
賜
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。

加
え
て
、JT
・
JR
・
日

本
旅
行
・
JTB
各
社
様
の

企
業
龍
馬
会
様
や
、
坂

本
龍
馬
倶
楽
部
様
か
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
龍
馬
の

好
き
な
『
梅
の
木
』（
品

種
名「
お
も
い
の
ま
ま
」）

と
、30
年
前
に
青
年
１
,

３
０
０
名
の
実
行
委
員

会
が
記
さ
れ
た
、第
１
号

館
（
現
「
本
館
」）
寄
贈

時
の『
メッ
セ
ー
ジ・モ
ニュ

メ
ン
ト
』
を
寄
贈
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

歴
代
館
長
様
の
お
気

遣
い
と
、各
企
業
龍
馬
会

様
、
坂
本
龍
馬
倶
楽
部

様
の
お
心
遣
い
に
、あ
ら
た
め
ま
し
て

心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と

存
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
当
館
は
、
多
く
の
国

内
外
の
フ
ァ
ン
や
、
関
係
各
位
の
皆
々

様
方
の
温
か
い
お
支
え
の
も
と
、「
龍

馬
への
入
口
」、「
龍
馬
の
殿
堂
」、そ
し

て
「
歴
史
文
化
・
歴
史
観
光
の
振
興

拠
点
」と
し
て
前
進
し
て
い
く
こ
と
を
、

お
誓
い
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。今

後
と
も
、こ
の
努
力
を
職
員
一同
、

力
を
合
わ
せ
て
重
ね
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、皆
々
様
方
の
引
き
続
き
の
ご
指

導
、ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
、本
年

も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

吉
村
大

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館

は
、
本
年
11
月
15
日
に
開
館
30
周

年
の
記
念
す
べ
き
日
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ

と
え
に
、
国
内
外
の
龍
馬
フ
ァ
ン

や
来
館
者
の
方
々
、
地
元
の
皆
様
、

企
業
・
団
体
・
自
治
体
・
文
化
施

設
、
そ
し
て
歴
代
館
長
や
ご
家

族
を
は
じ
め
、
当
館
の
誕
生
と
そ

の
後
の
成
長
を
お
支
え
く
だ
さ
っ

た
多
く
の
関
係
の
皆
様
方
の
ご
支

援
、
ご
厚
情
の
賜
物
で
あ
る
と
感

謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

昭
和
59
年
に
県
内
12
の
青
年
団
体

１
,
３
０
０
名
の
方
々
が
集
い
、実
行

委
員
会
を
組
織
さ
れ
、こ
れ
を
契
機

に
当
館
創
設
の
た
め
の
「
龍
馬
募
金

活
動
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
国
内
外
の
方
々
の
浄
財

と
高
知
県
・
高
知
市
の
財
政
的
支
援

を
得
て
、当
館
は
、30
年
前
の
平
成
３

年
11
月
15
日
に
誕
生
い
た
し
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
平
成
30
年
４
月
に
は

２
館
体
制
と
な
り
ま
し
た
。

第
５
波
の
コ
ロ
ナ
感
染
が
収
束
の

方
向
に
向
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
開
館

記
念
日
の
11
月
15
日
に
は
、当
館
ホ
ー

ル
に
て
記
念
式
典
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
式
典
に
は
、
濵
田

高
知
県
知
事
、加
藤
高
知
県
議
会
副

議
長
、
岡
﨑
高
知
市
長
、
西
森
高
知

市
議
会
副
議
長
の
皆
様
や
、
当
時
の

高
知
商
工
会
議
所
青
年
部
筆
頭
副

会
長
と
し
て
龍
馬
募
金
活
動
を
牽

引
さ
れ
た
、
現
在
全
国
龍
馬
社
中
の

代
表
理
事
で
あ
る
橋
本
邦
健
様
、地

元
の
皆
様
、
そ
し
て
歴
代
館
長
や
ご

家
族
と
、企
業
・
団
体
・
文
化
施
設

の
方
々
を
は
じ
め
と
す
る
、当
館
の
誕

ここは館長の部屋

開館30周年の節目に寄せて

新年明けましておめでとうございます
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晩秋の原野と柏林と白樺

坂
本
直
行
は
原
野
の
開
拓
農
民
で
す
。

10
代
か
ら
山
に
登
り
、
山
に
あ
こ
が
れ
、
そ

こ
に
咲
く
花
々
を
愛
し
ま
し
た
。
出
会
っ
た
山

の
風
景
や
花
々
を
ペ
ン
画
や
版
画
、
水
彩
油
彩

画
な
ど
で
多
く
残
し
て
い
ま
す
。

資
産
家
で
名
士
で
も
あ
っ
た
父
の
期
待
に

真
っ
向
か
ら
反
発
し
、
裸
一
貫
で
道
東
十
勝
の

原
野
で
開
拓
農
民
と
し
て
30
年
を
過
ご
し
た
直

行
。
そ
れ
は
厳
し
い
自
然
へ
の
憧
憬
と
挑
戦
、

開
拓
と
の
闘
い
と
い
う
過
酷
な
時
間
で
し
た
。

そ
の
傍
ら
、
描
き
続
け
た
山
々
や
花
々
。
開

墾
の
鍬
と
共
に
捨
て
る
こ
と
の
な
か
っ
た
絵
画
へ

の
執
着
は
、
厳
し
い
開
拓
生
活
ゆ
え
の
衝
動
で
も

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
画
家
に
転
じ
、
山
岳
画
家

と
称
さ
れ
る
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
反
骨
の
農
民

画
家
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。

農
民
で
あ
る
誇
り
と
、
農
民
運
動
を
通
じ
体

制
に
抗
い
、
龍
馬
と
は
関
係
な
い
と
言
い
続
け

た
反
骨
。
し
か
し
、
そ
の
生
き
様
に
私
た
ち
は

"
龍
馬
"
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
2
部
で
の
展
示
の
始
ま
り
は
、『
海
援
隊

約
規
』（
慶
応
3
年
4
月
）。
龍
馬
が
掲
げ
た

海
援
隊
に
お
け
る
事
業
の
一
つ
が
開
拓
事
業

で
す
。
こ
の
約
規（
規
則
）も
、子
孫
に
伝
わ
っ

た
も
の
で
す
。
改
め
て
じ
っ
く
り
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

坂
本
直
行
（
１
９
０
６
~
１
９
８
２
）
は
、

裕
福
な
資
産
家
の
息
子
と
し
て
釧
路
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
婿
養
子
で
熊
本
出
身
の
父
弥
太

郎
と
、
直
寛
の
長
女
直
意
の
次
男
と
し
て
育

ち
ま
す
。
北
海
道
大
学
卒
業
後
、
自
分
は
自

開
館
30
周
年
記
念

特
別
展「
龍
馬
と
北
の
大
地
」第
2
部

北
海
道
で"
龍
馬
"生
き
る—

 

チ
ョ
ッ
コ
ウ
さ
ん
再
び

ス
タ
ー
ト

「
反
骨
の
農
民
画
家
・
坂
本
直
行
」展
か
ら
15
年

4
月
3
日
ま
で︵
2
月
7
~
9
日
は
展
示
替
え
の
た
め
閉
室
︶

「
龍
馬
と
北
の
大
地
」
は
、
昨
年
12
月
16

日
に
第
2
部
が
始
ま
り
、
舞
台
は
蝦
夷
地
か

ら
松
浦
武
四
郎
が
名
付
け
た
北
海
道
へ
と
移

り
ま
し
た
。

15
年
前
︵
２
０
０
６
年
︶
半
年
近
く
に
わ
た

り
、﹃
反
骨
の
農
民
画
家

坂
本
直
行
﹄
展
を

開
催
し
た
こ
と
を
ご
記
憶
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
。
記
念
館
開
館
15
周
年
、
直

行
生
誕
１
０
０
年
の
年
で
、
年
間
入
館
者
数

を
押
し
上
げ
た
だ
け
で
な
く
、
入
館
者
の
過

半
数
を
県
民
の
皆
さ
ん
が
占
め
ま
し
た
。
終

了
後
の
「
も
う
一度
チ
ョッ
コ
ウ
さ
ん
の
絵
を
見

た
い
」
と
い
う
声
に
後
押
し
さ
れ
て
、
15
年
ぶ

り
の
開
催
で
す
。

農
民
で
あ
る
誇
り
と
、
農
民
運
動
を
通
じ
体

制
に
抗
い
、
龍
馬
と
は
関
係
な
い
と
言
い
続
け

た
反
骨
。
し
か
し
、
そ
の
生
き
様
に
私
た
ち
は

「
龍
馬
と
北
の
大
地
」第
2
部

チ
ョ
ッ
コ
ウ
さ
ん
再
び

ス
タ
ー
ト

日
は
展
示
替
え
の
た
め
閉
室
︶

分
の
道
を
行
く
と
父
の
猛
反
対
を
押
し
切
り
、

道
東
十
勝
の
原
野
に
向
か
い
、
そ
れ
か
ら
30
年

間
、
厳
酷
の
開
拓
農
民
と
し
て
生
き
た
人
で
す
。

の
ち
に
坂
本
龍
馬
の
実
家
・
郷
士
坂
本
家
8

代
目
と
な
り
ま
す
が
、
家
長
制
へ
の
反
発
も

あ
っ
た
よ
う
で
、
一
切
龍
馬
を
語
ら
な
か
っ

た
人
で
す
。

直
行
は
開
拓
の
実
践
者
と
し
て
、
図
ら
ず
も

龍
馬
の
志
に
近
い
人
生
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
せ
ま
す
。

龍
馬
の
遺
族
た
ち
は
、
明
治
31
（
１
８
９
８
）

年
に
北
海
道
へ
渡
り
ま
し
た
。
渡
道
の
先

導
は
直
行
の
祖
父
坂
本
直
寛
（
１
８
５
３
~

１
９
１
１
）。
家
族
6
人
で
は
る
ば
る
石
狩
川

の
ほ
と
り
樺
戸
郡
浦
臼
町
へ
移
住
し
ま
し
た
。

高
知
か
ら
遠
く
北
海
道
へ
渡
る
弟
家
族
を
見

送
っ
た
兄
の
坂
本
直
（
１
８
４
２
~
９
８
）
は
、

そ
の
半
年
後
に
病
没
。
夫
で
あ
り
父
を
亡
く
し

た
直
の
妻
子
も
ま
た
浦
臼
へ
と
渡
っ
て
い
き
ま

し
た
。
直
は
元
海
援
隊
士
・
髙
松
太
郎
で
、
朝

廷
の
意
向
に
よ
り
叔
父
の
坂
本
龍
馬
家
を
継
い

だ
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
１
２
０
年
余
り
経
っ
た

今
、
子
孫
た
ち
は
北
海
道
の
地
に
し
っ
か
り
と

根
づ
か
れ
て
い
ま
す
。

会
場
に
は
、
直
行
が
愛
し
描
き
続
け
た
、
日

高
山
脈
の
山
な
み
と
裾
野
に
広
が
る
柏
林
と
い

う
代
表
的
な
構
図
の
油
彩
画
を
中
心
に
、
厳
し

い
冬
を
超
え
て
咲
く
か
れ
ん
な
花
々
の
水
彩
画

な
ど
、
北
海
道
各
地
か
ら

集
め
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

直
行
が
描
く
日
高
山
脈

と
柏
林
は
、
現
在
で
は
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
原
始

の
風
景
で
す
。
開
拓
農
民

か
ら
画
家
と
な
っ
て
原
野

を
離
れ
て
も
、
直
行
は
日

高
と
原
野
の
風
景
を
描
き

続
け
ま
し
た
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
絵
を

愛
し
、
亡
く
な
る
ま
で
描

き
続
け
た
直
行
。
渇
望
す
る
ほ
ど
の
絵
心
は
、

や
が
て
落
ち
着
い
た
心
境
、
老
境
へ
と
移
っ
て

い
き
ま
す
。
同
じ
風
景
で
も
年
代
を
追
う
と
、

わ
ず
か
な
構
成
の
違
い
に
、
直
行
の
心
映
え
の

変
化
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

直
行
は
な
お
ゆ
き
と
読
む
の
が
正
し
い
の

で
す
が
、
家
族
は
じ
め
友
人
知
人
は
チ
ョ
ッ
コ

ウ
さ
ん
と
呼
び
ま
す
。"
い
ご
っ
そ
う
"チ
ョ
ッ

コ
ウ
さ
ん
を
再
び
ご
紹
介
し
ま
す
。
開
拓
農
民

チ
ョ
ッ
コ
ウ
の
世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

本
展
で
は
、
北
海
道
内
の
六
花
亭
（
帯
広
市
）、

帯
広
百
年
記
念
館
（
同
）、
十
勝
毎
日
新
聞
社

（
同
）、
広
尾
町
海
洋
博
物
館
（
広
尾
郡
）、
北

大
山
岳
館
（
札
幌
市
）
を
は
じ
め
弘
松
家
や
個

人
の
方
た
ち
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
関

係
の
皆
様
方
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

前
田
由
紀
枝

かたくり

はまなし

初冬の日高連峰

33歳の直行＝1940年、開拓原野で（北大山岳館所蔵）

（六花亭所蔵）
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松
浦
武
四
郎
と
松
阪
市

本
展
は
、
松
浦
武
四
郎
・
北
添
佶
磨
・
坂
本

龍
馬
の
３
人
を
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
構
成
し
た
が
、

そ
の
な
か
で
も
や
は
り
中
心
と
な
っ
た
の
が
松

浦
武
四
郎
で
あ
る
。
展
示
資
料
の
多
く
を
松
浦

武
四
郎
記
念
館
（
三
重
県
松
阪
市
）
か
ら
借
用

し
た
関
係
で
、
松
浦
武
四
郎
関
係
資
料
が
大
部

分
を
占
め
た
こ
と
が
そ
の
主
な
要
因
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
資
料
の
量
の
問
題
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
松
浦
武
四
郎
と
い
う
幕
末

維
新
史
に
金
字
塔
を
打
ち
立
て
た
人
物
が
放
つ

圧
倒
的
な
オ
ー
ラ
に
展
示
室
が
支
配
さ
れ
た
と

言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
感
覚

を
持
っ
た
観
覧
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
高
知
県
で
は
じ
め
て
本
格
的

に
、
松
浦
武
四
郎
の
事
績
を
実
物
資
料
に
よ
っ

て
紹
介
で
き
た
こ
と
に
、
大
き
な
喜
び
を
感
じ

て
い
る
。

本
展
で
は
、
松
阪
市
の
複
数
の
施
設
か
ら
資

料
を
借
用
し
た
。
前
記
の
松
浦
武
四
郎
記
念
館

に
加
え
、
本
居
宣
長
記
念
館
、
そ
し
て
松
阪
の

豪
商
の
屋
敷
に
由
来
す
る
旧
長
谷
川
治
郎
兵
衛

特
別
展「
龍
馬
と
北
の
大
地
」第
１
部

蝦
夷
地
へ
の
ま
な
ざ
し

—
 

龍
馬
と
幕
末
の
志
士

終
了

10
月
５
日
に
始
ま
っ
た
特
別
展
「
龍
馬
と
北

の
大
地
」
第
１
部
「
蝦
夷
地
へ
の
ま
な
ざ
し
―

龍
馬
と
幕
末
の
志
士
」
が
、
12
月
３
日
に
終

了
し
た
。
あ
っ
と
い
う
間
の
60
日
間
だ
っ
た
が
、

特
に
会
期
の
中
盤
以
降
は
多
く
の
来
館
者
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
展
示
を
振

り
返
り
た
い
。

家
（
N
P
O
法
人
松
阪
歴
史
文
化
舎
）
も
、
同

じ
松
阪
市
内
に
あ
っ
て
貴
重
な
武
四
郎
関
係
資

料
を
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
貸
し
出
し
を
ご

快
諾
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
特
別
後
援
を
い
た

だ
い
た
松
阪
市
か
ら
は
、
惜
し
み
な
い
ご
協
力

と
ご
声
援
を
頂
戴
し
、
ま
さ
に
特
別
後
援
を

賜
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
改
め
て
、
こ
こ
に
深

甚
な
る
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

新
た
な
北
添
佶
磨
像

松
浦
武
四
郎
関
係
資
料
が
軸
に
な
っ
た
と

は
言
い
つ
つ
、
土
佐
藩
出
身
の
志
士
で
あ
る
北

添
佶
磨
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
人
物
像
が
提
示

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
従
来
、

ど
う
し
て
も
龍
馬
が
主
、
佶
磨
が
従
の
関
係
に

な
り
が
ち
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、今
回
、佶
磨
を
、

蝦
夷
地
を
目
指
し
た
龍
馬
の
先
人
と
し
て
明
確

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ
松
浦
武

四
郎
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、

実
際
に
北
の
大
地
を
踏
み
、
武
四
郎
と
交
流
す

る
な
ど
、
佶
磨
は
龍
馬
が
実
現
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
い
く
つ
も
成
し
遂
げ
て
い
る
。
知
識
や

経
験
の
面
で
、
一
歩
も
二
歩
も
先
を
行
っ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
関
係
資
料
が
限
ら
れ

る
な
か
、
一
人
の
志
士
の
紹
介
と
し
て
は
難
し

い
部
分
も
あ
っ
た
が
、
観
覧
者
そ
れ
ぞ
れ
が
新

た
な
佶
磨
像
を
発
見
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
重
要
な
土
佐
藩
出
身
の
志
士

の
一
人
と
し
て
、
今
後
、
佶
磨
の
魅
力
あ
ふ
れ

る
人
柄
と
活
動
に
さ
ら
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

会
期
中
の
新
知
見

会
期
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
、
展
示
担
当
者
と

し
て
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
来
館
者
も
興
味

を
引
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
多
く
の
質
問
や
意

見
を
頂
戴
し
た
。
そ
の
な
か
の
と
あ
る
質
問
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
知
見

が
得
ら
れ
た
。
事
前
に
展
示
解
説
に
加
え
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
が
、
こ
の
場
を
借
り

て
報
告
し
た
い
。

実
物
の
展
示
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
海
援

隊
の
雑
記
帳
「
雄
魂
姓
名
録
」
と
い
う
資
料
の

写
真
を
パ
ネ
ル
と
図
録
に
掲
載
し
た
。
そ
の
な

か
に
あ
る
「
蝦
夷
幷な
ら
びニ
北
蝦
（
北
蝦
夷
＝
樺
太

の
こ
と
）
廻か
い

路ろ

用
意
ノ
道
具
」（
ル
ビ
・
括
弧

内
は
筆
者
が
加
え
た
）
と
題
す
る
一
節
を
紹
介

し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
松
浦
武
四
郎
の

人
物
評
を
簡
潔
に
述
べ
た
後
に
、
表
題
の
通
り

蝦
夷
地
を
巡
る
た
め
に
必
要
な
道
具
類
を
箇
条

書
き
で
紹
介
し
て
い
る
。
道
具
類
を
列
挙
す
る

こ
の
文
章
で
は
、
箱
館
奉
行
の
役
人
で
あ
る
向む
こ
う

山や
ま

源
太
夫
の
名
が
出
て
、
そ
れ
が
主
語
に
な
る

な
ど
、
現
地
で
の
何
ら
か
の
記
録
の
写
し
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
が
、
準
備
中
、
こ
の

点
に
つ
い
て
特
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
会
期
中
に
心
当
た
り
を
い
く

つ
か
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
実
物
を
展

示
し
て
い
た
松
浦
武
四
郎
の
著
書
『
北
蝦
夷
余

誌
』（
「
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
」
の
う

ち
の
１
冊
）
に
、「
雄
魂
姓
名
録
」
と
ま
っ
た
く

の
同
文
が
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
雄
魂
姓

名
録
」の
こ
の
一
節
が
、『
北
蝦
夷
余
誌
』を
書
き

写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
推

測
す
る
に
、龍
馬
あ
る
い
は
海
援
隊
士
の
誰
か
が
、

武
四
郎
が
出
版
し
た
『
北
蝦
夷
余
誌
』
を
持
っ
て

い
た
、
そ
う
で
な
く
と
も
そ
れ
を
借
り
て
読
ん

だ
可
能
性
が
非
常
に
高
い
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

龍
馬
と
武
四
郎
は
、
我
々
が
思
う
よ
り
も
っ

と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今

回
の
展
示
は
終
了
し
た
が
、
今
後
も
注
視
し
て

い
き
た
い
課
題
で
あ
る
。

髙
山
嘉
明展示風景（企画展示室）初展示となった河田左久馬宛の龍馬書簡（常設展示室）
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30周年記念行事、無事に終了しました！

「
チ
ー
ム
」「
信
用
・
信
頼
」「
観
客
・
視

聴
者
・
来
館
者
」
な
ど
3
つ
の
テ
ー
マ
に

沿
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
龍
馬
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
紹
介
し
な
が
ら
、
土

屋
さ
ん
と
藤
川
さ
ん
に
も
お
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
投
球
同
様
に
熱
い
藤
川

さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
ド
ラ
マ
作
り
の

裏
側
が
見
え
る
土
屋
さ
ん
の
貴
重
な
お

話
な
ど
を
、
来
場
さ
れ
た
方
は
熱
心
に

聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

◆
11
月
14
日
︵
日
︶

恒
例
の
「
龍
馬
ま
つ
り
in
記
念
館
」。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
流
行
防
止
の
た
め
、

長
宗
我
部
鉄
砲
隊
の
公
開
訓
練
（
甲
冑
着

用
）や
無
双
直
伝
英
信
流
居
合
術
演
武
な

一
昨
年
度
末
か
ら
猛
威
を
ふ
る
う
コ

ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
る
日
々
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
11
月
15
日
、
な
ん
と
か
無

事
に
当
館
は
開
館
30
周
年
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
開
催

す
る
企
画
展
・
特
別
展
す
べ
て
に
「
開

館
30
周
年
」の
冠
を
つ
け
開
催
す
る
な
ど
、

年
度
当
初
か
ら
30
周
年
を
盛
り
上
げ
て
、

そ
の
最
後
の
事
業
と
し
て
11
月
15
日
に

開
館
記
念
式
典
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

式
典
以
外
に
も
11
月
は
い
く
つ
か
の
記

念
行
事
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

◆
11
月
13
日
︵
土
︶

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
龍
馬
の
魅
力
」

（
於
ザ
ク
ラ
ウ
ン
パ
レ
ス
新
阪
急
高
知
）

N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
の
土
屋
勝
裕
さ
ん
（
N
H
K

編
成
局
編
成
セ
ン
タ
ー
副
部
長
）と
令
和

2
年
度
龍
馬
賞
を
受
賞
さ
れ
た
元
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
投
手
の
藤
川
球
児
さ
ん
（
関

西
・
高
知
ス
ポ
ー
ツ
観
光
大
使
）を
お
迎

え
し
、
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。
土
屋
勝
裕
さ
ん
に
よ
る
、

「『
龍
馬
伝
』
と
『
エ
ー
ル
』
を
振
り
返

る
」
と
題
し
た
講
演
の
後
、
お
二
人
と
当

館
の
三
浦
学
芸
員
の
3
人
に
よ
る
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

ど
野
外
で
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
30
周
年
記
念
と
し
て
、
今
年
は

龍
馬
ま
つ
り
も
入
館
無
料
！
（
例
年
は

開
館
記
念
日
の
み
で
す
。）

◆
11
月
15
日
︵
月
︶

い
よ
い
よ
開
館
記
念
日
。
9
時
の
開

館
に
先
立
ち
、
記
念
式
典
を
開
催
し
、

過
去
3
代
の
館
長
へ
の
感
謝
状
贈
呈
な

ど
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、
開
館
30

周
年
に
あ
わ
せ
、
関
係
者
の
皆
様
か
ら

記
念
植
樹
（
梅
「
お
も
い
の
ま
ま
」）、
記

念
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
（
本
館
出
口
）の
ご
寄

贈
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
30
分
の
短
い

時
間
で
し
た
が
、
こ
の
式
典
に
お
い
て

も
30
周
年
の
節
目
を
祝
し
ま
す
と
と
も

に
更
に
前
進
し
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

30
周
年
の
年
は
、
恙
な
く
⋮
と
は
言

い
づ
ら
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
が
、
坂

本
龍
馬
の
業
績
を
未
来
に
伝
え
て
い
く

使
命
を
忘
れ
ず
、
次
の
40
周
年
に
向
か
っ

て
、
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。河

村
章
代

記念シンポジウム（11月13日、左から司会・谷本美尋さん、土居
勝裕さん、藤川球児さん、三浦）

無双直伝英信流居合術演武（11月14日）

記念式典（11月15日、歴代館長へ濵田省司高知県知事より感謝状贈呈）記念モニュメント 記念植樹



5・龍馬記念館だより

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
坂
本
龍
馬
記

念
館
新
館
２
階
に
あ
る
ジ
ョ
ン
万
次
郎
展

示
室
で
す
。
万
次
郎
は
遭
難
中
に
ア
メ
リ

カ
の
捕
鯨
船
に
救
出
さ
れ
た
の
ち
10
年
間

の
大
半
を
捕
鯨
船
員
と
し
て
、
ま
た
数
年

を
ア
メ
リ
カ
本
国
で
過
ご
し
帰
国
。
以
後

日
本
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
人
物

で
す
。
万
次
郎
と
龍
馬
は
直
接
面
識
が
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、

「
漂
巽
紀
略
」（
河
田
小
龍
が
万
次
郎
か
ら

海
外
事
情
を
聞
き
取
り
ま
と
め
た
書
物
）

等
を
通
じ
て
、
龍
馬
が
世
界
へ
と
開
眼
す

る
後
押
し
を
し
た
人
物
の
一
人
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

展
示
室
内
の
左
手
に
は
、
大
き
な
世
界

地
図
が
あ
り
、
地
図
上
の
カ
ラ
フ
ル
な
矢

印
は
万
次
郎
が
生
涯
旅
し
た
お
お
よ
そ
の

道
筋
を
示
し
て
い
ま
す
。
翻
訳
や
連
絡
手

段
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
こ
の

時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
万
次
郎
が
ど

の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
、
乗
り
越
え
て

き
た
の
か
、
想
像
し
て
み
る
の
も
楽
し
い

で
し
ょ
う
。
展
示
室
内
の
右
手
に
は
、

ア
メ
リ
カ
で
万
次
郎
を
支
え
た
人
々
が

記
し
た
英
文
書
籍
の
展
示
や
、
万
次
郎

が
船
上
で
見
聞
き
し
学
び
、
の
ち
に
自

著
に
も
な
っ
た
英
語
文
が
紹
介
さ
れ
て

お
り
、
常
設
展
示
室
と
は
一
味
違
う
グ

ロ
ー
バ
ル
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

当
時
、
鎖
国
や
尊
皇
攘
夷
の
広
が
り

等
、
諸
外
国
と
の
関
わ
り
を
避
け
る

べ
き
と
す
る
世
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
渦
中
で
10
年
と
い
う
月
日
を
異
文

化
に
揉
ま
れ
過
ご
し
、
決
死
の
覚
悟
で

帰
国
し
た
万
次
郎
の
強
靭
さ
と
、
行
く

先
々
で
慕
わ
れ
信
頼
さ
れ
た
人
間
性
、

そ
し
て
自
ら
の
経
験
を
よ
り
よ
い
国
づ

く
り
へ
と
捧
げ
た
彼
の
功
績
を
、
ぜ
ひ

当
館
ジ
ョ
ン
万
次
郎
展
示
室
に
て
ご
覧

く
だ
さ
い
。

渡
辺
芙
月

ジ
ョ
ン
万
次
郎
展
示
室

『
高
知
出
身
、幕
末
期
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
』

龍
馬
は
「
良
林
及
び
海
中
の
品
類
よ
き
も

の
」
を
得
る
た
め
に
「
ヱ
ゾ
」
な
ど
に
移
民
を

想
定
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
は
、
特
に

近
代
の
北
海
道
十
勝
地
方
を
事
例
に
、「
良
林
」

や
「
海
中
の
品
類
」
の
生
産
出
荷
に
つ
い
て
触

れ
る
。

「
良
林
」
は
開
拓
時
代
に
い
ち
早
く
注
目

さ
れ
た
産
物
で
あ
る
。
十
勝
の
森
林
地
帯
は
、

早
く
は
マ
ッ
チ
の
軸
木
と
な
る
ド
ロ
ノ
キ
や
、

皮
な
め
し
に
使
う
タ
ン
ニ
ン
を
豊
富
に
含
む

カ
シ
ワ
が
注
目
さ
れ
た
。
の
ち
に
は
鉄
道
の

枕
木
や
製
紙
用
材
、
建
築
用
材
な
ど
と
し
て

「
良
林
」
が
切
り
開
か
れ
て
ゆ
く
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
事
業
が
本
格
化
す
る
の
は
明
治
30

年
代
以
降
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
の
鉄
道
の

敷
設
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

十
勝
の
「
海
中
の
品
類
」
は
、
近
世
以
来

塩
漬
け
の
鮭
や
昆
布
な
ど
が
産
物
に
数
え

ら
れ
た
。
港
湾
を
設
け
、漁
業
が
機
械
化
し
、

動
力
船
や
冷
蔵
施
設
が
現
れ
る
の
は
昭
和

の
初
期
で
あ
る
。
機
械
化
を
経
て
、
北
海

道
の
海
産
物
は
新
し
い
次
元
で
遠
隔
地
の

食
卓
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
産
業
の
興
隆
に
は
人
々
の
情

熱
が
不
可
欠
だ
。
十
勝
の
各
地
域
で
は
、

明
治
時
代
の
な
か
ご
ろ
か
ら
数
十
年
単
位

の
請
願
を
繰
り
返
し
鉄
道
や
港
湾
を
誘
致

し
た
。
こ
う
し
た
地
域
か
ら
の
う
ね
り
の

中
に
、
あ
る
い
は
う
ね
り
に
呼
応
す
る
者

の
中
に
坂
本
龍
馬
が
い
た
ら
、
と
想
像
し

て
み
た
く
な
る
。
た
だ
私
は
歴
史
を
研
究

す
る
者
と
し
て
「
た
ら
」「
れ
ば
」
は
あ
ま

り
考
え
な
い
。
逆
さ
ま
に
、
龍
馬
の
発
想

や
精
神
が
開
拓
者
に
受
け
継
が
れ
た
可
能

性
を
考
え
る
。

開
拓
者
の
中
に
は
も
と
士
族
の
者
が
い

た
。
自
由
民
権
運
動
を
経
て
北
地
へ
赴
い

た
者
も
い
た
。
彼
ら
に
限
ら
ず
と
も
、
幕

末
の
時
代
経
験
を
肌
で
感
じ
た
人
々
が
い

た
。「
良
林
」
や
「
海
中
の
品
類
」
を
産
業

と
し
よ
う
と
し
た
人
々
の
心
性
に
、
龍
馬

や
龍
馬
が
生
き
た
時
代
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
想
像
し
な

が
ら
、
残
さ
れ
た
記
録
を
こ
れ
か
ら
も
読

み
進
め
た
い
。

大
和
田
努
（
帯
広
百
年
記
念
館
学
芸
員
）

良
林
及
海
中
の
品
類
よ
き

も
の
を
得
ハ
人
を
う
つ
し

万
物
の
時
を
得
る
よ
ろ
こ
ひ

（
慶
応
三
年
三
月
六
日
、印
藤
聿
宛
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙
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読
み
仮
名
に
「
子
」
？

事
の
発
端
は
、
当
館
の

常
設
展
示
室
で
何
気
な

く
展
示
ケ
ー
ス
の
状
態
を

確
認
し
て
い
た
時
の
こ

と
。
ケ
ー
ス
の
な
か
の
展

示
資
料
が
、
奇
妙
な
違
和

感
を
伴
っ
て
視
界
に
入
っ

た
。
そ
れ
ま
で
何
度
も
見

て
い
た
は
ず
の
そ
の
資
料

は
、『
和わ

英え
い

通つ
う

韻い
ん

伊い

呂ろ

波は

便び
ん

覧ら
ん

』
と
い
う
、
海
援
隊

名
義
で
出
版
さ
れ
た
英
語

の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ

の
時
展
示
し
て
い
た
の

は
、
十
二
支
の
動
物
が
英

語
で
紹
介
さ
れ
る
見
開
き

ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
英
語
の

ス
ペ
ル
の
上
部
に
、
発
音

を
示
す
日
本
語
表
記
が
あ

り
、
ま
た
、
十
二
支
そ
れ

ぞ
れ
の
漢
字
に
も
ル
ビ
が

振
ら
れ
る
。
こ
の
出
版
物

の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
英

語
が
主
役
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
時

筆
者
が
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
、

日
本
語
の
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
抜
き
出
し
て
列
挙

す
れ
ば
、「
子子

」「
丑ウ
シ

」「
寅ト
ラ

」「
卯ウ

」

「
辰タ
ツ

」「
巳ミ

」「
午ウ
マ

」「
未
ヒ
ツ
シ」「

申サ
ル

」

「
酉ト
リ

」「
戌イ
ヌ

」「
亥イ

」
︱
︱
十
二
支

を
あ
ら
わ
す
漢
字
と
し
て
は
何
の

変
哲
も
な
い
、
お
馴
染
み
の
も
の

だ
ろ
う
。が
、問
題
は
最
初
の「
子
」

の
表
記
で
あ
る
。

き
っ
と
多
く
の
方
が
、
筆
者
と
違

和
感
を
共
有
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
ま
ず
、
大
き
な
文
字
が
漢
字

の
「
子
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
右
側
に
付
く
小

さ
な
文
字
は
、
他
の
11
例
と
対
照
す

れ
ば
、
そ
の
読
み
を
あ
ら
わ
す
も
の

と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
も
、
文
字
と

し
て
は
「
子
」
と
読
め
る
。
つ
ま
り
、

親
文
字（
漢
字
）
も「
子
」、ル
ビ（
読

み
仮
名
）
も
「
子
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
が
、
小
さ

な
文
字
の
正
体
は
、︿
ね
﹀
の
音
を

持
つ
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
子
」
が
︿
ね
﹀
と
読
む
仮
名
で
あ
り
、

そ
れ
が
江
戸
時
代
の
文
章
に
頻
出
す

る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
知

識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

や
は
り
「
子子

」
な
ど
と
い
う
表
記
は
、

少
な
く
と
も
現
代
人
の
感
覚
と
は
か

け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

歴
史
の
な
か
の
仮
名

歴
史
的
に
、
い
わ
ゆ
る
変
体
仮

名
（
漢
字
が
く
ず
れ
て
仮
名
と
な
っ

た
文
字
）
に
豊
富
な
種
類
が
あ
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一

方
、
カ
タ
カ
ナ
に
つ
い
て
は
、
一
音

に
つ
き
一
字
が
原
則
で
、
し
か
も
字

形
は
現
行
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な

い
。
そ
の
点
、︿
ね
﹀
の
音
を
持
つ

カ
タ
カ
ナ
は
特
殊
で
あ
る
。『
日
本

国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
の
「
ね
」

の
項
目
に
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ

る
。「「
ね
」
の
字
形
は
、「
禰
」
の
略

体
「
祢
」
の
草
体
か
ら
出
た
。「
ネ
」

の
字
形
は
同
じ
く
「
祢
」
の
左
部
分

「
子
」
と
い
う
文
字
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
。

―
―
と
言
っ
た
ら
驚
か
れ
る
だ
ろ
う
か
。
正
確
に

は
、「
子
」
と
い
う
文
字
は
、
か﹅

﹅

﹅
つ
て
カ
タ
カ
ナ
で
も﹅

あ
っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
。
今
回
、
日
常
業

務
に
お
い
て
ふ
と
気
に
な
っ
た
「
子
」
と
い
う
文
字

に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
筆
者
が
疎

い
言
語
学
や
日
本
文
学
の
分
野
か
ら
す
れ
ば
拙
い
内

容
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
史
学
の
分
野
か

ら
の
雑
感
と
い
う
こ
と
で
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
明

治
時
代
ま
で
は
、
か
た
か
な
と
し
て
、

「
子
」
か
ら
出
た
「
子
」
が
多
く
用
い

ら
れ
た
」（
傍
線
筆
者
、以
下
同
じ
）と
。

少
し
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
要
す
る
に
漢
字
「
子
」
の
草

書
体
が
、︿
ね
﹀
の
音
を
持
つ
カ
タ

カ
ナ
と
し
て
明
治
時
代
ま
で
存
在
、

し
か
も
別
の
カ
タ
カ
ナ
「
ネ
」
と
共

存
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

筆
者
の
ご
く
狭
い
見
識
で
は
あ
る

が
、
江
戸
時
代
、︿
ね
﹀
の
音
を
表

す
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
、「
ネ
」
の
表
記

は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
筆

者
が
こ
の
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
以

降
確
認
で
き
た
も
の
は
、
す
べ
て

「
子
」
の
表
記
で
あ
っ
た
。「
ネ
」
も

お
そ
ら
く
皆
無
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

が
、圧
倒
的
に
「
子
」
が
優
勢
で
あ
っ

た
点
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

話
を
戻
す
と
、カ
タ
カ
ナ
「
子
」
は
、

先
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
説
明

の
よ
う
に
、
草
書
体
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
漢
字
と
の
見
分
け
が
可
能
な

の
か
。
古
文
書
解
読
の
必
携
書
と
言

う
べ
き『
く
ず
し
字
用
例
辞
典
』（
児

玉
幸
多
編
、
東
京
堂
出
版
）
の
漢
字

「
子
」
の
項
目
で
は
、「
子
は
そ
の
ま

ま
の
形
で
カ
タ
カ
ナ
の
ネ
に
も
用
い

ら
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、

よ
り
現
実
的
な
用
法
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
う
。
実
際
に
カ
タ
カ
ナ
と
し
て

使
わ
れ
る
「
子
」
の
字
は
、
草
書
体

で
は
な
く
楷
書
体
（
漢
字
と
同
様
の

直
線
的
な
字
形
）
で
書
か
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。
冒
頭
に

紹
介
し
た
、
幕
末
の
出
版
物
『
和
英

通
韻
伊
呂
波
便
覧
』
に
お
け
る
カ
タ

カ
ナ
「
子
」
の
字
形
も
、
草
書
体
と

は
言
い
難
い
、
む
し
ろ
漢
字
と
同
形

で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
『
く
ず
し
字

用
例
辞
典
』
の
「
か
な
編
」
に
よ
る
と
、

漢
字
「
子
」
は
変
体
仮
名
の
字
母
（
仮

名
の
元
と
な
っ
た
漢
字
）
で
も
あ
り
、

こ
れ
を
字
母
と
す
る
変
体
仮
名
と
し

て
、︿
し
﹀
お
よ
び
︿
ね
﹀
の
音
を
持

つ
も
の
が
あ
る
。
和
歌
等
に
触
れ
る

機
会
の
少
な
い
筆
者
に
は
馴
染
み
が

な
い
が
、
変
体
仮
名
と
し
て
書
か
れ

る
場
合
、「
子
」
を
く
ず
し
た
草
書
体

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

龍
馬
の
カ
タ
カ
ナ
の
使
い
方

と
こ
ろ
で
、
龍
馬
は
カ
タ
カ
ナ

「
子
」
を
使
っ
て
い
た
の
か
と
い
う

点
に
も
興
味
が
湧
い
た
。
龍
馬
の
手

紙
を
通
覧
す
る
と
、
有
名
な
「
せ
ん

た
く
」の
手
紙（
文
久
３
年
６
月
29
日
、

姉
乙
女
宛
）
に
、
そ
の
用
例
が
確
認

さ
れ
る
。
姉
が
読
み
づ
ら
い
と
考
え

た
の
か
、
龍
馬
は
こ
の
手
紙
で
多
く

の
漢
字
に
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
も
っ
と
も
有
名
な
「
日ニ
ツ

本ポ
ン

を
今

一
度
せ
ん
た
く
い
た
し
申
候
事
ニ
い

た
す
へ
く
と
の
神
願ガ
ン

ニ
て
候
」
と
あ

る
一
節
で
あ
る
。子
カ
イ

坂
本
龍
馬
書
簡

文
久
３
年
６
月
29
日
乙
女
宛（
部
分
）



7・龍馬記念館だより

「
日
本
」
に
「
ニ
ツ
ポ
ン
」
の
ル
ビ

が
振
ら
れ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、龍
馬
は
ま
た「
神
願
」の「
願
」

の
右
傍
に
「
ガ
ン
」、
左
傍
に
「
子
カ

イ
」
と
い
う
仮
名
文
字
を
付
す
。
右

が
読
み
仮
名
、
左
は
や
や
特
殊
な
用

法
で
漢
字
の
意
味
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。ま
た
、そ
の
少
し
先
に
は
、「
兼

而
」
の
字
句
に
「
カ
子
テ
」
の
ル
ビ

が
見
ら
れ
る
。

こ
の
２
例
で
は
、
も
ち
ろ
ん
「
子
」

を
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
︿
ね
﹀
と
読
む

必
要
が
あ
る
。
読
み
と
し
て
は
、
前

者
が
︿
ね
が
い
﹀、後
者
が
︿
か
ね
て
﹀

と
な
る
。
な
お
、『
龍
馬
の
手
紙
』（
宮

地
佐
一
郎
編
、
講
談
社
）
を
は
じ
め

龍
馬
書
簡
を
翻
刻
し
た
書
籍
等
で
は
、

こ
の
カ
タ
カ
ナ
「
子
」
を
、
便
宜
的

に
現
代
の
仮
名
遣
い
で
あ
る
「
ネ
」

に
改
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
当
館

の
展
示
解
説
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

読
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
当
然
の

配
慮
と
言
う
べ
き
だ
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
原
文
の
特
徴
が
失
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
少
し
注
意
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ

ら
ず
︿
ね
﹀
の
音
を
持
つ
仮
名
文
字

を
他
に
探
せ
ば
、
同
じ
「
せ
ん
た
く
」

の
手
紙
に
、
あ
と
２
か
所
、
別
の
例

が
確
認
で
き
る
。手
紙
の
中
盤
に「
せ

ひ
よ
ま
ね、

ハ
い
か
ん
ぞ
よ
」（
傍
点

筆
者
、
以
下
同
じ
）、
そ
し
て
後
半

に
「
お
ろ
ん
と
も
た
ゝ
ぬ
よ
ふ
ニ
な

ら
ね、

ハ
中
々
こ
す
い
い
や
な
や
つ
で

死シ
ニ
ワハ
せ
ぬ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
書
か
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
ひ

ら
が
な
（
「
祢
」
が
く
ず
れ
た
変
体

仮
名
）
の
「
ね
」
で
あ
る
。
龍
馬
の

手
紙
に
は
、
ル
ビ
の
み
な
ら
ず
、
本

文
に
も
多
く
の
カ
タ
カ
ナ
が
登
場
す

る
が
、︿
ね
﹀
の
音
を
あ
ら
わ
す
仮

名
文
字
が
ル
ビ
で
は
な
く
本、

、

、
文
に
書

か
れ
る
場
合
、
例
外
な
く
︱
︱
筆
者

の
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
︱
︱
ひ
ら
が
な
（
変
体
仮
名
）
の

「
ね
」
と
な
る
。
先
に
示
し
た
「
~

ね
ハ
」︿
ね
ば
﹀
の
表
記
は
、
直
後

「
ハ
」に
つ
な
が
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
子
」
や
「
ネ
」
で
は
な
く
、
や
は
り

「
ね
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
文
に

は
ひ
ら
が
な
「
ね
」
を
書
き
、
ル
ビ

に
は
カ
タ
カ
ナ
「
子
」
を
書
く
、
こ

れ
が
龍
馬
の
︿
ね
﹀
の
音
の
使
い
方

で
あ
っ
た
と
一
応
ま
と
め
ら
れ
そ
う

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
名
の
使
い
分
け
は
、

龍
馬
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
当
時

の
ご
く
一
般
的
な
用
法
だ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
カ
タ
カ
ナ
は
、
漢
文
に
付
す

訓
点（
和
文
読
み
す
る
た
め
の
符
号
）

と
し
て
発
生
し
た
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、"
音
"
を
表
記
す
る
の
に
優
れ

た
文
字
で
あ
る
。
漢
字
の
読
み
を
示

す
た
め
に
カ
タ
カ
ナ
を
使
っ
た
龍
馬

の
用
法
も
、
そ
の
範
疇
に
あ
る
と
言

え
る
。「
ネ
」
で
は
な
く
「
子
」
を
書

い
た
の
も
、
そ
れ
が
龍
馬
に
と
っ
て

の
常
識
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ

ほ
ど
、
カ
タ
カ
ナ
「
子
」
が
市
民
権

を
得
て
い
た
表
れ
と
理
解
し
て
お
き

た
い
。

カ
タ
カ
ナ
「
子
」
の
終
焉

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
普
及
し
て
い
た
カ
タ
カ

ナ
「
子
」
は
、
な
ぜ
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
答
え
が
、
明
治
33

（
１
９
０
０
）
年
の
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
に

あ
る
。
そ
の
第
16
条
に
「
小
学
校
ニ
於
テ
教

授
ニ
用
フ
ル
仮
名
及お

よ
び

其そ

ノ
字
体
ハ
第
一
号
表

（
中
略
）
ニ
依
リ
又ま
た

漢
字
ハ
成
ル
ヘ
ク
其そ

ノ
数

ヲ
節
減
シ
テ
応
用
広
キ
モ
ノ
ヲ
選
フ
ヘ
シ
」
と

あ
る
（
文
部
省
編
『
小
学
校
令
・
小
学
校
令
施

行
規
則
・
小
学
校
令
改
正
ノ
要
旨
及
其
施
行
上

注
意
要
項
』
明
治
33
年
発
行
ヵ
、
国
立
国
会
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
参
照
、
ル
ビ
は

筆
者
に
よ
る
）。
そ
し
て
、「
第
一
号
表
」
に
は
、

︿
ね
﹀
の
音
を
持
つ
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
「
ネ
」
の

一
字
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
に
よ
る
統
一
が
、
ひ
ら
が

な
・
カ
タ
カ
ナ
が
一
音
に
つ
き
一
字
で
あ
る
と

い
う
、現
代
的
感
覚
の
出
発
点
と
な
っ
た
。「
小

学
校
令
施
行
規
則
」
に
つ
い
て
は
、
ひ
ら
が
な

の
統
一
（
変
体
仮
名
の
廃
止
）
の
面
が
よ
く
知

ら
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
裏
で
、
カ
タ
カ
ナ

「
子
」
も
ひ
そ
か
に
"
非
公
式
"
の
烙
印
を
押
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
余
談
な
が
ら
、
こ
の
時
も
し

「
ネ
」
で
は
な
く
「
子
」
が
公
式
の
カ
タ
カ
ナ
に

指
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
漢
字
「
子
」
と
は
少
し

字
形
の
異
な
る
活
字
が
、
カ
タ
カ
ナ
の
ひ
と
つ

と
し
て
現
代
社
会
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。

当
館
の
展
示
の
柱
で
あ
る
龍
馬
の
手
紙
に

は
、
多
く
の
仮
名
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
龍

馬
の
筆
跡
を
実
際
に
観
覧
す
る
機
会
が
あ
れ

ば
、
そ
の
使
い
方
に
も
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
う
。

小
学
校
令
施
行
規
則
第
一
号
表

（
文
部
省
編『
小
学
校
令
・
小
学
校
令
施
行
規
則
・
小
学
校
令
改
正
ノ
要
旨
及

其
施
行
上
注
意
要
項
』よ
り
、国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

新職員紹介 ９月より坂本龍馬記念館の受付業務をすることになりました山下
と申します。

前職は、高知県の青果物に係わることに携わっておりました。
全く異なる業界で戸惑いながらも早いもので３カ月が過ぎました。

受付業務では、いろんな情報を共有しながら一つのチームで仕
事をしています。一番大事なのは実は「ガッツ」で日々 、体力勝負です。

目標は、龍馬が懸命に動いたことを自分なりに描きながら３つの
目標をたてました。

素直に学ぶこと。勉強し続けること。何事にも恐れず柔軟性を
持ってチャレンジすることです。仕事、プライベートにおいてもチャ
レンジし続けたいと思います。

これからも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
山下 三鈴
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■ 「“松浦武四郎 追体験”から締めくくりは“10大ニュース”」

特別展『龍馬と北の大地「蝦夷地へのまなざし－龍馬と幕末の
志士」』と連動した関連展示“松浦武四郎 追体験”では、“北海
道の名付け親”と言われている松浦武四郎に関する体験型の資料
として、「北海道国郡検討図」の大判地図のレプリカと「一畳敷」
と呼ばれる畳一畳分の書斎の原寸大模型を展示しました。

地図上には実際靴を脱いで上がり、武四郎の足跡をた
どっていただくことが出来るようになっていました。間近で
しっかり、じっくりと地図をご覧になる方、地図上で写真を撮
られる方、階段を上がった中２階から俯瞰される方など、感じ
方、楽しみ方、体験の仕方は様 で々す。

その中に、地図を何度も何度も見に来て下さる熱心なご婦
人の方がいらして、来館時はほぼご友人の方とお見えになり、
地図について興味深い説明をされているという事をスタッフ
から聞きました。ご本人にお会いできる機会があったので、
お話を伺ったところ、Ｍさんは、「高知県の北海道移民史」に
ついて研究されている地元の方だと分かりました。出来るだ
け多くの方に展示を見ていただきたいと、ご友人を誘っては
ご来館くださっていたのです。「“龍馬と北の大地”の第２部
も楽しみにしています」と言われ、館を後にされました。

ご来館の皆様には、「様 な々地域を旅した足跡をたどり、
行く先々で何を見て何を感じたのか」タイトル通り“松浦武四
郎 追体験”を色 な々形で体験していただけたのではないか
と思います。

なお、このたびの関連展示“松浦武四郎 追体験”は12月3日で終了しましたが、「北海道国郡検討
図」の大判地図のレプリカは、好評につき、12月19日まで展示しました。

この後、記念館開館30周年の締めくくりとして海の見える・ぎゃらりいでは、1月初旬より「坂本龍
馬記念館開館30周年 10大ニュースはこれだ！」展（仮題）を開催します。1991年11月15日の開館から
2021年今年までの30年間に起こった記念館にまつわる様 な々出来事の中から、職員が選び抜いた10
のニュースを写真とパネルで展示します。どんなニュースが選ばれるのか、思いもかけないものがご覧
いただけるのか、どうぞご期待ください。

「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120号（年４回発行）表紙題字：書家 沢田 明子氏

発行日　2022（令和4）年1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12月20日現在

（1991年11月15日開館以来 30年36日）

◆入館者数 4,404,114人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来  467,354人

編集後記

新年を迎えました。今年は干支でいうと壬寅（みずのえとら）です。60年でひと回りする干支、
前回の壬寅は60年前の1962（昭和37）年、その前は120年前の1902（明治35）年です。そう
考えると、昭和も遠い時代になりつつあります。
今年31歳になる龍馬記念館、人間でいえば気力も充実した壮年期の入口ですが、本格的な展
示・収蔵施設を備えたばかりで、博物館としてはまだまだ若輩者です。今後も、厳しくも優しい
目で見守ってくださいますよう、お願い申し上げます。（か）

中村 昌代



1・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

土居晴夫先生を囲んで
江上　英治
現代龍馬学会　理事

私
の
テ
ー
マ

2
0
1
3
年
4
月
2
日
、
高
知
を
ス

タ
ー
ト
し
て
神
戸
で
一
人
加
わ
り
三
名

で
名
古
屋
へ
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。
現

代
龍
馬
学
会
の
会
長
で
あ
っ
た
故
永
国

淳
哉
氏
と
理
事
の
小
島
一
男
氏
と
私
で

あ
る
。
事
の
発
端
は
、
永
国
氏
に
『
土

居
晴
夫
先
生
は
ご
健
在
で
す
か
？
』
と

問
う
と
、『
神
戸
に
お
る
に
か
わ
ら
ん
。』

と
い
う
こ
と
で
、『
私
は
毎
月
京
都
へ
出

張
し
て
い
ま
す
の
で
お
会
い
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。』
と
い
う

こ
と
で
連
絡
先
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

さ
っ
そ
く
電
話
を
し
て
み
る
と
娘
さ
ん

が
出
て
、
父
は
今
名
古
屋
の
病
院
に
い

ま
す
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
今
度
は
教
え

て
も
ら
っ
た
電
話
番
号
で
土
居
氏
に
か

け
て
み
る
と
快
く
承
諾
を
頂
い
た
。
４

月
２
日
早
朝
、
永
国
氏
と
共
に
高
知
を

出
発
。
神
戸
で
小
島
氏
を
拾
い
愛
知
の

清
須
市
に
あ
る
満
天
星
と
い
う
高
齢
者

施
設
へ
向
か
っ
た
。
道
中
永
国
氏
は
風

邪
を
ひ
い
て
い
て
最
悪
の
コ
ン
デ
シ
ョ

ン
の
中
で
、
薄
暗
く
な
っ
た
夕
刻
に
満

天
星
に
た
ど
り
つ
い
た
の
だ
っ
た
。

龍
馬
の
実
像
を
把
握
で
き
た
第
一
人
者

途
中
到
着
時
間
を
お
知
ら
せ
し
て
施

設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
階
を
上
が
っ

た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
ド
ア
が
開
き
一

歩
踏
み
出
し
右
側
を
見
る
と
、
車
椅
子

に
座
っ
た
土
居
晴
夫
氏
の
鋭
い
視
線
が

あ
っ
た
。
90
歳
と
は
思
え
な
い
眼
力
が

あ
る
。
氏
は
定
年
後
、
九
州
か
ら
北
海

道
ま
で
自
身
の
血
縁
に
あ
た
る
坂
本
龍

馬
の
足
跡
を
辿
っ
て
行
っ
た
と
の
こ
と

だ
っ
た
。ま
た
、龍
馬
の
近
況
を
知
る
祖

父
母
や
両
親
の
話
も
伝
え
聞
い
て
い
た

と
の
こ
と
で
、
な
か
な
か
興
味
深
い
話

が
あ
っ
た
。
龍
馬
に
関
す
る
書
籍
販
売

は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら

身
内
し
か
知
り
え
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
近
年
で
は
龍
馬
の
実
像
を
把
握
で

き
た
第
一
人
者
か
と
思
わ
れ
る
。
土
居

氏
の
話
は
、
周
り
の
近
況
、
歳
に
伴
う

健
康
の
こ
と
な
ど
た
わ
い
も
な
い
話
か

ら
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
か
ら
『
二

代
目
彦
三
郎
の
妻
は
大
和
国
吉
野
か
ら

来
た
ん
で
す
よ
ね
』
と
切
り
出
す
と
、

お
か
阿
と
も
言
う
姉
娘
と
男
子
一
人
を

伴
い
土
佐
へ
落
ち
て
き
た
！
と
の
話
か

ら
だ
ん
だ
ん
熱
を
帯
び
て
き
て
、
そ
れ

ま
で
風
邪
で
元
気
の
な
か
っ
た
永
国
氏

の
声
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
上
が
っ
て
い
っ

た
。

末
裔
説

初
代
太
郎
五
郎
は
１
５
８
８
年
の
長

宗
我
部
元
親
の
地
検
帳
に
あ
る
が
、
そ

の
前
は
全
く
不
明
だ
。
先
祖
書
の
記
述

に
は
、
太
郎
五
郎
が
山
城
の
国
（
京
都

府
）
か
ら
土
佐
に
来
た
の
は
弘
治
・
永

禄
の
こ
ろ
、
1
5
5
5
年
か
ら
69
年

と
あ
る
そ
う
だ
。
明
智
氏
の
末
裔
説

が
あ
る
が
、
明
智
氏
滅
亡
は
天
正
10

年
（
1
5
8
2
年
）
な
の
で
、
息
子

彦
三
郎
（
先
祖
書
記
載
に
は
元
亀
2
年

1
5
7
1
年
生
ま
れ
と
あ
る
。）
も
す

で
に
12
歳
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が

土
居
氏
に
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
は
其

の
辺
り
で
あ
っ
た
。

彦
三
郎
の
妻
お
か
阿
は
大
和
国
吉
野

の
住
人
須
藤
加
賀
守
の
女
と
記
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
出
生
は
定
か
で
な
い
。
父

太
郎
五
郎
は
も
と
も
と
才
谷
の
一
農
民

で
あ
っ
た
な
ら
、息
子
彦
三
郎
の
嫁（
お

か
阿
の
妹
）
が
戦
乱
を
避
け
て
わ
ざ
わ

ざ
大
和
国
か
ら
田
舎
才
谷
へ
や
っ
て
き

た
と
こ
と
が
、
私
に
は
不
自
然
に
思
え

る
。
そ
し
て
、
彦
三
郎
の
子
三
代
目
太

郎
左
衛
門
の
次
男
八
兵
衛
が
土
佐
の
城

下
へ
出
て
、
１
６
６
６
年
に
借
家
で
質

屋
・
才
谷
屋
を
創
業
し
た
の
で
あ
る
。そ

れ
か
ら
11
年
後
に
は
筋
向
い
で
酒
造
業

を
始
め
、
さ
ら
に
17
年
後
の
1
6
9
4

年
に
は
別
棟
で
諸
品
売
買
の
店
を
開
業

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

才
谷
屋
の
成
り
立
ち

私
も
25
歳
の
時
京
都
で
独
立
。
そ
の

3
年
後
に
身
内
や
知
り
合
い

の
全
く
無
い
高
知
で
呉
服
店

を
開
業
し
た
が
、
人
と
の
信
用

や
関
わ
り
に
は
20
～
30
年
の

月
日
を
要
し
た
。
ま
ず
商
売
は

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始

ま
る
の
で
、
広
報
手
段
の
少
な

い
時
代
に
信
用
を
勝
ち
得
る

に
は
、
さ
ら
な
る
年
月
を
要
し

た
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
ん
な
話
の
展
開
で
２
時

間
が
経
過
し
て
い
た
。
才
谷
と

い
う
在
所
は
恵
ま
れ
た
土
地

と
は
言
え
な
い
。
才
谷
屋
初
代

八
兵
衛
の
開
業
資
金
！
11
年
後
の
酒
造

業
に
は
広
い
土
地
と
米
麴
職
人
が
必
要

で
あ
る
。私
は
、才
谷
屋
の
成
り
立
ち
辺

り
の
話
に
終
始
し
た
が
、
土
居
先
生
は

快
く
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
時
！

風
邪
で
元
気
の
無
か
っ
た
永
国
氏
の
ボ

ル
テ
ー
ジ
は
上
が
っ
た
ま
ま
で
2
時
間

以
上
経
過
し
た
の
で
、
私
の
方
か
ら
土

居
先
生
と
永
国
先
生
に
お
礼
を
述
べ
満

天
星
を
あ
と
に
し
た
。

翌
日
、
三
名
は
京
都
へ
向
か
い
、
五

条
か
ら
鴨
川
沿
い
に
上
が
り
木
屋
町
通

り
付
近
に
あ
る
薩
摩
藩
邸
跡
や
長
州
藩

邸
跡
、
最
後
に
土
佐
藩
邸
跡
へ
と
下
っ

て
行
っ
た
。
私
も
40
年
来
、
月
初
め
に

京
都
に
い
る
が
、
そ
の
年
の
桜
は
見
事

で
あ
っ
た
。
永
国
先
生
は
鮮
や
か
な
桜

並
木
を
見
て
、『
こ
ん
な
見
事
な
桜
は
初

め
て
じ
ゃ
！
見
納
め
に
な
る
か
も
し
れ

ん
の
う
。』
と
い
う
言
葉
を
残
し
、そ
の

年
の
秋
に
長
い
眠
り
に
つ
か
れ
た
。

2013年4月2日　土居晴夫先生（中央）を囲んで（筆者右端）
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ら
大
石
神
影
流
陰
之
巻
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。「
十
八
歳
の
時
ニ
至
リ
ヨ

ク
ヨ
ク
考
ル
ニ
刀
ノ
先
尖
ハ
突
筈
ノ
モ

ノ
ナ
リ
、胴
ハ
切
ヘ
キ
ノ
処
ナ
ル
ニ
、突

ス
胴
切
ナ
ク
テ
ハ
突
筈
之
刀
ニ
テ
突
ス

切
ヘ
キ
ノ
胴
ヲ
切
ス
大
切
ノ
間
合
ワ
カ

リ
カ
子
ル
ナ
リ
、
コ
ノ
故
ニ
鉄
面
、
腹

巻
合
セ
手
内
コ
シ
ラ
ヘ
諸
手
片
手
突
胴

切
ノ
業
ヲ
初
タ
リ
、
其
後
江
都
ニ
登
リ

右
ノ
業
ヲ
試
ミ
ル
ニ
相
合
人
々
皆
キ
フ

ク
シ
テ
今
ハ
大
日
本
国
中
ニ
廣
マ
リ
タ

リ
、
夫
ヨ
リ
突
手
胴
切
之
手
カ
ス
ヲ
コ

シ
ラ
ヘ
大
石
神
影
流
ト
改
ル
ナ
リ
、
シ

カ
ル
上
ハ
諸
手
片
手
突
胴
切
ノ
試
合
ヲ

學
者
ハ
イ
ヨ
イ
ヨ
吾
コ
ソ
元
祖
タ
ル
ヲ

知
ヘ
シ
」
つ
ま
り
大
石
進
種
次
が
試
合

で
始
め
た
諸
手
突
、
片
手
突
、
胴
切
の

技
は
流
派
を
超
え
て
取
り
入
れ
ら
れ
、

ま
た
そ
の
先
進
的
な
竹
刀
や
面
、
胴
な

ど
も
他
流
派
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

大
石
神
影
流
と
長
州
藩

長
州
藩
の
剣
術
は
形
稽
古
の
み
で

試
合
稽
古
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

試
合
稽
古
導
入
の
た
め
天
保
10
年
に

新
陰
流
剣
術
師
範
の
内
藤
作
兵
衛
が

大
石
神
影
流
剣
術
か
ら
見
た
幕
末
の
縁え

に
し

柳
河
藩
の
大
石
神
影
流
剣
術
は
幕

末
の
剣
術
を
改
革
し
た
新
し
い
剣
術

流
派
で
あ
っ
た
。
流
祖
の
大
石
進
種
次

（
１
７
９
８
ー
１
８
６
３
）
は
他
流
試

合
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
７
尺
の
身
長

に
み
あ
う
５
尺
３
寸
の
竹
刀
を
用
い

た
た
め
に
試
合
に
勝
つ
た
め
だ
け
の

流
派
で
あ
っ
た
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
流
派
で
あ
る
。
し
か
し
大
石
家

の
『
諸
国
門
人
姓
名
録
』
に
は
、
他
藩

の
門
人
の
姓
名
が
き
わ
め
て
多
い
。
幕

末
、
大
石
神
影
流
を
中
心
と
し
た
縁
が

ど
の
よ
う
に
存
在
し
た
の
か
を
み
て

み
た
い
。大

石
神
影
流
と
は

流
祖
の
大
石
進
種
次
は
祖
父
遊
釼

よ
り
大
嶋
流
槍
術
と
愛
洲
陰
流
剣
術

を
学
ん
だ
。
遊
釼
の
師
村
上
傳
次
左
衛

門
は
宝
暦
の
初
め
こ
ろ
柳
河
藩
の
剣

術
師
範
を
め
ざ
し
た
嶋
原
藩
浪
人
黒

木
四
郎
太
と
試
合
し
首
尾
よ
く
こ
と

を
収
め
て
お
り
、
柳
河
藩
で
は
こ
の
当

時
か
ら
他
流
試
合
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
江
戸
で
他
流
試
合
が
盛

ん
に
な
っ
た
の
は
天
保
の
改
革
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。
愛
洲
陰
流
の
試
合
稽

古
に
用
い
る
防
具
は
竹
で
作
っ
た
面

と
革
手
袋
、
長
さ
の
き
ま
っ
た
袋
撓
で

あ
っ
た
。
身
長
７
尺
で
大
力
で
あ
っ
た

種
次
は
防
具
を
改
良
し
突
技
が
で
き

る
よ
う
に
面
金
を
鉄
と
し
中
央
を
盛

り
上
が
ら
せ
、
ま
た
打
撃
に
耐
え
る
よ

う
胴
を
厚
い
革
で
作
っ
た
。
用
い
る
刀

や
竹
刀
は
身
長
力
量
に
応
じ
て
変
わ

る
べ
き
も
の
と
し
、
袋
撓
で
は
長
く
で

き
な
い
た
め
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る

竹
刀
の
原
型
を
孟
宗
竹
の
節
の
多
い

根
本
で
作
り
こ
れ
を
用
い
た
。
身
長
が

７
尺
で
あ
っ
た
種
次
は
5
尺
3
寸
の

竹
刀
を
使
っ
た
。

大
石
進
種
次
の
名
を
全
国
的
に
有
名

に
し
た
の
は
天
保
３
年
（
１
８
３
２
）

の
出
府
で
あ
る
。
当
時
江
戸
で
は
勝
海

舟
の
又
従
兄
弟
で
あ
る
男
谷
精
一
郎

が
他
流
試
合
を
行
っ
て
い
た
。
江
戸
の

柳
河
藩
邸
の
師
範
が
男
谷
と
試
合
を

し
た
が
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
た

め
大
石
進
種
次
は
男
谷
と
の
試
合
の

た
め
に
出
府
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時

の
男
谷
と
の
試
合
や
他
の
剣
術
師
範

と
の
試
合
内
容
に
関
す
る
古
文
書
は

み
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
直
心
影
流
の

藤
川
整
斎
の
『
長
月
物
語
』
に
「
誠
に

こ
の
人
英
雄
豪
傑
と
み
へ
た
り
」
と
あ

り
、
江
戸
の
多
く
の
流
派
が
突
技
を
用

い
始
め
、
袋
撓
か
ら
長
寸
の
竹
刀
へ
と

変
更
し
て
い
る
こ
と
か
ら
江
戸
の
剣

術
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と

が
わ
か
る
。

次
に
大
石
進
種
次
が
出
府
し
た
の

は
天
保
10
年
か
ら
翌
11
年
に
か
け
て

の
こ
と
で
あ
る
。
水
野
忠
邦
の
要
請
に

よ
っ
た
。
こ
の
と
き
種
次
は
記
録
に
残

る
だ
け
で
も
水
野
忠
邦
の
前
で
日
を

分
け
て
3
日
試
合
を
行
っ
た
。
飫
肥
藩

邸
、
人
吉
藩
邸
、
大
洲
藩
邸
な
ど
で
も

試
合
を
行
い
、
各
藩
士
に
稽
古
を
つ
け

て
い
る
。
水
野
忠
邦
は
ひ
い
き
に
し
て

い
る
心
形
刀
流
の
伊
庭
軍
兵
衛
秀
業

に
大
石
進
種
次
の
技
を
習
得
さ
せ
た

か
っ
た
ら
し
く
、
伊
庭
は
大
石
出
府
の

直
前
に
柳
河
藩
邸
で
稽
古
す
る
許
可

を
え
て
お
り
、
初
め
て
大
石
が
水
野
忠

邦
の
前
で
そ
の
技
を
披
露
し
た
と
き

に
2
度
も
大
石
と
試
合
し
て
い
る
。
ま

た
大
石
は
伊
庭
軍
兵
衛
方
へ
も
出
向

き
稽
古
を
行
っ
て
い
る
。

大
石
進
種
次
の
子
種
昌
も
嘉
永
2

年
、
4
年
、
6
年
と
出
府
し
た
。
北
辰

一
刀
流
の
千
葉
栄
次
郎
や
鏡
新
明
智

流
の
桃
井
春
蔵
と
も
試
合
し
、
試
合
記

録
が
残
る
嘉
永
4
年
5
月
19
日
の
津

藩
邸
で
の
試
合
で
は
桃
井
に
圧
勝
し

て
い
る
。
吉
田
東
洋
の
「
送
大
石
種
昌

帰
筑
序
」
中
の
「
藤
堂
侯
聞
君
名
欲
試

之
、
乃
設
場
於
江
都
之
邸
、
大
招
致
四

方
剣
客
、
選
其
最
精
者
二
人
、
使
與
君

角
技
、
時
臨
場
會
観
者
亡
慮
八
諸
侯
、

自
是
君
名
遍
天
下
」
と
い
う
一
文
は
こ

の
試
合
を
言
う
。

種
昌
は
長
州
藩
と
土
佐
藩
へ
も
出

向
き
指
導
を
行
っ
た
。
長
州
藩
で
は
弘

化
2
年
に
約
1
ヶ
月
間
指
導
し
た
。
長

州
藩
の
記
録
で
あ
る
『
密
局
日
乗
』
に

は
「
其
技
も
妙
な
る
事
進
退
之
有
様
宛

か
も
猿
飛
蝶
舞
の
如
し
、
ま
た
早
り
雄

之
者
故
用
捨
も
な
く
敲
き
す
へ
候
ゆ

へ
藩
士
中
の
壮
氏
等
も
大
畏
縮
之
躰
、

耻
へ
し
耻
へ
し
実
ニ
萬
夫
不
當
之
若

者
と
ハ
斯
人
乃
事
な
ら
ん
か
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
土
佐
藩
へ
の
指
導
は
嘉
永

5
年
8
月
の
こ
と
で
約
2
ヶ
月
滞
在

し
た
。

大
石
進
父
子
に
よ
っ
て
そ
の
実
力

を
知
ら
れ
た
大
石
神
影
流
は
大
石
家

に
残
っ
た
『
諸
国
門
人
姓
名
録
』
に

記
さ
れ
た
他
藩
か
ら
の
入
門
者
は

４
０
４
名
に
の
ぼ
っ
た
。
ま
た
大
石
神

影
流
の
門
に
入
ら
ず
そ
の
影
響
を
受

け
た
者
は
数
多
い
。
大
石
進
種
次
は
自

日本武道学会中四国支部会理事
大石神影流剣術師範
森本　邦生
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大
石
進
種
次
の
も
と
で
剣
術
修
業
を

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
藤
は
大
石
進

種
次
が
江
戸
よ
り
帰
国
す
る
ま
で
は

柳
河
藩
の
家
川
念
流
の
各
師
範
の
指

導
を
受
け
、
そ
の
後
大
石
進
種
次
の
指

導
を
受
け
た
。
同
じ
く
新
陰
流
師
範
で

あ
る
平
岡
弥
三
兵
衛
の
子
息
2
名
も

入
門
、
片
山
流
剣
術
師
範
で
あ
る
北
側

辨
蔵
と
そ
の
子
甲
吉
も
入
門
し
て
い

る
。
来
嶋
又
兵
衛
も
こ
の
頃
に
入
門
し

た
。
長
州
藩
で
は
流
派
名
こ
そ
大
石
神

影
流
は
名
乗
ら
な
く
と
も
新
陰
流
の

内
藤
作
兵
衛
や
同
じ
く
平
岡
弥
三
兵

衛
、
片
山
流
の
北
側
辨
蔵
の
も
と
で
は

大
石
神
影
流
の
稽
古
道
具
が
用
い
ら

れ
試
合
稽
古
が
行
わ
れ
た
。
内
藤
作
兵

衛
の
門
人
で
あ
っ
た
桂
小
五
郎
や
高

杉
晋
作
な
ど
は
試
合
稽
古
に
お
い
て

大
石
進
種
次
の
孫
弟
子
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

長
州
藩
が
神
道
無
念
流
を
学
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
天
保
12
年
か
ら
15

年
に
わ
た
る
長
州
藩
の
招
聘
に
よ
る

柳
河
藩
士
の
剣
槍
術
の
指
導
を
柳
河

藩
が
断
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。

藩
士
の
萩
へ
の
派
遣
を
断
る
と
同
時

に
江
戸
藩
邸
の
師
範
に
よ
る
長
州
藩

士
へ
の
指
導
も
断
っ
て
い
る
。

大
石
神
影
流
と
土
佐
藩

土
佐
藩
は
他
流
試
合
の
導
入
に
後

れ
、
安
政
2
年
に
な
っ
て
や
っ
と
他
流

試
合
が
解
禁
さ
れ
た
。
こ
の
他
流
試
合

の
解
禁
に
は
大
石
神
影
流
の
土
佐
へ

の
導
入
と
大
石
進
種
昌
の
招
聘
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

土
佐
藩
で
初
め
て
大
石
進
種
次
に

入
門
し
た
の
は
中
村
の
樋
口
真
吉
で

あ
る
。
無
外
流
を
破
門
さ
れ
た
樋
口
真

吉
は
天
保
8
年
に
九
州
へ
廻
国
修
行

に
出
て
熊
本
の
新
陰
流
和
田
傳
兵
衛

に
入
門
す
る
も
の
の
す
ぐ
に
辞
し
て

柳
河
藩
に
到
り
大
石
進
種
次
に
入
門

し
た
。
約
1
ヶ
月
で
皆
伝
を
受
け
そ
の

後
大
石
神
影
流
は
土
佐
藩
へ
と
伝
わ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
大
石
進
種
昌
は
嘉

永
５
年
に
土
佐
へ
赴
く
。
樋
口
真
吉
の

『
壬
子
漫
遊
日
記
』
に
「
与
石
山
孫
六
氏

同
径
九
州
てマ

マ

江
都
ニ
出
ン
ト
欲
ス
、〔
中

略
〕
山
崎
文
三
郎
・
桑
原
助
馬
両
士
亦

同
行
、
寺
田
忠
二マ

マ

氏
大
石
先
生
迎
ノ
為

ニ
出
ル
、
遠
近
生
文
学
ノ
為
ニ
出
ル
、

同
行
人
数
六
人
也
」
と
あ
る
よ
う
に
寺

田
忠
次
が
招
い
て
い
る
。
こ
の
と
き
一

刀
流
の
石
山
孫
六
は
大
石
進
種
次
に
入

門
し
、以
後
「
一
刀
流
兼
大
石
神
影
流
」

と
名
乗
っ
て
い
る
。

大
石
進
種
昌
は
土
佐
に
約
2
ヶ
月

滞
在
し
、
こ
の
時
に
吉
田
東
洋
や
後
藤

象
二
郎
ら
が
入
門
し
て
い
る
。
土
佐
藩

の
大
石
神
影
流
の
門
人
は
60
名
で
他

藩
の
門
人
の
中
で
は
一
番
多
い
。
こ
の

滞
在
中
に
武
市
半
平
太
と
ど
の
よ
う

な
接
点
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
武
市
は
万
延
元
年
に
廻
国
修
行
を

行
っ
た
と
き
大
石
家
で
は
試
合
せ
ず

『
剱
家
英
名
録
』
に
「
論
武
」
と
の
み

記
し
て
い
る

河
田
佐
久
馬
と
大
石
神
影
流

河
田
佐
久
馬
は
代
々
鳥
取
藩
の
伏

見
留
守
居
役
を
務
め
る
家
に
生
ま
れ

た
。
家
伝
で
あ
っ
た
一
刀
流
を
学
ん
だ

後
に
は
じ
め
長
府
の
多
賀
虎
雄
に
大

石
神
影
流
を
学
び
、
文
久
2
年
大
石
進

種
昌
在
坂
中
に
直
接
大
石
家
門
人
と

な
っ
て
い
る
。
訪
ね
て
く
る
廻
国
修
行

者
の
英
名
録
に
は
「
一
刀
流
兼
大
石
神

影
流
」
と
記
し
た
。

勝
海
舟
と
大
石
神
影
流

坂
本
龍
馬
の
学
問
の
師
勝
海
舟
の

剣
術
の
師
は
中
津
藩
出
身
の
島
田
虎

之
助
で
あ
る
。
島
田
は
中
津
藩
で
一
刀

流
を
修
め
江
戸
で
男
谷
精
一
郎
に
入

門
し
た
。
江
戸
に
出
る
ま
で
に
九
州
を

廻
国
修
行
し
て
い
る
が
こ
の
時
大
石

進
種
次
に
入
門
し
そ
の
名
が
『
諸
国
石

門
人
姓
名
録
』
に
の
こ
っ
て
い
る
。
ま

た
勝
海
舟
の
又
従
兄
弟
の
男
谷
精
一

郎
は
天
保
3
年
に
大
石
進
種
次
と
試

合
し
た
の
ち
、
大
石
の
突
き
技
を
取
り

入
れ
た
。
柳
河
藩
士
笠
間
恭
尚
が
天
保

７
年
に
記
し
た
『
他
流
試
合
口
並
問

對
』
に
は
「
当
時
男
谷
先
〔
中
略
〕
突

も
用
ひ
ら
る
。
諸
手
突
、
片
手
突
と
も

に
有
之
」
と
あ
る
。
男
谷
精
一
郎
と
大

石
進
種
次
は
天
保
3
年
の
試
合
後
に

は
親
交
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

お
わ
り
に

幕
末
の
剣
術
に
流
派
を
問
わ
ず
大

き
な
変
革
を
与
え
た
大
石
神
影
流
剣

術
は
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
武

道
は
行
動
の
学
問
で
あ
り
想
像
だ
け

で
は
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
興
味
を
も

た
れ
た
方
は
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。

https://kanoukan.jim
dofree.com

/

大石家蔵『諸国門人姓名録』（長州藩）

大石家蔵『諸国門人姓名録』（土佐藩）

高鍋藩大石神影流師範石井寿吉の『英名録』
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す
な
わ
ち
正
し
い
歴
史
の
評
価
な
ど
と
は

無
関
係
に
、
後
世
の
人
々
か
ら
「
好
ま
れ
る

歴
史
上
の
人
物
」
が
居
て
、
そ
こ
に
は
「
敗

者
の
物
語
」が
あ
る
と
言
え
る
。
勝
者
は
ず

る
賢
い
か
ら
勝
者
で
あ
り
、
敗
者
は
純
粋
善

良
だ
か
ら
敗
者
な
の
だ
と
い
う
構
造
だ
。
勝

者
は
勝
っ
た
の
だ
か
ら
歴
史
的
に
正
し
い
し
、

敗
者
は
歴
史
的
に
も
敗
者
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
は
自
然
科
学
の
進
化
論
に
あ
る
「
適

者
生
存
」
を
援
用
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
と
は
正
反
対
の
気
持
ち
が
後
世
の

人
間
を
し
て
敗
者
を
応
援
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
い
き
過
ぎ
れ
ば
「
勝
者
こ
そ
悪

で
あ
り
、
敗
者
の
方
が
善
だ
」
と
な
り
が
ち

だ
。
人
間
が
「
そ
う
思
う
心
理
」
に
こ
そ

意
味
が
あ
る
。

「
歴
史
を
客
観
的
に
観
る
」な
ど
は
生
身

の
人
間
に
は
不
可
能
な
の
だ
（
客
観
的
な
フ

リ
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
）。
人
間
は
歴

史
上
の
人
物
の
誰
か
を
ヒ
イ
キ
し
、
そ
の
人

物
に
自
分
自
身
の
心
を
投
影
す
る
生
き
物

な
の
で
あ
る
。

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

北海道龍馬会の村田拓一でございます。私は、道産子と言われ
る札幌生まれ、札幌育ちの５代目です。そんな地元北海道を龍馬さ
んは、新しい日本の発展ための夢の島であると感じ、死の直前に至
るまで、北海道開拓への情熱を失うことなく、４回も挫折しても挑戦し
つづけた島だということです。その龍馬さんが、来たかった北海道に
龍馬さんと同じ夢を持った人たちが根付き道産子となり、開拓し発展
させてきました。私の先祖は明治１３年頃に北海道に憧れ、熊本から
島根の浜田経由で札幌（新琴似）に入植しました。産業発展のため
新琴似大根を栽培・漬物加工して、販売を行ったり、教育、芸能、
信仰が必要とのことで学校設立、新琴似歌舞伎の創設、寺の開基、
神社の神主をしたりしていました。現在、その北海道の開拓という歴
史や精神の継承と食の大切さを伝えるため小学校の授業として、新
琴似大根を栽培した１３２年前と同じ場所で播種から収穫までを行っ
ています。また、坂本家の方 も々龍馬さんの夢を受け継ぐように渡道。
北見、広尾、札幌、旭川、浦臼、釧路、函館などに足跡を残しまし
た。今年の９月１７日に、直寛さんに縁のある旭川で龍馬ｗｏｒｌｄ ＩＮ 旭川
が開催されます。皆さま、坂
本家や道産子たちが、どの
ように夢の大地北海道を開
拓および発展させてきたの
かをこの龍馬ｗｏｒｌｄに参加
して、自分の目と耳で感じ、
見つけ出してください。皆さ
ま方がおいでになる事を心
からお待ちしております。

「龍馬と道産子たちの夢海道」
北海道龍馬会　会長

村 田　拓 一
讃岐龍馬会塩飽社中　事務局長

野 藤　等

“ 話してみるかよ ”

こ
ぼ
れ
話
ー

犬
歩
棒
当
記
（
四
十
八
）
ー

敗
者
の
歴
史
学

― 丸亀城と龍馬 ―

宮
川

禎
一

日
本
史
の
読
者
が
歴
史
の
勝
者
を

あ
ま
り
誉
め
ず
、
敗
者
の
方
に
心
を

寄
せ
る
気
分
を
源
義
経
の
故
事
か
ら

「
判ほ

う
が
ん
び
い
き

官
贔
屓
」
と
言
う
。
歴
史
上
の
功

績
は
武
家
社
会
を
始
め
た
源
頼
朝
が
抜

群
な
の
だ
が
、
大
衆
心
理
は
兄
の
頼
朝
か

ら
疎
ま
れ
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
弟
の

義
経
が
「
可
哀
そ
う
」
な
の
で
あ
る
。
頼

朝
は
物
語
の
主
人
公
に
は
な
ら
な
い
が
、

義
経
は
「
義
経
記
」「
勧
進
帳
」
な
ど
の

物
語
や
芝
居
で
お
お
い
に
称
揚
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
流
れ
が
楠
木
正
成
や
新
田
義
貞

や
柴
田
勝
家
や
明
智
光
秀
や
真
田
幸
村

や
大
石
内
蔵
助
や
徳
川
慶
喜
や
松
平
容

保
や
近
藤
勇
や
土
方
歳
三
な
ど
の
「
敗
者

の
物
語
」
に
な
る
の
だ
。

筆
者
が
得
意
と
す
る
平
安
時
代
の
藤

原
道
長
は
歴
史
的
に
は
重
要
と
思
う
が
、

そ
の
人
生
ほ
ぼ一度
も
敗
け
た
こ
と
が
な
い

の
で
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
幕
末
維
新
の
関
係
者
で
も

そ
の
最
期
が
非
業
で
あ
っ
た
坂
本
龍
馬
や

大
村
益
次
郎
や
西
郷

隆
盛
や
大
久
保
利
通

に
は
ド
ラ
マ
化
の
意
味

が
あ
る
が
、
生
き
延
び

て
明
治
の
政
財
界
で

栄
達
し
、
畳
の
上
で
亡

く
な
っ
た
人
物
に
は
あ

ま
り
思
い
入
れ
が
湧

か
な
い
の
も
現
実
だ
。

木曽義仲墓
（滋賀県大津市義仲寺、
この隣に松尾芭蕉の墓がある）

ご先祖が設立に拘わった小学校での食育授業

丸亀城天守は、全国の現存 12 天守の一つで、最小である。石
垣は、4 重、合わせて高さ60 ｍと全国一を誇る。平成 30 年、その
一角が崩落して、現在修復工事が進行中である。

丸亀藩は、生駒、山崎、京極と３代が治めた。以下、地元の城郭
研究家から聴いた話である。山崎家治が、築城の名人で再建。天
守の礎の石垣の両端が少し反上がっているのは、幕府の許可を得て
いる。瀬戸内海を航行するキリシタンを監視する役目があったという。

文久元年、坂本龍馬が城下の矢野道場に剣術詮議に来た。司馬
遼太郎『竜馬がゆく』の「萩へ」の中で、「城は蓬莱城といわれ、
小さいがなかなか姿がいい。」と竜馬がつぶやいている。

本丸まで登ると、北に内海と塩飽諸島が眺められる。1250 石、650
人の人

にんみょう

名による自治が認められた御用船方の島々が点在している。
幕末、咸臨丸の水夫 50 名のうち 35 名が塩飽の水主（かこ）であっ
た。咸臨丸は日本を離れる前、水夫が別れを惜しむために本島に寄
港している。

少し西に目をやると佐柳島が見える。咸臨丸の水夫の一人で、後
に亀山社中・海援隊の隊士になった佐柳高次の故郷である。

『追跡！坂本龍馬』（菊池明　PHP 研究所）によると、龍馬は、
丸亀沖の瀬戸内海を9 回も航行している。

三の丸の西側に、吉井勇の歌碑が立っている。初めて目にしたと
き、すぐ龍馬を連想した。勇の祖父は吉井幸輔（友実）で、龍馬
を大切にした薩摩藩士である。

龍馬亡き後、長岡謙吉率いる新海援隊が塩飽と小豆島を鎮撫し
た。本部は城下の遍照寺白蓮社に置かれた。その後、海援隊は解
散。最近、山門右に石柱「海援隊解散の地」が建立された。

コラム・龍馬のこと




