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の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
志
士
の
一
人

と
し
て
、
龍
馬
を
取
り
上
げ
ま
す
。

龍
馬
の
脱
藩
ル
ー
ト

龍
馬
の
脱
藩
に
つ
い
て
よ
く
論
じ

ら
れ
る
の
が
、
ど
の
よ
う
な
道
を
た

ど
って
脱
藩
を
果
た
し
た
の
か
、
と
い

う
脱
藩
ル
ー
ト
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
龍
馬
脱
藩
の

道
」
が
半
ば
公
の
も
の
と
な
って
定
説

化
し
て
い
る
一
方
、
そ
れ
に
対
す
る

反
論
も
存
在
し
ま
す
。
結
論
と
し
て

は
、
あ
る一点
を
除
き
「
分
か
ら
な
い
」

と
言
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
脱
藩
ル
ー

ト
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
何
が
分
か
る

の
か
、
何
が
分
か
ら
な
い
の
か
。
そ
れ

が
何
故
分
か
る
の
か
、
何
故
分
か
ら
な

い
の
か
。
こ
の
あ
た
り
の
事

情
を
、
関
係
資
料
の
展
示

を
通
じ
て
可
能
な
限
り
詳

し
く
紹
介
し
、
龍
馬
脱
藩

の
旅
の
実
態
に
迫
り
ま
す
。

土
佐
藩
の
道
路
事
情

龍
馬
脱
藩
の
道
に
つ
い
て

は
、
極
力
目
立
た
な
い
よ

う
に
マ
イ
ナ
ー
な
道
を
通
っ

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
し
、逆
に
あ
え
て
堂
々

と
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を

通
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
当

時
の
土
佐
に
は
、
主
要
道

路
と
、
そ
う
で
は
な
い
道

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
本
展
で
は
、や
や
視
点
を
変
え
て
、

こ
の
点
に
も
着
目
し
ま
す
。
江
戸
時

代
の
土
佐
藩
の
幹
線
道
路
の
例
と
し

て
、
参
勤
交
代
の
際
に
大
名
行
列
が

通
っ
た
道
、
そ
し
て
庶
民
の
四
国
遍

路
の
道
を
取
り
上
げ
ま
す
。
ゆ
か
り

の
資
料
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
道
と

人
々
の
往
来
に
つい
て
紹
介
し
ま
す
。

龍
馬
の
脱
藩
を
、
龍
馬
個
人
の
問

題
か
ら
少
し
引
き
離
す
と
、
そ
れ
が

単
純
な
「
し
が
ら
み
を
脱
し
た
新
た

な
ス
タ
ー
ト
」で
は
な
かっ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
本
展
を
ご
覧
い
た
だ
け

れ
ば
、
今
ま
で
と
は
少
し
違
う
脱
藩

論
に
触
れ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

髙
山
嘉
明

本
年
令
和
４（
２
０
２
２
）年
は
、

文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
か
ら
数

え
て
１
６
０
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。

文
久
２
年
と
い
え
ば
、
尊
王
攘
夷

の
嵐
が
近
づ
き
、
幕
末
政
治
の
ひ

と
つ
の
ピ
ー
ク
が
始
ま
る
年
で
す
。

そ
の
よ
う
な
時
流
に
乗
る
か
の
よ

う
に
、
龍
馬
は
生
ま
れ
故
郷
の

土
佐
藩
を
脱
し
、
全
国
規
模
の

活
動
に
身
を
投
じ
ま
し
た
。

龍
馬
脱
藩
を
俯
瞰
す
る

た
だ
し
、
こ
の
時
龍
馬
は
、
人
知

れ
ず
、
孤
独
に
、
突
然
、
脱
藩
し
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
龍
馬
と
そ

の
周
辺
に
は
、
は
っ
き
り
と
そ
の
前
触

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
藩

内
に
は
、
前
年
文
久
元
（
１
８
６
１
）

年
８
月
に
結
成
さ
れ
た
土
佐
勤
王
党
、

そ
し
て
そ
の
盟
主
で
あ
る
武
市
半
平

太
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。
龍
馬
は
、

勤
王
党
に
加
わ
る
と
、
早
速
、
藩
外

に
活
動
の
範
囲
を
広
げ
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
勤
王
党
の
意
向
を
受
け
た
も

の
で
し
た
。
一
方
、
藩
外
の
事
情
と

し
て
、
当
時
の
尊
王
攘
夷
運
動
の
高

揚
、
特
に
そ
れ
を
主
導
し
た
長
州
藩

の
動
向
が
見
過
ご
せ
ま
せ
ん
。
土
佐

の
脱
藩
第
一
号
と
さ
れ
る
吉
村
虎
太

郎
を
は
じ
め
、
沢
村
惣
之
丞
、
そ
し

て
龍
馬
。
文
久
２
年
に
脱
藩
を
果
た

し
た
土
佐
藩
出
身
の
志
士
は
、
軒
並

み
長
州
藩
勢
力
の
影
響
下
に
あ
っ
た

　令和4年度企画展

「龍馬脱藩１６０年 維新へつながる土佐の道」展

樋
口
真
吉
の
日
記
「
遣
倦
録
」（
四
万
十
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）。

龍
馬
の
藩
外
活
動
の
ス
タ
ー
ト
を
「
坂
竜
飛
騰
」
と
表
現
し
た
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龍
馬
の
甥
を
祖
父
に
持
ち
、
北
海
道
釧
路
に

生
ま
れ
た
坂
本
直
行
は
、
婿
養
子
で
あ
っ
た
父
・

弥
太
郎
の
期
待
に
反
発
。
自
分
自
身
の
生
き
方

を
選
択
す
る
こ
と
で
、
龍
馬
ゆ
か
り
の
坂
本
家
と

い
う
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
生

を
賭
け
た
場
所
が
、
道
内
十
勝
地
方
、
広
尾
町
。

し
か
も
、
町
中
心
部
か
ら
外
れ
た
太
平
洋
側
の

未
開
地・下
野
塚
で
、西
側
遠
方
に
２
，０
０
０
メ
ー

ト
ル
級
の
日
高
山
脈
を
望
む
原
野
で
し
た
。

直
行
は
自
己
実
現
の
た
め
に
開
拓
農
民
と
し

て
30
年
の
歳
月
を
広
尾
町
で
過
ご
し
ま
す
。
厳

し
い
自
然
の
中
で
家
族
だ
け
で
開
墾
の
鍬
を
握
り
、

重
労
働
の
合
間
に
も
絵
筆
を
持
ち
続
け
ま
し
た
。

一
番
に
は
家
族
、
ま
た
母
校
北
海
道
大
学
山
岳

部
の
仲
間
た
ち
の
訪
問
も
開
拓
生
活
の
厳
し
さ

を
支
え
ま
す
。

万
一
生
き
な
が
ら
え
た
龍
馬
が
北
の
大
地
に

渡
っ
た
と
し
て
、
果
た
し
て
こ
の
原
野
に
鍬
を
振

る
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
を
想
像
す
る
こ

と
す
ら
困
難
な
大
自
然
で
す
。

会
場
に
は
美
術
展
の
よ
う
に
多
く
の
絵
を
並
べ

ま
し
た
。
会
期
中
展
示
し
た
絵
画
や
資
料
は
延

べ
１
２
０
余
点
、
何
の
て
ら
い
も
な
く
描
か
れ
た

油
彩
画
水
彩
画
の
数
々
で
す
。

通
期
で
中
心
に
据
え
た
の
は
、
80
号
の
キ
ャ
ン

パ
ス
いっ
ぱ
い
に
描
か
れ
た
「
十
勝
大
平
原
と
日
高

連
峰
」（
油
彩
、
１
９
６
０
年
＝
帯
広
百
年
記
念

館
所
蔵
）。
手
前
に
白
樺
や
柏
、立
ち
枯
れ
の
木
々

が
見
る
者
に
迫
り
、
遠
方
に
は
日
高
の
山
な
み
が

澄
ん
だ
秋
空
に
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
圧
倒
的

な
広
が
り
を
持
つ
の
は
、
直
行
が
大
平
原
と
謳
っ

た
未
開
の
原
野
風
景
で
す
。

１
９
６
０
年
と
い
う
の
は
、
直
行
が
原
野
で
の

開
墾
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、
町
な
か
に
居
を

移
し
て
画
家
と
し
て
出
発
し
た
年
で
す
。
原
野

で
は
多
忙
な
農
作
業
と
貧
困
の
中
で
自
由
に
使

え
な
か
っ
た
画
布
と
絵
具
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て

描
か
れ
た
こ
の
絵
は
、
毎
日
毎
日
、
日
高
山
脈

を
見
続
け
た
男
の
意
気
込
み
と
躍
動
が
伝
わ
って

き
ま
す
。
ま
さ
に
再
出
発
し
た
直
行
の
心
象
で

開
館
30
周
年
記
念

　
特
別
展「
龍
馬
と
北
の
大
地
」

�

第
一
、二
部
と
も
終
了

　�

北
海
道
で“
龍
馬
”生
き
る—

 

チ
ョ
ッ
コ
ウ
さ
ん
再
び
を
振
り
返
る

　
コ
ロ
ナ
禍
と
、熱
心
な
視
線
と
、人
生
の
風
景

半
年
に
及
ぶ
特
別
展「
龍
馬
と
北
の
大
地
」は
、

第
二
部
終
了
に
よ
り
4
月
3
日
に
満
了
。
全

期
を
通
し
て
4
万
人
近
い
方
に
、「
龍
馬
と
北

の
大
地
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
一部
で
は
コ
ロ
ナ
状
況
も
落
ち
着
き
始
め
、

入
館
者
も
増
え
て
い
ま
し
た
が
、
第
二
部
で

は
年
明
け
か
ら
の
感
染
者
状
況
の
悪
化
に
伴

い
、
見
る
間
に
入
館
者
は
減
少
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
況
下
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
坂
本
直
行

と
そ
の
絵
に
向
き
合
う
べ
く
ご
来
館
く
だ
さ

る
方
々
に
接
し
、
熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
ま

し
た
。

ご
観
覧
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
た
ち
、
ご
協
力

い
た
だ
い
た
関
係
機
関
、
関
係
者
の
皆
様
に

心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

は
な
い
か
と
思
え
ま
す
。
直
行
は
原

野
と
日
高
山
脈
を
見
続
け
、
描
き
続

け
ま
し
た
。

道
内
で
も
特
有
の
風
土
を
持
つ
十

勝
地
方
。
中
で
も
広
尾
町
は
、
四
国

の
中
に
あ
る
高
知
の
よ
う
に
、
独
特
な

気
候
風
土
を
持
っ
て
い
ま
す
。
西
に
日

高
山
脈
、
北
に
大
雪
山
系
、
東
に
は

白
糠
丘
陵
と
、
三
方
を
山
な
み
に
囲

ま
れ
た
う
え
、
南
は
太
平
洋
（
寒
流
）

に
臨
む
。
そ
の
中
で
鍬
を
振
る
い
続
け

た
直
行
の
ま
な
ざ
し
は
、
日
高
の
風
景

と
、
厳
し
い
冬
を
耐
え
て一
斉
に
咲
く

草
花
た
ち
に
注
が
れ
ま
し
た
。

花
々
は
北
海
道
を
代
表
す
る
菓
子

メ
ー
カ
ー
六
花
亭
（
本
社
・
帯
広
市
）

の
包
装
紙
で
有
名
で
す
。
は
ま
な
し
、

か
た
く
り
、お
お
ば
な
の
え
ん
れ
い
そ
う
、

か
わ
ら
な
で
し
こ
、
え
ぞ
の
り
ゅ
う
き

ん
か
、え
ぞ
り
ん
ど
う
。
六
花
亭
に
よっ

て
“
十
勝
六
花
”
と
し
て
選
ば
れ
た
北

海
道
十
勝
を
代
表
す
る
花
々
を
中
心
に
、

2
月
か
ら
の
後
期
で
は
会
場
に
も一斉
に

花
を
増
や
し
ま
し
た
。
前
期
の
晩
秋
の

風
景
は一部
、
春
か
ら
初
夏
の
風
景
へ
と
替
わ
り
ま

し
た
。

15
年
前
、
現
在
の
本
館
す
べ
て
を
「
反
骨
の
農

民
画
家
・
坂
本
直
行
」
と
し
て
紹
介
し
た
規
模

か
ら
い
う
と
、
今
回
は
企
画
展
示
室
の
み
の
展
示

と
な
り
ま
し
た
が
、
展
示
の
た
め
観
覧
の
た
め
の

展
示
室
で
見
る
直
行
の
絵
は
、
ま
た
違
っ
た
も
の

に
映
り
ま
し
た
。
直
行
絵
画
を
ご
堪
能
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
ま
す
。

会
期
中
、
絵
を
眺
め
る
う
ち
に
私
自
身
に
新

し
い
感
覚
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
直
行
が
描
き
続

け
た
も
の
は
、
自
ら
の
人
生
そ
の
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
直
行
が
後
に
あ
こ
が
れ
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
出
か
け
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
収
ま
ら
な
い
と

言
っ
た
高
峰
な
ら
ず
と
も
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

反
骨
を
燃
や
し
て
描
い
た
日
高
の
山
な
み
は
、登
っ

て
も
登
っ
て
も
身
体
に
収
ま
り
切
れ
な
い
山
並
み

へ
の
挑
戦
。
愛
し
て
も
愛
し
て
も
愛
し
足
り
な
い

野
の
花
々
の
気
高
さ
や
可
憐
さ
。
そ
ん
な
心
象

を
持
っ
た
直
行
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
没
後
40
年
の
今

な
お
、
直
行
の
絵
は
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
来
る

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
二
部
は
、
龍
馬
と
直
行
に
共
通
す
る
「
開

拓
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
。
若
く
人
生
に
挑
戦

し
た
時
期
の
直
行
を
中
心
に
紹
介
し
た
こ
と

で
、
絵
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
。
開
拓
の
厳

し
さ
と
情
熱
、
人
生
の
妙
味
が
見
え
た
気
が

し
ま
す
。

前
田 

由
紀
枝
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す
る
国
民
宿
舎
脇
に
保
存
さ
れ
て
い
る
浦
戸
城

の
石
垣
を
最
後
に
見
学
し
、
今
回
の
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
イ
ベン
ト
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

浦
戸
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
紹
介
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
地
域
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い

ま
す
が
、
丹
念
に
み
て
い
く
と
、
史
跡
や
見
ど

こ
ろ
は
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

歴
史
の
な
い
地
域
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
今
後
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
で
も
、
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
あ
ま
り
載
ら
な
い
…
…
よ
う

な
高
知
の
地
域
を
歩
い
て
訪
ね
ま
す
！

★
令
和
4
年
度
は
12
月
4
日
（
日
）
高
知
市

　

三
里
地
区
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
予
定
で
す
。

10
月
末
頃
か
ら
申
込
受
付
予
定
で
す
。

河
村 

章
代

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベン
ト
・
史
跡
巡
り
も
今

回
で
3
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
1
回
目
（
令

和
元
年
度
）は
、
高
知
市
長
浜
の
雪
蹊
寺
や

若
宮
八
幡
宮
か
ら
当
館
ま
で
の
間
に
点
在
す

る
長
宗
我
部
氏
に
関
す
る
史
跡
を
中
心
に
巡

り
、
2
回
目（
令
和
2
年
度
）は
、Ｊ
Ｒ
円
行

寺
駅
前
に
新
し
く
で
き
た
「
志
の
龍
馬
像
」

を
起
点
に
、
町
中
の
幕
末
維
新
期
の
人
物
の

銅
像
め
ぐ
り
を
中
心
と
し
た
内
容
で
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
な
か
な
か
収
ま
ら

な
い
3
回
目
の
今
回
は
、
近
く
の
地
域
を
め

ぐ
る
「
マ
イ
ク
ロ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
い
う
こ

と
で
、
当
館
が
建
つ
高
知
市
浦
戸
を
散
策

す
る
こ
と
と
し
、
過
去
2
回
よ
り
も
距
離

を
短
く
し
、
午
前
中
に
終
わ
る
コ
ー
ス
と
し

ま
し
た
。
解
説
は
、
県
立
歴
史
民
俗
資
料

館
の
石
畑
匡
基
学
芸
員
で
す
。

当
館
に
集
合
し
た
後
、

ま
ず
は
当
館
南
側
の
遊

歩
道
を
歩
き
、
3
条
の

「
堀
切
」
を
見
学
。
当

館
が
た
つ一
帯
は
長
宗
我

部
氏
の
居
城
「
浦
戸
城
」

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所

で
す
。
こ
の
「
堀
切
」
も

敵
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、

尾
根
を
横
に
切
断
し
た
も
の
で
す
。
当
館
の
す

ぐ
近
く
に
、
こ
う
し
た
中
世
の
城
跡
が
あ
る
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

堀
切
を
過
ぎ
、
階
段
を
下
り
て
い
く
と
浦

戸
大
橋
の
た
も

と
、
大
橋
の
下
を

く
ぐって
進
み
ま
す

（
こ
ん
な
道
が
あ

る
な
ん
て
！
と
驚

か
れ
る
方
も
！
）。

民
家
の
間
を
歩
き

な
が
ら
、
長
宗
我

部
氏
の
時
代
に
創

建
さ
れ
た
受
法
寺

を
訪
ね
ま
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
、
本
堂
で
ご
住

職
か
ら
受
法
寺
の
お
話
を
お
聞
き
し
、
ま
た
戦

国
時
代
の
浦
戸
の
ま
ち
を
Ｃ
Ｇ
で
再
現
し
た
動

画
な
ど
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

続
い
て
、
長
宗
我
部
元
親
が
勧
請

し
た
稲
荷
神
社
で
す
が
、
見
ど
こ
ろ

は
、
安
政
の
大
地
震
で
の
津
波
に
つい
て

の
「
津
波
記
念
碑
」
で
す
。
地
震
で
倒

れ
た
鳥
居
の
柱
を
再
利
用
し
て
い
ま
す
。

稲
荷
神
社

を
後
に
し
て
、

片
岡
半
斎
の

墓
を
訪
ね
ま

す
。
こ
れ
は
、

江
戸
時
代
前

期
の
思
想
家
、

山
崎
闇
斎
撰

の
墓
碑
で
あ

り
、
闇
斎
に

よ
る
墓
碑
は
県
内
で
は
こ
の
片
岡
半
斎
と
本
山

町
の
野
中
兼
山
実
母
の
墓
の
２
つ
だ
け
と
い
う
こ

と
で
、
非
常
に
貴
重
な
史
跡
、
と
石
畑
学
芸
員

が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。（
実
は
、
下
見
の
際

に
な
か
な
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
度
も

周
辺
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
や
っ
と
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。）

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
終
盤
は
、
桂
浜
周
辺
の
散
策

で
す
。
今
回
は
砲
台
跡
と
龍
馬
像
と「
豪
気
節
」

碑
の
３
つ
を
見
学
し
ま
し
た
が
、
桂
浜
に
は
他

に
も
坂
本
龍
馬
の
顕
彰
碑
や
文
学
碑
な
ど
も
多

数
点
在
し
て
い
ま
す
の
で
、
次
の
機
会
に
は
、
別

の
碑
も
訪
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
館
に
臨
接

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
・
史
跡
巡
り

「
浦
戸
の
ん
び
り
散
策
」開
催
し
ま
し
た

桂浜の「坂本龍馬像」（龍馬の背中） 「豪気節」碑

受法寺

堀
切
（
左
の
ほ
う
が
堀
切
）

稲荷神社（右奥に「津波記念碑」が見えます）

津波記念碑

片岡半斎墓



令
和
3
年
度
の
連
続
講
演
会「
龍
馬

を
考
え
る
５
つ
の
視
座
」が
終
了
し
ま

し
た
。
一
昨
年
の
冬
か
ら
の
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
を
う
け
、
今
年

度
も
第
2
回
目
は
中
止
と
な
っ
た
こ

と
は
、
仕
方
が
な
い
と
は
い
え
、
残

念
で
な
り
ま
せ
ん
。

令
和
三
年
度
　
連
続
講
演
会
が
終
了
し
ま
し
た
【
報
告
】

今
年
度
は
当
館
開
館
30
周
年
に
あ
た
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
30
年
の
間
の
、
龍
馬
や
幕
末
に

関
す
る
新
た
な
研
究
成
果
に
つ
い
て
お
話
い
た

だ
く
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。
第
1
回
目

は
、文
献
資
料
が
極
め
て
少
な
い「
薩
長
同
盟
」

に
つ
い
て
、
会
談
後
の
帰
路
で
の
木
戸
孝
允
ら

の
行
動
に
着
目
し
た
ご
研
究
に
つ
い
て
、
青
山

忠
正
氏
よ
り
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第
3

回
目
は
、
黒
須
里
美
氏
よ
り
、
江
戸
時
代
の

家
族
や
結
婚
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
り
、
龍
馬

の
結
婚
や
家
族
制
度
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
点

で
の
研
究
の
可
能
性
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
第
4
回
目
で
は
、
桐
野
作
人
氏
が
、
今

な
お
話
題
に
な
る「
龍
馬
暗
殺
」
に
つい
て
、
当

時
の
政
治
体
制
の
中
か
ら
考
え
直
す
と
い
う

視
点
か
ら
の
研
究
成
果
を
お
話
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
第
5
回
目
は
知
野
文
哉
氏

に
よ
る
、「
坂
本
龍
馬
」
イ
メ
ー
ジ
構
築
の
過
程

に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
成
果
の
発
表
で
、
今

年
度
の
連
続
講
演
会
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

各
講
演
会
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
5
月

末
頃
発
行
予
定
の「
連
続
講
演
会
講
演
録
」
で

お
読
み
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
る
中
、
新
た
な
取
り

組
み
も
始
め
ま
し
た
。
館
内
で
の
同
時
配
信

と
Ｙｏｕ
Tｕ
ｂｅ
に
よ
る
録
画
配
信
で
す
。
会

場
と
な
る
ホ
ー
ル
の
定
員
を
半
分
に
し
た
た
め
、

ご
参
加
い
た
だ
け
な
い
お
客
様
が
多
く
な
り
、

そ
の
対
応
と
し
て
、
ホ
ー
ル
以
外
の
場
所
で
同

時
配
信
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
い
う
方
法
を
始
め

ま
し
た
。
画
像
や
音
声
の
調
整
が
開
演
直
前
に

や
っ
と
完
了
…
と
い
う
冷
や
汗
を
何
度
も
か
き

ま
し
た
が
、
お
客
様
に
少
し
で
も
臨
場
感
を
味

わ
って
い
た
だ
け
て
い
れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
し
て
、

講
演
会
終
了
後
は
録
画
を
Ｙｏｕ
Tｕ
ｂｅ
で
配

信
す
る
試
み
も
始
め
ま
し
た
。
期
間
限
定
と

な
り
ま
す
が
、
遠
方
や
ご
都
合
で
ご
来
館
い
た

だ
け
な
か
っ
た
お
客
様
か
ら
好
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
次
年
度
も

継
続
す
る
予
定
で
す
。

次
年
度
は
、
江
戸
時
代
、
我
が
国
の
中
枢

を
担
う
存
在
で
あ
っ
た〈
武
士
〉
を
テ
ー
マ
に
、

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
で
し
か
聞
け
な

い
講
演
会
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
開
催
の

準
備
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期

待
く
だ
さ
い
。

河
村 

章
代

令和4年度から連続講演会申込方法が変わります
・全回分を一括して申し込むことはできません。
・開催月の前月1日午前9時から各回分のお申し込みを、電話、FAX、メール、ホームページ申込フォームで受け付けます。
 （例：6月開催分の申込→5月1日9時から受付開始）
・開催月の前月1日午前9時以前にお申し込みいただいたものは、無効とさせていただきますので、予めご了承ください。
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新館シアターコーナーでの同時配信の様子（令和 4 年 2月26日）講演会の様子（令和 4 年 2 月 26 日）

１ 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
（佛教大学名誉教授）

２ ８月28日（土）
－中止－ 薩摩藩と坂本龍馬 町田明広

（神田外国語大学外国語学部教授）

３ 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）

４ 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）

５ 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）

令和3年度連続講演会　演題と講師（敬称略）



5・龍馬記念館だより

私
の
お
す
す
め
は
、
本
館
の
屋
上
か
ら
悠

然
と
広
が
る
素
晴
ら
し
い
景
色
で
す
。
屋
上

へ
は
3
通
り
の
行
き
方
が
あ
り
ま
す
が
、
中

に
は
い
く
つ
も
の
螺
旋
階
段
を
上
が
って
行
く

ち
ょっ
と
ハ
ー
ド
な
行
き
方
も
…

で
も
到
着
し
た
そ
の
先
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
疲
れ
を
一
瞬
で
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
様
な

青
く
深
い
海
と
長
い
水
平
線
が
待
って
い
ま
す
。

ど
こ
ま
で
も
続
く
海
岸
線
を
見
渡
す
だ
け

で
も
高
知
が
誇
る
雄
大
な
桂
浜
を
彷
彿
と

さ
せ
て
く
れ
、
時
折
数
羽
の
ト
ン
ビ
が
気
持

ち
よ
さ
そ
う
に
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
る
姿

を
目
に
し
ま
す
。
勿
論
お
天
気
の
良
い
日
に

は
、
絶
好
の
撮
影
場
所
に
な
る
事
間
違
い
な

し
で
す
！

し
か
し
夏
の
台
風
時
に
は
一
転
、
自
然
の

驚
異
が
大
き
な
牙
を
む
き
ま
す
。
テ
レ
ビ
放

送
で
も
よ
く
中
継
を
さ
れ
る
吹
き
荒
れ
る
波

風
は
、
日
頃
の
穏
や
か
な
景
色
を
消
し
去
り

ま
す
。
こ
れ
も
自
然
の
摂
理
と
し
て
受
け
止

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

時
は
早
く
こ
の
時
間
が
過
ぎ
去
っ
て
く
れ
る

事
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

余
談
で
す
が
私
の
通
勤
途
中
に
も
、
あ
る

一
定
の
場
所
ま
で
来
る
と
だ
ん
だ
ん
目
の

前
に
海
が
開
け
て
き
ま
す
。
き
ら
き
ら

と
し
た
水
面
に
映
る
光
線
上
に
は
、
遠

く
か
ら
見
る
と
ぽ
っ
か
り
と
浮
か
ぶ
ま
る

で
模
型
の
よ
う
な
貿
易
船
や
、
大
漁
を

願
い
漁
船
が
行
き
か
う
様
は
日
々
な
ん
と

も
趣
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
朝
の
一
コマ

も
あ
れ
ば
夕
日
の
沈
む
少
し
寂
し
い
光
景

も
、
全
て
ご
来
館
頂
い
た
皆
様
の
素
敵
な

思
い
出
に
な
れ
ば
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

昨
年
30
周
年
を
迎
え
た
記
念
館
で
す

が
、
こ
の
場
所
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
同
じ
佇
ま
い
で
私
達

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

西
川 

知
佐

大
海
原
を
一
望
！

　
　
　
屋
上
か
ら
の
景
色

令
和
3
年
秋
、
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館

で
は
「
開
館
30
周
年
記
念　

坂
本
龍
馬
真
筆
展

示
」
に
お
い
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
、
い

わ
ゆ
る
「
薩
長
同
盟
裏
書
（
「
裏
書
」
の
書
陵

部
で
の
書
名
は
『
木
戸
家
文
書
』、
以
下
、『
裏

書
』）」
が
展
示
さ
れ
た
。
私
も
資
料
保
存
担

当
と
し
て
展
示
作
業
に
立
ち
会
っ
た
が
、
会
期

中
に
表
裏
を
反
転
さ
せ
て
展
示
を
行
う
と
いっ

た
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
く

も
あ
っ
た
。
こ
の
裏
書
は
、
木
戸
孝
允
が
薩
長

同
盟
6
項
目
の
内
容
を
確
認
す
べ
く
坂
本
龍
馬

に
宛
て
た
書
状
の
裏
に
、
龍
馬
が
朱
書
き
で
相

違
な
い
旨
を
書
い
た
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。
書
陵
部
所
蔵
資
料
の
中
で
も
展
示
会
へ

の
出
陳
だ
け
で
な
く
、
映
像
や
書
籍
等
で
紹
介

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
機
会
に
、
近
年
に

ど
れ
だ
け
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
か
、
調
べ
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

展
覧
会
へ
の
出
陳
は
、
平
成
22
、
27
、

28
、
30
年
度
に
あ
っ
た
。
平
成
22
年
度
は

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
で
行
わ
れ
た「
皇
室

の
文
庫　

書
陵
部
の
名
品
」
に
出
品
さ
れ
た

が
、
折
し
も
大
河
ド
ラ
マ「
龍
馬
伝
」
の
放
映

年
で
あ
り
、
多
く
の
方
に
お
運
び
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
平
成
30
年
は
明
治
１
５
０
年
に
あ
た

り
、
大
河
ド
ラ
マ
も「
西
郷
ど
ん
」
で
、
多
く

の
機
関
か
ら
出
陳
依
頼
を
受
け
た
こ
と
も

強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る（
貸
出
は
年
に
1
回
、

そ
の
後
1
年
間
は
資
料
保
護
の
た
め
貸
出
は

行
わ
な
い
）。

映
像
へ
の
使
用
回
数
は
、
平
成
28
、
29

年
度
は
6
回
、
30
年
度
は
4
回
、
令
和
元

年
度
は
1
回
、
2
年
度
は
4
回
、
3
年
度

は
2
回
、
書
籍
へ
の
写
真
掲
載
は
、
平
成

28
年
度
は
15
回
、
29
年
度
は
27
回
、
30
年

度
は
14
回
、
令
和
元
年
度
は
8
回
、
2
年

度
は
9
回
、
3
年
度
は
2
回
と
、
書
陵
部
所

蔵
資
料
の
中
で
は
群
を
抜
い
て
多
い
。
変
わ

ら
ぬ
関
心
の
高
さ
が
改
め
て
裏
付
け
ら
れ
た

が
、
ま
た
機
会
が
得
ら
れ
れ
ば
裏
書
そ
の
も

の
に
つい
て
も
少
し
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

田
代 

圭
一

（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
保
存
調
査
室
主
任
研
究
官
）

薩
長
同
盟
裏
書�

龍
馬
の

　
　  
手
紙

14
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そ
の
他
、「
写
真
」
と
い
う
項
目
も

非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
中
に
「
年

代
別
の
写
真
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
中
の
「
単
写
真
」
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
、
写
真
地
図
の
中
に
赤

い
点
が
い
く
つ
も
出
て
く
る
。
例
え
ば
、

当
館
周
辺
を
見
て
み
る
と
、
１
９
４
７

年
、
１
９
７
５
年
、
２
０
１
０
年
、

２
０
１
７
年
な
ど
に
撮
ら
れ
た
空
中

写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

写
真
を
開
い
た
上
で
、「
高
解
像
度
表

示
」
に
切
り
替
え
る
と
、
か
な
り
拡

大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
０
１
０
年

4
月
17
日
に
撮
ら
れ
た
写
真
を
見
る

と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
龍
馬
伝
』

が
放
送
さ
れ
て
い
る
年
で
、
土
曜
日
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
当
館
や
桂
浜
の

駐
車
場
は
ほ
ぼ
満
車
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
。
当
館
は
臨
時
駐
車
場
ま

で
ほ
ぼ
満
車
で
、
バ
ス
駐
車
場
も
満
車

で
あ
る
。

ま
た
、
１
９
７
５
年
の
写
真
を
見
る

と
、
当
館
の
場
所
に
は
プ
ー
ル
付
き
の

保
養
施
設
が
見
え
る
。
２
０
１
７
年

の
写
真
で
は
新
館
建
設
中
の
様
子
も

写
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
空
中
写
真
は

購
入
で
き
る
の
で
、
記
録
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
戦
後
す
ぐ

の
写
真
に
写
っ
て
い
る
戦
争
関
連
の
施

設
な
ど
、
今
は
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
が
写
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
幼
い
頃
の
懐
か
し
い
場
所
を
見
る

の
も
面
白
い
。

以
上
、
こ
の
地
図
に
つい
て
は
、
東

京
文
化
財
研
究
所
の
先
生
に
活
用
を

勧
め
ら
れ
た
も
の
で
、
自
分
の
勤
め
て

い
る
場
所
の
情
報
を
知
る
に
は
大
変

有
益
で
あ
る
た
め
、
皆
さ
ん
も
一度
は

確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

学芸員の視点 三浦 夏樹地理院地図（電子国土Web）の活用

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
国
土
地
理
院

地
図
」
と
検
索
す
れ
ば
す
ぐ
に
「
地

理
院
地
図
（
電
子
国
土
Ｗｅ
ｂ
）」
と

い
う
ペ
ー
ジ
が
出
て
く
る
。
標
準
地

図
で
あ
れ
ば
地
図
の
中
心
の
標
高
が

左
下
に
表
示
さ
れ
て
お
り
、
当
館
の

本
館
南
端
で
46.

4ｍ
、
新
館
北
端
で

52.
３ｍ
と
表
示
さ
れ
る
。

２
０
１
２
年
に
内
閣
府
が
公
表
し
た

津
波
の
高
さ
の
予
想
で
は
、
高
知
県
黒

潮
町
が
全
国
で
最
も
高
く
約
34ｍ
と

な
って
い
る
。
当
館
を
含
む
浦
戸
湾
は

約
14ｍ
と
い
う
予
想
な
の
で
、
津
波
が

当
館
へ
達
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

桂
浜
の
標
高
を
見
て
み
る
と
、
桂

浜
水
族
館
は
6.9ｍ
、
龍
馬
像
は
20.
0ｍ
、

竜
王
岬
は
6.3ｍ
と
な
って
い
る
の
で
、
龍

馬
像
周
辺
な
ら
辛
う
じ
て
大
丈
夫
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
予
想
を
超

え
る
津
波
も
想
定
す
る
べ
き
な
の
で
、

写
真
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
分
か

る
通
り
、
当
館
は
海
辺
の
博
物
館

で
あ
り
、
必
ず
起
こ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
南
海
大
地
震
に
よ
る
津
波

を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

所
に
建
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
当

館
は
、
一
般
の
方
か
ら
「
龍
馬
記

念
館
の
建
っ
て
い
る
場
所
は
標
高

何
メ
ー
ト
ル
で
す
か
？
津
波
は
大

丈
夫
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
を

受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
質
問

に
答
え
る
時
、
役
に
立
つ
の
が
国

土
地
理
院
の
地
図
で
あ
る
。

で
き
れ
ば
桂
浜
水
族
館
の
裏
に
あ
る

椿つ
ば
きの

小こ
み
ち径

を
通
っ
て
、「
龍
馬
記
念
館

前
バ
ス
停
」
付
近
ま
で
避
難
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
バ
ス
停

な
ら
標
高
は
40.

４ｍ
あ
る
。
そ
し
て
、

椿
の
小
径
は
、
岩
盤
が
強
固
で
、
崩

れ
る
可
能
性
が
低
い
た
め
、
桂
浜
か

ら
の
良
い
避
難
路
に
な
る
そ
う
だ
。

高
知
市
中
心
部
は
、
関
ケ
原
の
戦

い
以
後
、
土
佐
へ
入
国
し
た
山
内
氏

が
造
っ
た
町
で
、
そ
れ
以
前
は
湿
地

帯
も
し
く
は
湾
の
水
の
中
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
高
知
市
に
は
、
葛

か
ず
ら

島
や
比ひ

島
、

竹
島
、
洞ほ

ら
ヶ
島
な
ど
地
名
に
島
が
付

く
地
域
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
湾
内
に

浮
か
ぶ
島
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
葛
島
は
現
在
で
も
小
山
が
残
っ

て
お
り
、
山
頂
に
は
大お

お
や
ま
づ
み

山
祇
神
社
が

建
っ
て
い
る
。
そ
こ
の
標
高
は
約
17ｍ

あ
る
が
、
周
辺
は
0.9ｍ
し
か
な
い
。

高
知
県
立
美
術
館
周
辺
も
低
く
、

美
術
館
の
建
っ
て
い
る
場
所
は
1.6ｍ
で
、

北
側
の
高
知
市
東
消
防
署
周
辺
は
、

「
砂
地
」
と
い
う
地
名
が
示
す
通
り
、

さ
ら
に
低
く
－0.6ｍ
で
あ
る
。

こ
の
地
図
は
他
に
も
興
味
深
い
機

能
が
付
い
て
い
る
。「
土
地
の
成
り
立

ち
・
土
地
利
用
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、

「
活
断
層
」
や
「
明
治
期
の
低
湿
地
」

な
ど
の
項
目
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら

も
非
常
に
役
に
立
つ
。
高
知
県
に
は

今
の
と
こ
ろ
主
要
な
活
断
層
が
無
い

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
図
に
は
出
て

こ
な
い一方
、
明
治
期
に
は
高
知
市
中

心
部
の
ほ
と
ん
ど
が
低
湿
地
帯
だ
っ
た

と
示
さ
れ
て
い
る
。



7・龍馬記念館だより

ここは館長の部屋 吉村 大

牧
野
富
太
郎
博
士
が
モ
デ
ル
の

ド
ラ
マ
化
に
寄
せ
て

振
り
返
り
ま
す
と
２
０
０
９

年
の「
つ
ば
さ
」
の
頃
か
ら
と
思

い
ま
す
が
、
主
に
ヒ
ロ
イ
ン
の

人
生
を
描
く
N
H
K
朝
の「
連
続

テ
レ
ビ
小
説
」
を
何
と
か
続
け
て

視
聴
し
て
い
ま
す
。
前
職
時
代

に
東
京
渋
谷
の
N
H
K
放
送
セ

ン
タ
ー
を
訪
ね
た
際
、
撮
影
ス

タ
ジ
オ
で「
つ
ば
さ
」
の
シ
ー
ン

に
使
わ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
の「
自
宅

の
屋
根
」
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
を
見
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
屋
根
セ
ッ

ト
が
ポ
ツ
ン
と
床
に
置
か
れ
た

よ
う
な
現
場
で
あ
っ
た
か
と
記

憶
し
て
い
ま
す
が
、
よ
く
こ
の

よ
う
な
環
境
で
役
者
さ
ん
は
視

聴
者
を
魅
了
す
る
芝
居
が
で
き

る
も
の
な
の
だ
な
ぁ
と
感
心
し

た
こ
と
で
し
た
。
他
方
、
そ
の

時
に
併
せ
て
見
た「
龍
馬
伝
」
の

撮
影
ス
タ
ジ
オ
に
は
、
長
年
使

い
込
ん
で
き
た
よ
う
な
、
い
わ

ゆ
る
エ
イ
ジ
ン
グ
加
工
を
施
し

た
武
家
屋
敷
と
、
ス
タ
ジ
オ
内

を
照
明
に
よ
っ
て「
早
朝
」
や「
真

昼
」
な
ど
に
変
え
る
演
出
を
ご
紹

介
も
い
た
だ
き
、
一
連
の
技
術

力
の
高
さ
に
た
い
へ
ん
驚
か
さ

れ
た
こ
と
も
憶
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
期
の「
連
続
テ
レ
ビ

小
説
」
は「
ゲ
ゲ
ゲ
の
女
房
」。
そ

の
撮
影
現
場
に
も
案
内
し
て
い

た
だ
き
、
ご
夫
婦
役
の
お
二
人

の
役
者
さ
ん
の
姿
を
垣
間
見
た

こ
と
で
し
た
。
こ
の
ほ
ど
、
高

知
県
佐
川
町
出
身
の
植
物
分
類

学
者
・
牧
野
富
太
郎
博
士
が
モ
デ

ル
と
な
る
連
続
テ
レ
ビ
小
説「
ら

ん
ま
ん
」
の
放
送
が
決
ま
り
ま

し
た
。
今
年
は
丁
度
、
牧
野
富

太
郎
生
誕
１
６
０
年
に
も
あ
た

り
、「
今
こ
そ
牧
野
富
太
郎
博
士

の
生
涯
を
！
」
と
ド
ラ
マ
化
を
め

ざ
し
て
署
名
活
動
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
地
元
の
皆
さ
ま
の
喜
び

も
ひ
と
し
お
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
２
０
１
９
年
で
あ
っ
た

か
と
思
い
ま
す
が
、「『
朝
ド
ラ
に

牧
野
富
太
郎
を
』
の
会
」
の
会
長

（
佐
川
町
長
）
や
副
会
長（
越
知

町
長
）
の
お
二
人
か
ら
、
N
H
K

放
送
セ
ン
タ
ー
に
要
望
に
行
き

ま
す
と
の
お
話
を
承
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
う
ま
く
事
が
運
ば

れ
ま
し
た
こ
と
に
驚
き
と
楽
し

み
の
感
情
が
交
互
に
押
し
寄
せ

て
い
ま
す
。
私
は
高
知
市
五
台

山
の
麓
に
住
ん
で
も
い
ま
す
の

で
、
ほ
ん
と
う
に
お
め
で
た
い

こ
と
と
、
自
分
の
事
の
よ
う
に

嬉
し
く
思
い
ワ
ク
ワ
ク
も
し
て

い
ま
す
。
前
職
時
代
に
は
海
外

に
お
い
て
、
現
地
の
旅
行
会
社

や
メ
デ
ィ
ア
の
方
々
に
対
し
て

高
知
県
観
光
を
売
り
込
む
、
い

わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
誘
致

活
動
も
経
験
し
ま
し
た
。
そ
の

時
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
一

つ
が
牧
野
植
物
園
。『
日
本
に

は
お
よ
そ
６
０
０
０
種
の
植
物

が
生
育
す
る
と
い
わ
れ
、
日
本

の「
植
物
分
類
学
の
父
」
牧
野
博

士
を
顕
彰
す
る
同
施
設
は
、

８
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
大
園
地

を
有
し
、
３
０
０
０
種
以

上
の
草
花
が
生
き
生
き
と

四
季
を
彩
る
総
合
植
物
園

で
す
。
特
に
温
室
は
ジ
ャ

ン
グ
ル
の
中
に
い
る
か
の
よ
う
…
』
な
ど
と

ア
ピ
ー
ル
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
に
と
り
ま

し
て
N
H
K
ド
ラ
マ
と
聞
い
て
思
い
起
こ
す

の
は
や
は
り「
龍
馬
伝
」
で
す
。
飛
騰
１
１
８

号
に
も
寄
稿
し
ま
し
た
が
、
私
は
大
河
ド
ラ

マ「
龍
馬
伝
」
と
リ
ン
ク
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
観
光
博
覧
会「
土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」
で
、

現
場
の
総
括
責
任
者
の
役
割
を
担
わ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
銀
行
高
知
支
店
の

発
表
で
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
に
よ
る
高
知
県
へ

の
経
済
波
及
効
果
が
、
最
終
的
に
５
０
０
億

円
超
と
な
っ
た
と
発
表
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

「
ら
ん
ま
ん
」
の「
物
語
の
ス
タ
ー
ト
は
高
知
」

と
の
こ
と
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
観
光
の
キ
ー

ワ
ー
ド
の
一
つ
は
自
然
・
文
化
体
験
。
多
く

の
方
々
が
、
そ
の
土
地
土
地
な
ら
で
は
の「
自

然
と
親
し
む
」、「
文
化
と
親
し
む
」
と
い
っ

た
場
を
通
じ
て
、
そ
の
奥
深
さ
を
体
感
す
る

こ
と
に
関
心
と
期
待
を
持
た
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
で
す
の
で
、
来
春
か
ら
長
期
間
連

続
し
て
放
送
さ
れ
る「
ら
ん
ま
ん
」
の
放
送
効

果
を
追
い
風
に
、
本
県
の
自
然
と
体
験
型
の

多
様
な
観
光
資
源
を
生
か
し
な
が
ら
、
観
光

を
目
的
と
す
る
人
の
流
れ
を
創
り
出
し
、
観

光
客
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
高
知
県
観
光
を
ス

パ
ー
ク
さ
せ
て
い
け
れ
ば
な
と
、
こ
の
よ
う

な
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
草
を
褥
に
木
の
根
を
枕 

花
と
恋
し
て
五
十
年
」

牧
野
富
太
郎
書
＝
弘
松
家
所
蔵
・
当
館
寄
託
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■「記念館開館30周年10大ニュース“こんなことがありました！”から新年度へ」
海の見える・ぎゃらりいでは、記念館開館30周年の締めくくりとして「高知県立坂本龍馬記念館30周年 10大ニュース

“こんなことがありました！”」展を開催しました。本企画では、多くの方々のご尽力、ご協力を得て30年を迎え、その間にあった
多くの出来事を、新聞記事や館の記念誌、職員の思い出や記憶などの中から意見を集約し、以下のような結果となりました。

１　　浄財により龍馬記念館建設・開館
２　　新館完成・リニューアルオープン
３　　龍馬伝効果
４　　相次ぐ貴重な資料の寄贈・寄託
５　　坂本龍馬を師と仰ぐ世界的VIPの来館
６　　シェイクハンド龍馬像 － 新しい「龍馬像」の完成
７　　新型コロナウイルスの感染拡大により初めての休館
８　　ミュージアムショップの充実
9　　坂本龍馬記念館の応援団の皆様
10　  盗難と破損等－多くの災難を乗り越えて

ＦＭ高知のラジオ番組でもこの展覧会について紹介させていただいたところ、それぞれの項目の詳細をもっと知りたいとい
うお声も頂戴しましたので、少し紹介いたします。
「龍馬伝効果」は平成22年、NHK大河ドラマ「龍馬伝」をご覧になった多くの方々にご来館いただき、ゴールデンウイーク
には、入口から館に向かう坂道まで来館待ちの方が大勢並び、入場者制限を行いながらご入館いただきました。そして１日
の入館者数が6,686人、当該年度の入館者合計数は44万２千人余りという、過去最高を記録しました。
また、平成23年には、開館20周年を記念して、本館前に新しい龍馬像「シェイクハンド龍馬像」が完成しました。３人の高
知県の作家、大野良一さん、西本忠男さん、吉岡郷継さんにより、“誰もが共通して龍馬の温かみを感じる手”を追求して創
作され、沢山の方が龍馬と握手をしてく
ださいました。そして翌年には、桂浜龍馬
像とシェイクハンド龍馬像をつなぐイベント
「レッツゴー！ハンドインハンド」を開催し、
当時の尾﨑正直高知県知事をはじめ大
友啓史映画監督、郷士坂本家第９代坂
本登さんなど900人が「握手の鎖で心を
つなごう」と参加され、２つの銅像の手が
がっちりと繋がりました。ただ、現在は新型
コロナウイルスのために、残念ながら握手
が出来ない状態です。
この30年の間にも刻 と々変化してきた
社会情勢の中で、海の見える・ぎゃらりい
における展示内容も、“坂本龍馬を伝え
てゆく意味”を大切に、さらなる試みを目指
していきたいと考えています。

「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
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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
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　　　　高知県立坂本龍馬記念館

入　館　状　況

2022年3月20日現在

（1991年11月15日開館以来 30年126日）

◆入館者数	 4,419,002人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来 	482,242人

編 集 後 記

お 知 ら せ

右も左もよく分からない状態で本誌の編集担当という大役を仰せつかったのが平成30 年10
月。その後副担当となり、編集に携わって計3 年ほどが経過しました。令和3 年度末の退職に伴
い、今号が最後の編集となりました。ニーズに応えた誌面づくりがどこまでできたのか甚だ心
許ないですが、精一杯無い知恵を絞り出したつもりです。今後は一読者として、年4 回の発行を
楽しみにしたいと思います。今後ともご愛読の程よろしくお願いいたします。（髙山 嘉明）

今号の「高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会」会報につきましては、会報の紙面割りなど
を検討中であることにともない、発行をお休みします。ご了承ください。

中村 昌代


