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は
、
龍
馬
の
幼
少
期
で
は
な
く
、
龍
馬
が

幼
か
っ
た
こ
ろ
の
「
時
代
」
に
つ
い
て
考
え

ま
す
。
7
才
と
い
え
ば
、
今
で
い
う
小
学

校
1
年
生
ぐ
ら
い
の
年
令
、
龍
馬
が
身
を

置
い
て
い
た
、
今
と
は
ま
っ
た
く
違
う
時
代

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
な
ぜ

違
う
の
か
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
同
じ
年
ご
ろ
の

小
学
生
の
皆
さ
ん
に
も
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

亀
尾 

美
香

み
な
さ
ん
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う

言
葉
か
ら
、
何
を
連
想
す
る
で
し
ょ
う

か
？
波
音
、
明
る
い
陽
射
し
、
緑
の

山
々
、
風
の
に
お
い
、
郷
土
料
理
の
味
、

家
族
の
顔
…
ど
ん
な
ふ
る
さ
と
で
生
ま

れ
育
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
思
い
浮
か
べ

る
も
の
も
人
そ
れ
ぞ
れ
。
今
回
の
展
示

は
、
大
人
に
な
り
他
郷
で
忙
し
い
毎
日

を
送
っ
て
い
た
坂
本
龍
馬
が
、
ふ
と
し

た
瞬
間
に
思
い
浮
か
べ
た
で
あ
ろ
う
故

郷
・
土
佐
を
題
材
と
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
天
保
６
（
1
8
3
5
）
年

生
ま
れ
の
龍
馬
が
数
え
7
才
だ
っ
た
天
保

12（
1
8
4
1
）
年
、
土
佐
を
治
め
て
い

た
の
は
、
藩
主
に
な
っ
て
33
年
目
の
12
代

藩
主
・
山
内
豊と
よ
す
け資
（
当
時
48
才
）
で
し
た
。

国
内
で
は
お
も
に
東
日
本
で
お
き
た
凶
作

に
よ
る
「
天
保
の
大
飢
饉
」
を
経
験
し
た

直
後
の
厳
し
い
時
代
で
、
特
に
経
済
面
で

社
会
の
立
て
直
し
を
図
る
た
め
、
幕
府
が

「
天
保
の
改
革
」
と
呼
ば
れ
る
改
革
を
実

施
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
世
界
に
目

を
転
じ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
イ
ギ

リ
ス
と
清
の
間
で
ア
ヘ
ン
戦
争
が
起
き
、
清

が
敗
北
し
ま
す
。
す
ぐ
隣
の
国
で
起
き
た

列
強
に
よ
る
植
民
地
拡
大
政
策
の
現
実
を

目
の
あ
た
り
に
し
、
日
本
国
内
で
も
次
第

  

企
画
展

「
龍
馬
が
七
歳
だ
っ
た
こ
ろ –

天
保
期
の
土
佐
の
社
会
と
く
ら
し–

」展

に
対
外
的
な
危
機
感
が
強
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
７
才
の
龍
馬
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た

時
代
の
空
気
感
は
、
子
ど
も
だ
っ
た
龍
馬

の
成
長
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与

え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

よ
く
龍
馬
の
子
ど
も
時
代
に
つ
い
て
の
質

問
を
受
け
ま
す
が
、
当
時
の
坂
本
家
の
史

料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
明
確
に
言
え
る

こ
と
は
実
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。「
龍

馬
は
寝
小
便
た
れ
だ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
有

名
な
逸
話
は
、
後
世
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
今
回
の
展
示
で

「土佐年中行事図絵」より馭
のりぞめ

初（高知県立図書館所蔵）

毎年 1 月11 日に、藩主以下藩士たちが騎馬で城下を
駆け抜ける馭初は、土佐藩の一大イベントでもありました

左から　兄・権平28才　義姉・千野21才　龍馬7才　姉・乙女10才
　　  　祖母・久62才　父・長兵衛（八平）45才　母・幸44才

天保 12 年当時の坂本家（推定）※年令はすべて数え年　イラスト／川﨑真優

令
和
4
（
２
０
２
２
）
年
7
月
9
日
（
土
）～
10
月
19
日
（
水
）　

会
期
中
無
休
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て
そ
れ
ら
を
効
果
的
に
配
置
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
思
い

を
体
現
し
た
の
が
、
会
場
で
配
布
し
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
面
に
は
、
土
佐

全
体
が
描
か
れ
た
絵
地
図
の
資
料
画
像
を

ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
の
上
に
重
ね
て
、
龍
馬

脱
藩
の
道
、
参
勤
交
代
の
道
、
四
国
遍
路
の
道
、

と
い
う
展
示
の
柱
で
あ
る
三
種
の
道
を
示
し

た
。
手
に
取
っ
た
方
の
好
奇
心
に
少
し
で
も

触
れ
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
龍
馬
の
脱
藩
を
展
示
と

し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
資
料
の
数
の

制
約
か
ら
、
必
然
的
に
龍
馬
の
み
な
ら
ず
そ

の
周
辺
事
情
に
ま
で
話
題
を
広
げ
ざ
る
を
得

な
い
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
が
龍
馬
の
脱
藩

行
為
や
脱
藩
の
道
を
客
観
視
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、
学
術
的
な
観
点
を
含
め
て
、
広
い
視

野
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

�

龍
谷
大
学
文
学
部
特
任
講
師

 

髙
山 

嘉
明

う
ま
で
も
な
く
、
土
佐
藩
か
ら
脱
藩
を
果
た

し
た
人
物
は
龍
馬
だ
け
で
は
な
い
。
龍
馬
以

外
の
脱
藩
者
の
資
料
を
集
め
る
こ
と
で
、
土

佐
の
脱
藩
事
情
の
全
体
像
を
提
示
す
る
方
法

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
道
の
対
象

を
広
げ
る
こ
と
。
脱
藩
時
以
外
の
機
会
に
龍

馬
が
通
っ
た
道
、
そ
し
て
龍
馬
以
外
の
人
々

が
通
っ
た
土
佐
国
内
の
道
、
こ
れ
ら
を
紹
介

す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
は
後
か
ら
思
っ
た
こ
と
で
、
実
は
展

示
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
後
者
の
方
法

し
か
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正

直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
龍
馬
の
脱
藩
を
テ
ー

マ
と
す
る
時
、
ど
う
し
て
も
付
い
て
回
る
問

題
が
、
い
わ
ゆ
る
脱
藩
ル
ー
ト
で
あ
る
。
当

然
、
展
示
の
な
か
で
も
こ
の
話
題
を
避
け
て

通
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
思
い

が
先
行
し
、
早
々
に
〝
脱
藩
ル
ー
ト
＝
土
佐

今
年
度
の
第
1
回
企
画
展
は
、
龍
馬
脱

藩
１
６
０
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
軸
に

し
た
検
証
を
行
っ
た
。
翌
年
に
赦
免
さ
れ

た
と
は
い
え
、
青
年
龍
馬
に
と
っ
て
脱
藩

は
決
死
の
転
機
で
あ
っ
た
が
、
明
ら
か
で

な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
々
の

興
味
を
ひ
く
出
来
事
で
あ
り
、
継
続
し
た

検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

企
画
展
の
展
示
解
説
に
は
50
人
と
い
う

人
が
会
場
に
あ
ふ
れ
た
。
マ
ス
ク
姿
で
私

語
を
慎
み
な
が
ら
熱
心
に
展
示
を
ご
覧
に

な
る
人
々
の
様
子
に
、
関
心
の
高
さ
を
感

じ
た
も
の
で
あ
る
。

前
号
の
編
集
後
記
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

同
企
画
展
を
担
当
し
た
高
山
学
芸
員
は
母

校
の
大
学
教
員
に
な
る
転
機
を
迎
え
、
記

念
館
を
〝
脱
藩
”
し
た
。
龍
馬
同
様
の
志

を
も
っ
た
雄
飛
で
あ
る
。
髙
山
氏
本
人
に

よ
る
記
念
講
演
会
「
龍
馬
脱
藩
へ
の
道
」

も
好
評
で
、
定
員
を
超
え
る
勢
い
の
聴
衆

を
う
な
ら
せ
た
。

そ
の
髙
山
氏
に
企
画
展
担
当
者
と
し
て

の
思
い
を
紙
面
で
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。

前
田 

由
紀
枝

①
「
脱
藩
」
か
「
道
」
か
　
　   

本
展
の
テ
ー
マ
が
「
龍
馬
の
脱
藩
」
に
決

ま
っ
た
時
、
そ
れ
に
直
接
関
係
す
る
資
料
が

不
足
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
今
に

し
て
思
え
ば
、
そ
れ
を
補
う
た
め
の
方
法
と

し
て
二
つ
の
方
向
性
が
考
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

一
つ
は
、
脱
藩
の
対
象
を
広
げ
る
こ
と
。
言

脱
藩
、そ
し
て
幕
末
の“
道
”を
辿
る

脱
藩
、そ
し
て
幕
末
の“
道
”を
辿
る

～「
龍
馬
脱
藩
１
６
０
年

～「
龍
馬
脱
藩
１
６
０
年  

維
新
へ
つ
な
が
る
土
佐
の
道
」

維
新
へ
つ
な
が
る
土
佐
の
道
」展
を
振
り
返
っ
て

展
を
振
り
返
っ
て

会
場
入
り
口

熱心に展示を見る人たち

の
道
”
と
い
う
図
式
が
成
立
し
て
い
た
。
し

か
し
、
周
知
の
通
り
、
龍
馬
の
脱
藩
ル
ー
ト

に
つ
い
て
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
課
題

が
存
在
す
る
。
結
果
的
に
は
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、「
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
」
と
紹
介
す

る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
当
初
か
ら
分
か

り
き
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
。し
た
が
っ
て
、

龍
馬
脱
藩
の
道
を
基
礎
に
据
え
な
が
ら
、
そ

れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
、
奇
妙
な
展
示
内
容
に
な
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
点
、
期
待
に
応
え

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
変
心
苦
し
い
。

② 

展
示
の
特
徴
と
成
果

怪
我
の
功
名
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
は

か
え
っ
て
新
し
い
視
点
か
ら
の
展
示
に
な
っ

た
と
考
え
て
い
る
。
上
記
の
理
由
か
ら
、
展

示
の
柱
は
、
当
然
な
が
ら
龍
馬
脱
藩
の
実
情

を
は
じ
め
、
藩
主
が
土
佐
―
江
戸
間
を
往
復

し
た
参
勤
交
代
で
通
っ
た
道
、
そ
し
て
多
く

の
参
詣
者
が
行
き
交
っ
た
四
国
遍
路
の
道
、

こ
の
三
点
と
な
っ
た
。
大
変
重
要
な
テ
ー
マ

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
テ
ー
マ
と

し
て
は
独
立
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
「
土
佐

の
道
」と
し
て
集
約
さ
れ
る
機
会
は
多
く
な
い
。

江
戸
時
代
そ
し
て
幕
末
に
お
け
る
土
佐
藩
の

道
路
事
情
が
一
覧
で
き
る
展
示
と
い
う
こ
と

で
、そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
展
示
資
料
は
、
脱
藩
と
い
う
テ
ー

マ
か
ら
、
そ
の
多
く
が
古
文
書
類
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
た
の

が
地
図
類
で
あ
る
。文
字
資
料
が
中
心
と
な
っ

た
展
示
構
成
の
な
か
、
龍
馬
の
脱
藩
に
絡
め
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もうすぐ、待ちに待った夏休みですね。今年も龍馬記念館では、幼稚園児
から中学生までの子ども向けのイベントやワークショップを開催します。

県内の龍馬や幕末史ゆかりの史跡などをめぐるバスツ
アーです。今まで、龍馬の同志・中岡慎太郎について知ろう、
と北川村の中岡慎太郎館をお訪ねしたり、龍馬脱藩の道
をたどったり、吉村虎太郎を知るため、梼原町や津野町
を訪ねるツアーを行ってきましたが、今年は、「浦戸から須
崎へ－海沿いの史跡を訪ねる」バスツアーを開催します。

県立坂本龍馬記念館から「花海道」と呼ばれる海沿い
の県道を西に走ります。海沿いの道には、ジョン万次郎出
航の地や武市半平太の銅像など、龍馬ゆかりの地が点在
します。龍馬は慶応3年8月に、今回の目的地である須崎
市に来ています。

ご当地では幕末の砲台場跡や龍馬が首を切り落とした
という言い伝えの地蔵がある発生寺などゆかりの地をめぐ

　日時　7月31日（日）　8:30集合　16:00頃　解散予定（当館集合・解散）
　定員　20名（参加者全員の人数）
　対象　小学校高学年以上中学生
　　　　＊参加者1名につき保護者は1名まで
　　　　＊兄弟で参加する場合は兄弟1組に保護者1名まで
　参加費　無料（昼食付）

①ぞうりづくりを楽しもう！
　日時　8月7日（日）　9:30～11:30
　対象　①幼稚園児～小学校低学年（１～3年生）

②わらぞうりづくりに挑戦！
　日時　8月7日（日）　14:00～16:30
　対象　②高学年（小学校4～6年生）
　　
　定員　どちらも10人(要事前申込)
　会場　どちらも新館1階ホール
　＊保護者同伴のこと

とさっこ幕末ツアー「浦戸から須崎へ―海沿いの史跡を訪ねる」

夏休みといえば、工作！最近は、組み立てるだけで完
成してしまう工作セットもあるようですが、江戸時代の子
どもたちは、 身近なものをつかった工作を楽しんでいた
のではないでしょうか。当館も、“江戸時代流に”できる
だけ身近な素材をつかった工作教室を開催します。

今年は、江戸時代の「履き物」に注目。低学年向け
には段ボールの「ぞうりづくり」。高学年向けには本物の

「わら」で「わらぞうりづくり」を楽しみます。どちらも「鼻
緒」で足を固定させる構造で、そうした今の西洋式の靴
との違いなどをみながら、自分だけの「ぞうり」「わらぞう
り」を作ります。

りょうま工作教室
今年の夏は、短時間に楽しめるお手軽ワークショップ

を開催し、“紙の刀”や“紋切うちわ”をつくります。どち
らも事前申込は不要。15～30分程度で完成します。

＊所要時間は標準です。個人差があります。

りょうまお楽しみワークショップ

る予定です。
また、7月9日からの企画展「龍馬が七歳だったころ－天

保期の土佐の社会とくらし－」では、江戸時代の暮らしを
紹介することから、それに関連し、日本の伝統的な調味料
である「醤油」や「鰹節」に関連する場所も見学します。

ちなみに、須崎に向かう途中の横浪半島はリアス式海岸
と言われる入り組んだ海岸線で、雄大な太平洋を眺めるこ
とができます。また、国指定の天然記念物「横浪メランジュ」
という地震断層の化石もあり、 実は、 地質学的にたいへ
ん重要な地でもあります。＊「横浪メランジュ」の見学は行いません。

この夏は、浦戸から横浪半島を通って須崎にむかう、
龍馬記念館のバスツアーで自然＆史跡めぐりを楽しみま
しょう！

昨年のバスツアーの様子

①紙で刀を作ろう！
　日時　8月14日（日）　10:00～12:00／13:30～15:30
　対象　幼稚園児～小学生　＊幼稚園児、小学校低学

　　　　　年は保護者同伴のこと
　定員　各回15名（先着順）
　※席がうまっている場合はお待ちいただくことがあります。

②紋切うちわを作ろう！
　日時　8月21日（日）　10:00～12:00／13:30～15:30
　対象　幼稚園児～小学生　＊幼稚園児、小学校低学

　　　　　年は保護者同伴のこと
　定員　各回10名（先着順）
　※席がうまっている場合はお待ちいただく
　　ことがあります。

どちらも参加費　無料
　申込　当日申込
　　　　開始時間15分前から受付開始
　会場　本館　地下1階　「夕顔」前



「
武
士
の
時
代
を
考
え
る
―
そ
の
制
度
・
精
神
・
象
徴
」

4「
連
続
講
演
会
」
は
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

に
基
づ
き
、
２
か
月
に
１
回
、
年
間
５
回

の
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

リ
ニュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
年
に
始
め

て
、
今
年
で
５
回
目
と
な
り
ま
す
。

今
年
度
の
テ
ー
マ
は「
武
士
」
で
す
。

「
武
士
」
は「
侍（
さ
む
ら
い
）」
と
も
い

わ
れ
、朝
廷
や
貴
族
に「『
さ
ぶ
ら
ふ
』
者
」

に
由
来
し
ま
す
。
彼
ら
は
平
安
後
期
か

ら
力
を
つ
け
始
め
、
明
治
維
新
ま
で
の
約

７
０
０
年
間
の
大
半
に
お
い
て
、
日
本
の

政
治
、
経
済
、
文
化
の
中
枢
を
担
う
大

き
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
異
論

は
な
い
で
し
ょ
う
。

坂
本
龍
馬
は
土
佐
藩
の
下
級
武
士
の

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
坂
本
家
の
本

家
は
土
佐
藩
屈
指
の
商
家
で
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
彼
は
比
較
的
柔
軟
な
考
え
と

経
済
活
動
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
で「
二
君
に
仕
え

ず
」
と
、
武
士
ら
し
い
古
風
な
考
え
方

も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
、
一
見

相
反
す
る
か
の
よ
う
な
龍
馬
の
姿
勢
は
、

新
し
い
政
権
体
制
の
樹
立
が
急
務
と
な
り
、

「
武
士
」
の
時
代
が
大
き
く
変
容
し
よ

なお、講演会終了後に録画配信を行う場合もありますので、ぜひご覧ください。
（全回ではありませんので、ご注意ください。）

う
と
す
る
幕
末
史
の
潮
流
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

江
戸
後
期
を
中
心
に
、「
武
士
」
の
身

分
、
精
神
や「
武
士
」
を
象（
か
た
ど
）

る
も
の
な
ど
、
武
家
の
時
代
の
そ
の
あ
り

よ
う
に
つ
い
て
、
5
回
シ
リ
ー
ズ
で
迫
っ
て

い
き
ま
す
。

河
村 

章
代

◆大切なお知らせ◆　連続講演会の申込方法がかわりました。
　今年度から、聴講申込受付を
　〇開催月の前月1日午前9時から受付を開始（例：8月27日の申込⇒7月1日午前9時から）します。
　〇電話、メール、FAXやホームページのイベント申込フォームで受付とさせていただきます。
　  （午前9時以前にかかった電話、到着したメール、FAX、申込フォームは無効とします。）
　  また、複数回分のお申し込みはできませんので、ご了承ください。
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昨年度の様子

講師・肩書　＊敬称略 演題

１ 6月18日（土） 笠谷和比古
（国際日本文化研究センター名誉教授） 武士と武士道の歴史

２ 8月27日（土） 原　史彦
（名古屋城調査研究センター主査） 徳川将軍と大名

３ 10月29日（土） 森下徹（山口大学教育学部教授） 城下町萩と武士のくらし

４ 12月17日（土） 尾脇秀和（神戸大学経済経営研究所研究員、
花園大学・佛教大学非常勤講師） 武士と帯刀

５ 令和5年2月25日（土） 尾本師子
（高知県立高知城歴史博物館主任学芸員） 武家の空間－絵の役割



5・龍馬記念館だより

私
が
お
す
す
め
し
た
い
の
は
、
本
館
2
階

に
あ
る
「
幕
末
広
場
」
で
す
。

２
０
１
８
年
に
リ
ニュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た

当
館
で
は
、
新
館
・
本
館
と
2
つ
の
建
物
を

中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
展
示
ス
タ
イ

ル
で
坂
本
龍
馬
と
幕
末
と
い
う
時
代
に
つい
て

ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

本
館
の
「
幕
末
広
場
」
で
は
、
8
つ
の
コ
ー

ナ
ー
を
通
し
て
幕
末
の
時
代
を
楽
し
く
学
ん

で
い
た
だ
く
事
が
で
き
ま
す
。

特
に
お
す
す
め
な
の
が
、
連
な
る
３
つ
の

コ
ー
ナ
ー
「
脱
藩
」・「
勝
海
舟
と
の
出
会
い
」・

「
薩
長
同
盟
」
で
す
。

白
と
黒
を
基
調
と
す
る「
脱
藩
」コ
ー
ナ
ー

で
は
、
当
時
の
繊
細
な
緊
張
感
を
感
じ
つつ
も
、

目
に
留
ま
る
紹
介
文
や
展
示
物
に
グ
ッ
と
惹

き
つ
け
ら
れ
ま
す
。

一転
し
て
、
明
る
い
白
を
基
調
と
し
た
「
勝

海
舟
と
の
出
会
い
」
コ
ー
ナ
ー
は
、
P
O
P
な

イ
ラ
ス
ト
や
文
字
に
加
え
て
、
軽
や
か
な
音

声
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
新
し
い
出
会
い
の
躍
動
感
が

演
出
さ
れ
た
空
間
で
す
。

イ
ラ
ス
ト
を
交
え
た
映
像
で
、
薩
長
同

盟
を
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
す
る
の
が
3
つ

目
の
コ
ー
ナ
ー
「
薩
長
同
盟
」。
独
創
的
な

タ
ッ
チ
の
イ
ラ
ス
ト
と
講
談
師
の
小
気
味
よ
い

語
り
口
調
で
展
開
さ
れ
る
、
映
像
は
新

旧
入
り
混
ざ
っ
た
と
て
も
面
白
い
構
成
に

な
って
い
ま
す
。

「
見
る
」・「
読
む
」
だ
け
で
は
な
く
、

自
ら
「
知
り
た
い
」
と
い
う
好
奇
心
か
ら

視
界
が
拡
が
る
こ
の
広
場
で
は
、
お
子
様

に
も
楽
し
み
な
が
ら
歴
史
の一
角
に
触
れ

て
い
た
だ
け
る
事
と
思
い
ま
す
。

是
非
、
ご
来
館
の
際
に
は
、
新
館
と

本
館
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
を
ご
堪
能
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
年
を
重
ね
て
再
び
来
館
さ
れ
、

以
前
の
記
憶
と
共
に
、
改
め
て
当
館
を

満
喫
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

野
村 

瑞
穂

令
和
三
年
秋
、「
開
館
三
十
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
（
書
陵
部

で
の
書
名
は『
木
戸
家
文
書
』、以
下
、『
裏
書
』）」

が
展
示
さ
れ
た
。
前
号
で
は
裏
書
の
展
覧
会
への

出
陳
頻
度
、
映
像
や
書
籍
への
掲
載
回
数
に
つい

て
触
れ
、
変
わ
ら
ぬ
関
心
の
高
さ
を
示
し
た
が
、

今
回
は
裏
書
の
筆
致
に
注
目
し
て
み
た
い
。

図
版
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
裏
書
は
末

尾
に
「
丙
寅
（
慶
応
二
年
）
二
月
五
日
」
の
日
付

が
あ
る
。
こ
の
裏
面
、
つ
ま
り
本
来
は
表
面
で
あ

る
龍
馬
に
宛
て
ら
れ
た
木
戸
孝
允
書
状
は
正
月

二
十
三
日
の
日
付
を
持
つ
が
、
こ
の
日
は
龍
馬
が

寺
田
屋
事
件
で
右
手
の
親
指
と
中
指
、
左
手
の

親
指
と
人
差
し
指
を
負
傷
し
た
日
で
あ
っ
た
。よっ

て
こ
の
裏
書
は
、
襲
撃
か
ら
十
数
日
後
に
書
か
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

裏
書
を
書
い
た
翌
日
、
慶
応
二
年
二
月
六
日
付

の
龍
馬
書
状
（
木
戸
孝
允
宛
）
に
は
「
唯
今
ハ
手

き
す
（
傷
）
養
生
中
」
と
あ
り
、
裏
書
執
筆
時

も
傷
は
ま
だ
完
治
に
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
筆
圧
が
強
い
上
に
線
質
に
乱
れ
は
な
く
、

堂
々
と
し
た
書
き
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
に
驚
く
ば

か
り
で
あ
る
。
朱
墨
を
用
い
、
く
ず
し
字
を

用
い
る
こ
と
も
な
く
、
丁
寧
な
字
形
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
も
ま
た
印
象
的
で
あ
る
。
字
形
面

で
は一行
目
「
表
に
」
の
「
に
」、
四
行
目
「
席
」、

七
行
目
「
決
し
て
」
の
「
し
」、
九
行
目
「
神
」

に
見
ら
れ
る
縦
に
長
い
線
が
特
徴
的
と
言
え
よ

う
。
こ
の
筆
圧
の
強
さ
と
丁
寧
な
筆
致
は
順

調
な
回
復
経
過
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
木

戸
への
敬
意
の
あ
ら
わ
れ
か
、
は
た
ま
た
負
っ
た

責
務
の
大
き
さ
に
よ
る
も
の
か
、
歴
史
を
左
右

し
た
書
を
前
に
考
え
る
と
、
興
味
が
尽
き
る

こ
と
は
な
い
。

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
　
二

龍
馬
の

　
　  
手
紙

15

No.15

キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
も
ら
い
た
い
場
所
♪

　
　「
幕
末
広
場
」

館
職
員
が
リ
レ
ー
で
書
き
継
い
で
き
ま
し
た「
私

の
お
す
す
め
」は
、館
内
外
の
ご
紹
介
が
ひ
と
通
り

終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、今
号
で
最
終
回
と
し
ま
す
。

長
ら
く
の
ご
愛
読
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 「幕末広場」内「勝海舟との出会い」コーナーの一画
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学芸員の視点 前田 由紀枝奥深い刀剣の世界

4
月
下
旬
と
い
う
の
に
、
札
幌
で

さ
え
残
雪
が
あ
っ
た
。
郊
外
の
山
は

ま
だ
雪
化
粧
を
忘
れ
て
い
な
い
。
高

知
で
は
季
節
は
春
か
ら
初
夏
に
向
か
っ

て
い
た
の
に
。

特
別
展
の
借
用
資
料
返
却
で
道
東

か
ら
道
央
を
回
り
、
関
係
者
へ
の
返

却
と
ご
挨
拶
を
終
え
た
ま
ま
、
室
蘭

市
へ
向
か
っ
た
。
行
先
は
、
日
本
製
鋼

所
Ｍ
＆
Ｅ
株
式
会
社
室
蘭
製
作
所
に

あ
る
瑞
泉
鍛
刀
所
で
あ
る
。

同
市
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
風
景
が

違
っ
て
き
た
。
北
の
海
特
有
の
蒼
さ

を
残
雪
が
際
立
た
せ
て
い
た
。
同
じ

太
平
洋
で
も
高
知
は
無
論
、
襟
裳
岬

以
東
の
海
と
も
違
って
見
え
た
。
西
に

学
芸
員
と
い
う
立
場
に
い
る

と
思
い
が
け
な
い
歴
史
の
展
開
や
、

通
常
で
は
出
会
え
な
い
場
面
に
立

ち
会
う
こ
と
が
あ
る
。
学
芸
員
冥

利
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

近
年
の
こ
と
で
は
龍
馬
佩
刀
や
、

焼
失
し
た
と
思
っ
て
い
た
龍
馬
書

簡
な
ど
の
出
現
が
浮
か
ぶ
。
具
体

的
な
遺
品
の
出
現
に
よ
っ
て
、
坂

本
龍
馬
と
い
う
存
在
が
よ
り
確
か

な
も
の
と
な
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
龍
馬
の
遺
族
が
渡
っ
て

行
っ
た
北
海
道
が
舞
台
で
あ
る
場

合
が
多
い
。

昨
年
、
龍
馬
佩
刀
の
押お

し
が
た型

と
い

う
愛
刀
家
龍
馬
の
片
鱗
を
見
る
資

料
が
北
海
道
で
発
見
さ
れ
、
近
ご

ろ
そ
れ
を
見
る
機
会
を
得
た
。

は
樽
前
山
が
ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
る
。

教
科
書
で
も
学
習
す
る
重
化
学
工
業
、

鉄
の
町
、
港
湾
都
市
の
様
相
で
あ
る
。

日
本
製
鋼
所
M
&
E
株
式
会
社
は

圧
倒
的
な
存
在
感
で
あ
っ
た
。
同
社

は
明
治
四
十（
1
9
0
7
）
年
、
国
策

に
よ
る
日
英
合
弁
の
民
間
兵
器
製
造

会
社
と
し
て
創
業
し
、
1
0
0
年
以

上
の
歴
史
を
持
つ
。
北
海
道
の
、
ひ
い

て
は
日
本
の
産
業
を
牽
引
し
て
き
た

製
鋼
所
で
あ
る
。

ま
た
廃
刀
令
以
後
、
衰
退
し
つ

つ
あ
っ
た
日
本
刀
の
鍛
刀
技
術
の
保

存
と
刀
匠
擁
護
の
た
め
、
大
正
七

（
1
9
1
8
）
年
に
瑞
泉
鍛
刀
所
を

開
設
し
た
。
そ
こ
に
招
聘
さ
れ
た
刀

匠
は
、
戦
前
屈
指
の
名
工
と
言
わ
れ

た
堀
井
俊
秀
で
あ
る
。

私
が
瑞
泉
鍛
刀
所
を
訪
ね
た
日
、

俊
秀
を
初
代
と
し
た
堀
井
一
門
4
代

目
の
堀
井
重
克（
刀
匠
名・
胤た

ね

匡た
だ

）
さ

ん
が
待
っ
て
く
れ
て
い
た
。
温
和
な

雰
囲
気
を
持
っ
た
方
で
あ
る
が
、
刀

鍛
冶
と
い
う
仕
事

に
長
年
携
わ
っ
て

き
た
人
な
ら
で
は

の
律
儀
と
誠
実

を
感
じ
る
。
今

は
5
代
目
を

佐
々
木
胤た

ね

成し
げ

さ
ん

が
継
が
れ
て
い
る

が
、
佐
々
木
さ
ん

も
ま
た
柔
和
な

物
腰
と
異
な
る
鋭

い
ま
な
ざ
し
が
印

象
的
で
あ
っ
た
。

堀
井
重
克
さ
ん
の
祖
父
俊
秀
に
よ
っ

て
と
ら
れ
た
龍
馬
佩
刀
の
押
型（
刀

の
刀
身
の
形
や
茎な

か
ごや

銘
を
写
し
取
り
、

刃
文
な
ど
を
書
き
込
ん
だ
記
録
）
が

鍛
刀
所
併
設
の
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ

お
り
、
私
は
堀
井
さ
ん
や
そ
れ
を
見

つ
け
た
方
た
ち
と
と
も
に『
俊
秀
押
型

集
』
を
拝
見
し
た
。

押
型
集
に
は
龍
馬
の
遺
族
で
あ
る

坂
本
家
に
伝
わ
る
長
刀
2
振
、
脇
差

1
振
、
短
刀
2
口
の
押
型
が
残
さ
れ

て
い
た
。
龍
馬
佩
刀
で
あ
る
こ
の
5

点
は
、大
正
二（
1
9
1
3
）年
暮
れ
に
、

当
時
坂
本
家
が
居
住
し
た
釧
路
の
西

幣ぬ
さ

舞ま
い

大
火
で
罹
災
し
、
主
に
は
研
ぎ

直
し
を
さ
れ
て
い
る
。

罹
災
後
の
記
録
と
し
て
は
昭
和
初

期
の
書
き
物
し
か
な
か
っ
た
が
、
大

正
十
三
年
、
研
ぐ
前
の
状
態
で
記

録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昨
夏
こ

の
情
報
に
驚
い
た
も
の
だ
が
、
目
の

当
た
り
に
す
る
と
新
し
い
発
見
も

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、

『
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
研
究
紀
要
第
4

号
』（
2
0
2
2
年
6
月
発
行
）に
拙
稿「
坂
本
龍

馬
佩
刀
押
型
の一考
察
―
―『
俊
秀
押
型
集
』
に
つ

い
て
」
と
し
て
収
録
し
た
。

刀
剣
の
世
界
は
深
い
。
材
で
あ
る
鋼
か
ら
鍛
刀
。

研
ぎ
、
拵
え
と
広
が
り
、
近
年
は
美
術
品
と
し
て

の
価
値
が
高
い
。「
地
金
が
出
る　

し
の
ぎ
を
削
る

切
羽
詰
ま
る
」
等
々
多
く
の
言
葉
も
刀
の
世
界
か

ら
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来
は
武
士
の
魂
と
も

い
わ
れ
る
武
器
で
あ
る
。
妖
刀
と
い
う
言
葉
も
あ

る
よ
う
に
、
刀
の
魅
力
に
憑
り
つ
か
れ
る
人
も
い
る
。

さ
ほ
ど
奥
の
深
い
世
界
だ
。

瑞
泉
鍛
刀
所
で
会
っ
た
二
人
の
刀
匠
。
堀
井
さ

ん
や
佐
々
木
さ
ん
の
粛
々
と
し
た
姿
は
、
私
の
脳
裏

に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
か
つ
て
訪
ね
た
福
岡
市
の
研

師
黒
田
守
寿
さ
ん（
故
人
）に
も
同
じ
気
迫
が
あ
っ

た
。
刀
剣
の
世
界
に
生
き
る
人
の
清
冽
な
空
気
を
、

私
は
胸
深
く
吸
っ
た
。

資料館で鍛刀過程を説明する堀井重克さん

鍛刀所内で刀を持つ佐々木胤成さん



7・龍馬記念館だより

ここは館長の部屋 吉村 大

松
浦
武
四
郎
記
念
館
を
訪
ね
て

本
年
４
月
24
日
に
松
浦
武
四
郎
記

念
館（
三
重
県
松
阪
市
）
が
リ
ニュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
記
念
式
典
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
参
画
し
て
き
ま
し
た
。

同
式
典
に
は
、
松
浦
家
ご一族
を
は

じ
め
、
田
村
前
厚
生
労
働
大
臣
や一見

三
重
県
知
事
も
招
か
れ
、
私
の
前
列

に
参
席
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
参
画
の

き
っ
か
け
は
、
昨
年
、
当
館
が
開
催
し

た
開
館
30
周
年
記
念
の
特
別
展『
龍

馬
と
北
の
大
地 

第
一
部「
蝦
夷
地
へ
の

ま
な
ざ
し
-龍
馬
と
幕
末
の
志
士
」』

に
お
い
て
、
松
浦
武
四
郎
記
念
館
よ

り
国
指
定
の
重
要
文
化
財
を
含
む
数

多
く
の
資
料
群
を
借
用
し
展
示
し
た

こ
と
に
遡
り
ま
す
。

先
の
特
別
展
は
、
開
館
30
周
年
ら

し
い
展
示
を
と
企
画
し
ま
し
た
時
に
、

龍
馬
の
新
し
い
国
づ
く
り
に
向
け
た
二

つ
の
大
き
な
構
想
に
着
目
し
ま
し
た
。

一つ
は
幕
府
や
朝
廷
の
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
新
国
家
の
構
想
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
蝦
夷
地
開
発
の
構
想
で
す
。
龍

馬
は
大
政
奉
還
を
成
し
遂
げ
新
政
府

綱
領
八
策
を
著
し
ま
し
た
が
、
も
う
一

つ
の
構
想
は
龍
馬
が
志
半
ば
で
斃
れ
た

こ
と
に
よ
り
幻
と
消
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
特
別
展
の
第
一
部
で
は
、

龍
馬
の
蝦
夷
地
行
き
の
計
画
と
、
そ

の
決
意
の
書
簡
に
込
め
ら
れ
た
龍
馬

自
身
の
言
葉
や
、
幕
末
の
志
士
の
蝦
夷

地
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
松
浦

武
四
郎
翁
の
足
跡
な
ど
に
注
目
し
紹

介
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し

て
特
別
展
を
通
し
て
、
龍
馬
の
蝦
夷

地
開
発
の
構
想
は
、
公
私
あ
わ
せ
て
６

度
の
蝦
夷
地
探
検
を
行
っ
た
幕
末
随
一

の
蝦
夷
地
通
で
あ
り
、「
北
海
道
」
の

名
付
け
親
と
し
て
も
著
名
な
松
浦
武

四
郎
翁
の
事
績
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る

こ
と
に
迫
り
ま
し
た
。
龍
馬
と
同
翁

の
交
流
の
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
両
者
と
交
流
の
あ
っ
た
土
佐
勤

王
党
の
メ
ン
バ
ー
北
添
佶
摩
を
通
じ
て
、

龍
馬
が
同
翁
を
強
く
意
識
し
そ
の
資

料
を
入
手
し
て
開
発
構
想
を
練
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
い
う
見
方
を
お
示

し
し
て
い
ま
す
。　
　

松
浦
武
四
郎
記
念
館
で
は
、
国
の

重
要
文
化
財
1
5
0
0
点
余
り
を

含
め
て
、
武
四
郎
翁
関
連
の
資
料
約

3
0
0
0
点
を
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
松
阪
市
に
は
本
居
宣
長
記

念
館
が
立
ち
、
同
館
の
収
蔵
資
料
は

「
古
事
記
伝
」
な
ど
国
の
重
要
文
化

財
を
含
め
て
約
1
6
0
0
0
点
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
同
館
に
も
武
四
郎
翁

ゆ
か
り
の
資
料
の
借
用
を
お
願
い
し
快

諾
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
ん
と
松
阪

市
は
重
文
指
定
資
料
ゆ
か
り
の
歴
史

上
の
人
物
を
２
人
も
輩
出
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
驚
き
で
す
。

特
別
展
第
一
部
の
記
念
講
演
会（
令

３
．11
．20
開
催
）
に
は
、
松
浦
武
四
郎

記
念
館
の
山
本
命
主
任
学
芸
員
を
お

招
き
し
、「
松
浦
武
四
郎
と
幕
末
の
志

士
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
演
を
い
た
だ
き

好
評
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
リ

ニュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
記
念
式
典
の
セ
レ

モ
ニ
ー
で
は
、
主
催
者
で
あ
る
竹
上
松

阪
市
長
か
ら
、
山
本
主
任
学
芸
員
が

本
年
４
月
に
松
浦
武
四
郎
記
念
館
の

館
長
に
就
任
さ
れ
た
と
の
紹
介
が
あ

り
ま
し
た
。
当
日
の
内
覧
会
で
は
新

館
長
よ
り
、
今
回
の
リ
ニュ
ー
ア
ル
に
合

わ
せ
て
常
設
展
示
の
資
料
群
を
更
新

し
た
こ
と
や
、
今
後
と
も
新
た
な
企 松浦武四郎記念館（三重県松阪市小野江町383）

写真提供／松浦武四郎記念館

本年、4月1日付けで高知県立坂本龍馬記念館の副館長に就任しました。
私は、幕末など日本史上の人物伝が好きなことや龍馬脱藩ルートの梼原

町が故郷であることから、当館で働けるようになったことを大変うれしく思って
います。まだまだ、経験と知識が不足していますが、来館された皆様が満
足され、また来たくなる館となるよう、経験豊富な職員とともに懸命に努めて
まいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

今秋からは桂浜周辺の各種ショップの改装プレオープンも予定され、益々
の賑わいが予想される桂浜。一人でも多くのお客様に、当館はもとより、桂
浜周辺、広くは高知県全域を満喫いただける一助となれるよう日々 努めてま
いります。今後とも、宜しくお願いいたします。

新職員紹介 画
も
公
開
し
て
い
く
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
武
四
郎
翁
の
書
斎「
一畳
敷
」
の
原
寸
の
模
型
が

き
め
細
か
な
エ
イ
ジ
ン
グ
加
工
に
よ
り
再
現
を
さ
れ

て
お
り
、
書
斎
に
上
が
る
こ
と
も
で
き
る
と
の
紹
介

が
あ
り
ま
し
た
。

ぜ
ひ
一
度
、
多
く
の
皆
様
方
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
、

龍
馬
と
海
援
隊
に
と
っ
て
の
先
生
で
も
あ
っ
た
松
浦

武
四
郎
翁
の
息
吹
を
深
く
体
感
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

廣瀬 成典

野村 瑞穂



飛　騰　№122・8

■「龍馬脱藩 維新へつながる土佐の道」展を振り返って
企画展「龍馬脱藩160年 維新へつながる土佐の道」展の関連企画として開催した今回の展示は、高知

県から愛媛県へ抜ける龍馬が通ったと思われる脱藩の道周辺の景観などを、「龍馬ゆかりの名所」と「今の
おすすめスポット」として合計14ヶ所を特大地図と写真パネルで紹介しました。
「龍馬ゆかりの名所」としては、高知市上町１丁目にある「坂本龍馬誕生地」をはじめ、才谷屋の守護神であ

る高知市神田の「和霊神社」、津野町にある「吉村虎太郎像」と「吉村虎太郎生家」、梼原町の「維新の門」、
そして、高知県梼原町と愛媛県西予市の県境にある

「韮ヶ峠」と「九十九曲峠」の7ヶ所となります。
「今のおすすめスポット」としては、梼原町にある隈

研吾氏設計の「梼原町総合庁舎」と「ゆすはら雲の
上の図書館」、また「神在居(かんざいこ)千枚田」を
紹介しています。そして津野町にある、広大な「四国
カルスト・天狗高原」、「星ふるヴィレッジTENGU」、
全国のセラピーロードの中で最も標高の高い「森林
セラピーロード」、また、森の中のアウトドアパーク「フォ
レストアドベンチャー・高知」の7ヶ所となります。

「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 122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

2022年6月20日現在

（1991年11月15日開館以来 30年218日）

◆入館者数 4,443,573人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来  506,813人

編集後記

夏の企画展「龍馬が七歳だったころ」展の隠れたテーマは「ふるさと」です。ふるさと
のありがたさは離れて初めて分かるもの。龍馬も、土佐というふるさとに物心両面から
支えられていたことを、脱藩後に痛感したのではないでしょうか。
龍馬の時代と違い、今ではふるさとの人と顔を見ながら通話できたり、ふるさとの食
べ物を遠方でも取り寄せたりできる時代。ふるさとに帰れないなら、そうしたツールを
利用してふるさとに親しむのも一興かもしれません。（か）

中村 昌代

また今回特別企画として、高校生による観光動画コンテスト、一般社団法人 NEXT TOURISM（ネクスト
ツーリズム）主催「観光甲子園2021“SDGｓ 修学旅行部門”」でグランプリを受賞した高知県立檮原高等学
校の動画を紹介しています。偶然、テレビで檮原高校の生徒さんがグランプリを受賞されたニュースを拝見し
たのがきっかけで、展示紹介に至りました。

この作品について、ご担当の山下聖先生は、「坂本龍馬が日本を変えたいと土佐を脱藩した強い思いを受け継
ぎ、その脱藩の道を中心に、現在注目されている“SDGs”のエッセンスを加えた作品で、“日本をせんたく”という龍
馬の有名なことばに注目し、現代の皆さんの考え方を『せんたく＝洗濯＝選択』したいと願い、その強い気持ちを

表現した」と言われました。
高校生という立場から、梼原における自分たちの回りの環境や状況を

しっかりと見つめ、探求していく姿勢や郷土を愛する熱い思いが、私には
「未来へ続く土佐の道」のように思えました。

会場には梼原町と津野町の名所観光のリーフレットも設置し、入館者の
方々が、リーフレットを片手に談笑を交えて地図と写真をご観覧くださる姿
もお見受けしました。

今回の展示が、龍馬脱藩の道
や龍馬ゆかりの名所、また、梼原
町や津野町などのおすすめスポッ
トを訪れるきっかけになれば幸い
です。


