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令
和
４
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の

環
境
変
化
が
３
年
目
に
入
る
中
に

あ
っ
て
も
、
数
年
ぶ
り
に
行
動
制

限
の
な
い
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

を
迎
え
る
な
ど
、
社
会
経
済
活
動

と
の
両
立
を
模
索
す
る
年
で
あ
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。
当
館
に
お
い

て
も
調
査
研
究
と
企
画
展
示
、
教

育
普
及
の
各
事
業
を
ほ
ぼ
計
画
ど

お
り
に
実
施
し
ま
し
た
。

４
つ
の
企
画
展
示
事
業
の
う
ち
、

特
別
展
「
龍
馬
の
師
―
勝
海
舟
生

誕
二
百
年
」
展
で
は
、
大
村
市
歴
史

資
料
館
や
松
阪
市
松
浦
武
四
郎
記

念
館
を
は
じ
め
多
く
の
関
係
機
関
の

ご
協
力
を
得
て
、
龍
馬
真
筆
の
手
紙

や
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
を
は
じ
め
、

貴
重
な
資
料
群
を
展
示
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。「
龍
馬・脱
藩
」「
龍
馬・

七
歳
」「
龍
馬・最
後
の
帰
郷
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
各
企
画
展
で
は
、
土
佐
の
幕

末
史
の
内
幕
や
真
相
に
迫
る
展
示
を

ご
紹
介
で
き
た
よ
う
に
思
って
い
ま
す
。

当
館
に
来
館
さ
れ
た
お
客
様
の
声

か
ら
、
県
外
か
ら
の
来
館
者
割
合
は

８
割
台
と
推
測
さ
れ
ま
す
の
で
、
令

和
４
年
度
に
は
当
館
の
教
育
普
及
事

業
と
し
て
、
県
内
の
児
童
生
徒
や
フ
ァ

ミ
リ
ー
層
の
皆
様
向
け
の
企
画
を
追

加
的
に
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
本
年
２
月
23
日（
木
）

～
26
日（
日
）
の
飛
び
石
連
休
を
利
用

し
た
「
龍
馬
記
念
館
で
歴
史
の
面
白

さ
を
学
ぼ
う
」
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
新
館

「
龍
馬
の
殿
堂
」

  

と
し
て
末
長
く

  

愛
さ
れ
る
記
念
館
へ

と
本
館
の
展
示
を
巡
る
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー

や
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
ほ
か
、
龍
馬
足

跡
の
紙
芝
居
ム
ー
ビ
ー
の
上
映
や
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
缶
バ
ッ
チ
づ
く
り
と
、
龍
馬

文
字
名
刺
づ
く
り
の
各
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
県

内
か
ら
も
数
多
く
の
ご
家
族
連
れ
や
、

グ
ル
ー
プ
の
ご
来
館
を
い
た
だ
き
、
４

日
間
の
来
館
者
数
の
合
計
は
前
年
比

４
倍
増
の
約
２
，
５
０
０
名
で
、
期
間

中
の
当
館
の
駐
車
場
は
県
内
ナ
ン
バ
ー

と
県
外
ナ
ン
バ
ー
の
車
が
５
割
ず
つ
を

占
め
て
い
ま
し
た
。

翌
３
月
の
４
日
に
は
桂
浜
公
園
の
リ

ニュ
ー
ア
ル
が
整
い
、
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ

ン
を
迎
え
ま
し
た
の
で
、
当
館
で
も
同

公
園
サ
イ
ド
と
連
携
し
、
４
日
・
５
日

に
か
け
て
「
桂
浜
海
の
テ
ラ
ス 

Ｏ
Ｐ
Ｅ

Ｎ
！
関
連
企
画
」
の
館
内
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
両
日
に
は
前

年
比
５
倍
増
の
約
２
，０
０
０
名
の
方
々

に
ご
来
館
を
い
た
だ
け
ま
し
た
の
で
、

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
の
賑
わ
い
づ
く
り
に

つ
な
げ
ら
れ
た
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

追
加
的
に
開
催
し
ま
し
た
２
月
と

３
月
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
大
人
か
ら
子

ど
も
ま
で
の
皆
様
が
、
新
館
と
、
本

館
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
る
光
景
が
見
受

け
ら
れ
、
た
い
へ
ん
印
象
的
で
あ
り
ま

し
た
。

本
年
度
は
、
朝
ド
ラ
「
ら
ん
ま
ん
」

の
放
送
効
果
も
生
か
し
な
が
ら
、
来

館
の
感
慨
に
浸
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
展
示
と
、
イ
ベ
ン
ト
を
続
け
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
第
22
回
Ｊ
Ｉ
Ａ
25
年
賞
」表
彰
状

こ
こ
は
館
長
の
部
屋
吉
村 

大

前
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
県
立

坂
本
龍
馬
記
念
館
の
本
館
は
「
第
22

回
J
I
A
2
5
年
賞
」（
J
I
A

公
益
財
団
法
人
日
本
建
築
家
協
会

主
宰
）
を
受
賞
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

6
月
初
め
、
建
築
家
会
館
（
東
京

都
渋
谷
区
）
で
の
表
彰
式
に
参
加
し
、

記
念
館
と
高
知
県（
旧
龍
馬
生
誕

1
5
0
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
）

に
対
す
る
表
彰
状
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
い
ず
れ
受
賞
レ
リ
ー
フ
が
本
館
に

は
め
込
ま
れ
、
顕
彰
の
証
を
長
く
伝

え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
25
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
、
建

築
の
存
在
価
値
を
発
揮
し
、
美
し
く

維
持
さ
れ
、
地
域
社
会
に
貢
献
し
て
き

た
建
築
」
に
対
す
る
同
賞
は
、
記
念
館

の
歴
史
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
次
代
への
道

標
と
な
り
ま
し
た
。
設
計
者
の
高
橋

晶
子
さ
ん
は
じ
め
関
係
の
皆
様
に
心
よ

り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

初
代
小
椋
克
己
館
長
は
本
館
の
屋

上
で
、
太
平
洋
の
大
海
原
を
「
こ
れ

が
記
念
館
最
後
の
“
展
示
物
”
で
す
」

と
指
さ
し
、
2
代
目
森
健
志
郎
館
長
は

「
こ
れ
は
“
龍
馬
が
見
た

海
”
で
す
」
と
両
手
を
広

げ
ま
し
た
。
記
念
館
活
動

は
本
館
を
舞
台
に
「
龍
馬

の
入
口
」
か
ら
、「
龍
馬
の

殿
堂
」
へ
と
進
化
し
続
け

て
き
ま
し
た
。
そ
の
礎
を

も
と
に
5
年
余
り
前
に
新

館
を
加
え
た
2
館
体
制
と

な
って
更
な
る
進
化
へ
と
向

かって
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

出
会
い
の
海
へ

さ
て
、『
飛
騰
49
号
』（
2
0
0
4

年
5
月
発
行
）
で
、
私
は
「
出
会
い
の

海
へ
」
と
題
し
て
、
同
年
4
月
の
記
念

館
着
任
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
坂
本
龍
馬
と
い
う
、
物
心
つい

た
頃
か
ら
身
近
に
い
る
人
で
あ
り
、
土

佐
人
の
代
表
と
も
い
え
る
人
物
に
関
わ

る
仕
事
へ
の
畏
敬
の
念
が
あ
り
ま
し
た
。

龍
馬
を
愛
し
て
や
ま
な
い
、
ま
た
長
く

研
究
さ
れ
る
方
々
は
じ
め
、
ど
れ
だ
け

多
く
の
出
会
い
が
待
って
い
る
の
だ
ろ
う

と
い
う
不
安
と
期
待
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
記
念
館
の
南
に
広
が
る
太
平
洋

の
よ
う
に
茫
漠
と
し
た
思
い
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
19
年
3
ヶ
月
。
実
に
多

く
の
方
た
ち
と
出
会
い
、
多
く
の
事
柄

を
刻
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。20
年
近

い
歳
月
の
中
で
た
く
さ
ん
の
学
び
を
得

た
私
は
、
6
月
末
を
持
って
記
念
館
を

退
職
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
人

生
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
き
、
出

会
い
の
海
は
つ
な
が
って
い
き
ま
す
。
人

生
の
大
き
な
指
標
と
な
っ
た
坂
本
龍
馬

と
と
も
に
こ
れ
か
ら
も
進
み
ま
す
。

心
よ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�
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「
海
の
県
道
」
と
浦
戸
大
橋

種
崎
を
描
い
た
絵
画
や
古
地
図
に
は
、

現
在
の
県
立
千
松
公
園
に
あ
た
る
松
林

や
貴
船
神
社
な
ど
が
描
き
込
ま
れ
、
そ

れ
ら
は
昔
か
ら
地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
的

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
付
近
に
は
、
約
50
年
前
に
浦
戸
大
橋

が
架
橋
さ
れ
、
景
色
と
と
も
に
、
対
岸

同
士
の
往
来
の
利
便
性
も
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。

そ
の
大
橋
の
下
、「
海
の
県
道
・
県
営

渡
船
」
が
運
航
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
歩

き
遍
路
や
自
転
車
の
方
な
ど
が
よ
く
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
船
に
揺
ら
れ
る
時

間
は
わ
ず
か
で
す
が
、
ち
ょっ
と
し
た
旅

気
分
を
味
わ
え
ま
す
。
想
像
力
を
フ

ル
稼
働
さ
せ
る
と
、
紀
貫
之
の
気
持
ち

を
ち
ょっ
と
味
わ
え
る
（
か
も
し
れ
な
い
）

「
浦
戸
湾
マ
イ
ク
ロ
・
ク
ル
ー
ズ
」
で
す
。

（
県
営
渡
船
は
、
乗
船
料
無
料
、
予
約

不
要
で
す
が
、
便
数
が
少
な
い
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。）

衣
ケ
島

浦
戸
湾
内
の
ツ
ヅ
キ
島
、
ナ
ガ
ツ
ツ
ヅ

キ
島
、玉
島
の
３
島
か
ら
な
る
衣
ケ
島
は
、

ま
こ
と
に
美
し
い
景
色
で
す
。

車
の
往
来
が
激
し
い
県
道
か
ら
小
道

に
入
り
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
と
、
や

居
を
用
い
た
碑
が
立
って
い
ま
す
。
津
波

の
恐
ろ
し
さ
を
今
に
伝
え
る
、
歴
史
の

証
人
で
す
。

孕は
ら
みの
ジ
ャ
ン

寺
田
寅
彦
が
「
怪
異
考
」
と
い
う
エッ

セ
イ
で
紹
介
し
た
「
孕
の
ジ
ャ
ン
」。
ジ
ャ

ン
は
、
い
わ
ゆ
る
「
じ
ゃ
ー
ん
」
と
い
う

擬
音
語
で
あ
り
、
浦
戸
湾
の
孕
付
近
の

海
か
ら
突
然
轟
音
が
鳴
り
響
く
怪
現

象
を
さ
し
ま
す
。
寅
彦
は
、
こ
の
現
象

を
地
殻
変
動
で
生
じ
る
地
鳴
り
と
考
え

て
い
ま
す
。
孕
の
地
形
は
「
何
人
も
疑

う
余
地
の
な
い
ほ
ど
明め

い
り
ょ
う瞭
な
地ち
か
く殻
の
割

れ
目
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
西
に
走
る

連
山
が
南
北
に
走
る
断
層
線
で
中
断
さ

れ
た
も
の
」（
「
怪
異
考
」よ
り
）で
あ
り
、

宝
永
、
安
政
地
震
の
こ
ろ
に
は
、
小
規
模

の
地
殻
変
動
が
頻
繁
に
起
こ
り
、
多
く

の
人
が
体

感
す
る
こ

と
と
な
っ
た

が
、
昭
和

の
初
め
に
は

そ
う
し
た

活
動
も
な

く
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
、

と
推
測
し

て
い
ま
す
。

が
て
赤
い
小
さ
い
橋
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
こ
を
渡
る
と
ツ
ヅ
キ
島
で
す
。
仁

井
田
神
社
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は
、
鎮
若
宮
八
幡
宮
と
い
う
お
宮
が

あ
り
ま
す
。
説
明
版
に
よ
る
と
、
源
頼

朝
の
弟
、
源
希
義
を
お
祀
り
し
て
い
る

そ
う
で
す
が
、
元
あ
っ
た
別
の
場
所
か

ら
遷
宮
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
怨
霊
鎮
め

の
た
め
に
、
何
か
を
鎮
め
た
…
、
だ
か

ら
、「
鎮
若
宮
」･･･

。
昨
年
は
、
鎌
倉

幕
府
の
ド
ラ
マ
が
話
題
に
な
り
ま
し
た

が
、
高
知
に
も
鎌
倉
殿
ゆ
か
り
の
神
社

が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

高
知
市
の
自
然
保
護
地
に
な
っ
て
お

り
、
県
道
か
ら
少
し
入
っ
た
だ
け
な
の
に
、

驚
く
ほ
ど
豊
か
な
自
然
が
残
って
い
ま
す
。

河
村 

章
代

孕
遠
景

 

第
１
部「
桂
浜
シ
ン
発
見
︱
浦
戸
湾
歴
史
探
訪
」 

番
外
編「
浦
戸
湾
拾
遺
物
語
」

特
別
展「
花
と
歴
史
の
爛
漫
土
佐
」

浦
戸
湾
と
桂
浜
の
歴
史
や
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
め
ぐ
る
特
別
展
「
花
と
歴
史
の
爛
漫

土
佐
」
第
1
部
「
桂
浜
シ
ン
発
見
―
浦
戸

湾
歴
史
探
訪
」
は
７
月
２
日
で
会
期
を
終

え
ま
し
た
。『
土
佐
日
記
』や「
サ
ン
・
フ
ェ

リ
ペ
号
事
件
」
な
ど
教
科
書
に
も
載
る
よ

う
な
大
き
な
出
来
事
か
ら
、
浦
戸
湾
各

地
の
珠
玉
の
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
様
々

な
資
料
で
紹
介
を
し
ま
し
た
。
展
示
資

料
は
、
す
べ
て
県
内
の
博
物
館
を
は
じ
め
、

図
書
館
や
学
校
、
個
人
の
方
が
お
持
ち

の
貴
重
な
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
な
か

な
か
普
段
目
に
す
る
機
会
の
少
な
い
も

の
ば
か
り
。「
こ
ん
な
資
料
が
県
内
に

あ
っ
た
ん
で
す
か
」
と
驚
か
れ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

展
示
の
準
備
を
す
る
な
か
で
、
気
に

な
る
場
所
、
紹
介
し
た
い
逸
話
は
た
く

さ
ん
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ス
ペ
ー
ス
の

関
係
で
や
む
を
え
ず
割
愛
し
た
い
く
つ

か
に
つ
い
て
、
こ
の
「
飛
騰
」
の
紙
面
で

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

浦
戸
の
津
波
記
念
碑

安
政
の
大
地
震
が
土
佐
を
襲
っ
た
の

は
安
政
元
年
の
こ
と
。
そ
の
時
の
様
子
は
、

様
々
な
史
料
に
記
録
が
残
さ
れ
、
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
浦
戸
に
も
、
よ
く
知

ら
れ
る
「
津
波
記
念
碑
」
が
あ
り
ま
す
。

浦
戸
大
橋
の
橋
脚
近
く
の
稲
荷
神
社
は
、

長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
古
い
神
社
で
す

が
、
こ
こ
に
安
政
地
震
で
倒
壊
し
た
鳥



る
田
中
光
顕
氏
（
高
岡
郡
佐
川
町
出

身
）
も
協
力
し
、
皇
室
か
ら
御
下
賜

金
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
尽
力
し
て
く

れ
た
の
で
す
。

銅
像
を
制
作
し
た
の
は
、
す
で
に
多

く
の
偉
人
た
ち
の
銅
像
を
つ
く
って
い
た

本
山
白
雲
氏
（
宿
毛
市
出
身
）。
白
雲

は
高
村
光
雲
氏
（
詩
人
・
高
村
光
太
郎

の
父
）
の
弟
子
で
、
光
雲
が
上
野
公
園

の
西
郷
隆
盛
像
を
制
作
す
る
と
き
に
は

助
手
と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。そ

う
し
て
、
昭
和
３
年
５
月
27
日
の

海
軍
記
念
日
に
除
幕
式
が
挙
行
さ
れ

ま
し
た
。
除
幕
式
に
は
齢
九
十
の
光

顕
も
登
壇
し
、
挨
拶
を
行
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
以
来
約
１
世
紀
に
わ
た
り
、

桂
浜
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
立
ち
続
け
て

き
ま
し
た
。

特
別
展
第
２
部
で
は
、
坂
本
龍
馬

像
建
立
に
ま
つ
わ
る
逸
話
や
除
幕
式
の

あ
っ
た
昭
和
３
年
前
後
の
日
本
の
様
子

も
紹
介
し
ま
す
。

特
別
展
を
見
て
か
ら
龍
馬
像
を
見

る
か
、
龍
馬
像
を
見
て
か
ら
特
別
展
を

見
る
か
？

ぜ
ひ
、
特
別
展
も
龍
馬
像
も
両
方

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

�

河
村 

章
代

高
知
と
い
え
ば
坂
本
龍
馬
。
そ
し
て
、

坂
本
龍
馬
と
い
え
ば
、
高
知
県
を
代
表

す
る
観
光
地
・
桂
浜
の
「
坂
本
龍
馬
像
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
龍
馬
像
を
撮

影
す
る
方
、
そ
の
前
で
記
念
撮
影
を
さ

れ
る
方
、
龍
馬
さ
ん
と
心
の
中
で
向
き

合
う
方
…
い
つ
も
多
く
の
方
で
賑
わ
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
「
坂
本
龍
馬
像
」
は
多
く
の
方
の

寄
付
や
厚
意
で
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。

大
正
時
代
の
終
わ
り
、
当
時
早
稲
田

大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
入
交
好
保
氏（
南

国
市
出
身
）
を
は
じ
め
と
す
る
４
人
の

若
者
が
、「
坂
本
龍
馬
像
」
を
つ
く
る
こ

と
を
決
意
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
学
生

た
ち
だ
け
で
は
、
な
か
な
か
資
金
が
集

ま
ら
な
か
っ
た
た
め
、「
土
佐
の
交
通
王
」

と
い
わ
れ
た
野
村
茂
久
馬
氏
（
安
芸
郡

奈
半
利
町
出
身
）
に
建
設
会
の
会
長
に

就
任
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
だ
ん
だ

ん
と
寄
付
も
集
ま
り
始
め
た
そ
う
で
す
。

同
氏
も
、
学
生
た
ち
が
移
動
す
る
と
き

に
自
分
の
会
社
で
あ
る
野
村
自
動
車
に

乗
る
と
き
の
便
宜
を
は
か
り
、
フ
リ
ー

パ
ス
を
渡
す
な
ど
の
協
力
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
か
つ
て
陸
援
隊
副
隊
長
で
あ

り
、
宮
内
大
臣
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ

７
月
15
日

（土）
～
10
月
１
日

（日）
本山白雲「坂本龍馬像」（桂浜）本山白雲「坂本龍馬像原型」（個人蔵）

3・龍馬記念館だより

第
２
部
は
、坂
本
龍
馬
像
建
立
の
逸
話
を
紹
介

「
月
と
龍
馬
の
桂
浜 

︱ 

坂
本
龍
馬
像
物
語
」



飛　騰　№126・4

好
評
の
連
続
講
演
会

　
　
　
　
　
今
年
度
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
発
表
！

4毎年ご好評をいただいている連続講演会は令和4年度も無事に5回の講演会を終えることができま
した。令和2，3年度はともに新型コロナ感染症の流行にともない、それぞれ開催できない回がそれ
ぞれ1回ありましたが、令和4年度は5回すべて開催することができました。

令和4年度は「武士の時代を考える-その制度・精神・象徴-」と題し、「武士」をテーマに開催しまし
た。武士とは何か？という大きなテーマから、将軍と大名の関係、藩士の生活、武士と帯刀、障壁
画を中心に武家の空間 ･･･とバラエティに富んだ内容の講演会を行うことができました。「武士」と
は何か、「武士」を象

かたど

るものは何か。「武士」のありようについて、江戸後期を中心に、身分制や精神性、
象徴性など様々な観点から迫ってみるという試みでした。

どの先生も、詳しいレジュメや図版等のスライドをご準備くださり、わかりやすいとご好評をいた
だきました。

さて、今年の連続講演会のテーマは（今まで、ありそうでなかった）「幕末の京都」です。京都は
７９４年からずっと、都があった地ですが、どの時代も中心地であったわけではないものの、激動
の幕末期、京都は再び表舞台となります。龍馬をはじめ、幕府や雄藩はもとより、様々な人々が集
い、活躍したのも京都でした。

開国を巡る勅許の問題、不穏になっていく社会情勢に対応するための治安組織、江戸には存在し
ない公家という存在、各藩の藩邸の動き･･･幕末の京都を様々な視点から考えてみたいと思います。

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（山口大学教育学部大学院担当教授） 武士の身分－萩藩の場合

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－御用絵師について

講師・肩書　＊敬称略 講演テーマ

１ ７月８日（土） 笹部昌利（京都産業大学教授） 幕末の京都の社会情勢

２ ８月19日（土） 木村武仁（霊山歴史館学芸課長） 幕末京都の治安（新選組）

３ 10月28日（土） 上村香乃（当館学芸員） 幕府高官「京都所司代」再考

４ 12月９日（土） 重岡伸泰（岩倉具視幽棲旧宅主任学芸員） 岩倉具視と幕末の公家社会

５ 令和6年2月24日（土） 笹川尚紀（京都大学文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター助教） 出土遺物からみる土佐藩白川邸

４月１日付で高知県立坂本龍馬記念館の学芸員となりました
上村と申します。

私の歴史学への道は、小学生の頃にとある児童文学で出会っ
た坂本龍馬から始まりました。なけなしのお小遣いを握りしめ、
本屋で龍馬の伝記を手にした日の記憶は今でも鮮明に残ってお
り、このような私の原点でもある人物の顕彰を掲げる当館で働
けることを大変嬉しく思っております。

学芸員としてまだまだ未熟者ではございますが、龍馬は勿論、
土佐の歴史も深く学び、地域社会に貢献できるよう努めてまい
りますので、宜しくお願いいたします。

この度、坂本龍馬記念館で勤務す
る事になりました谷本弥生と申しま
す。人と人とのつながりを大事にさ
れていた龍馬さん。私も龍馬さんの
ように来館されるお客様との繋がり
を大切に。高知に、記念館に来て良
かったと思って頂けるよう頑張りた
いと思います。よろしくお願いいた
します。

4月より龍馬記念館に勤務しております。
歴史好きの私にとって願ってもない職

場で、改めて坂本龍馬の人柄や偉業を知
る機会を得、日々勉強の毎日です。

国内外からの大勢のお客様を明るく笑
顔でお迎えできたらと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

新職員紹介

上村 香乃 谷本 弥生 米澤まどか

定 員

お申し込み方法

関連図書の販売

録 画 配 信

【お知らせ】

【令和４年度】〈武士の時代を考えるーその制度・精神・象徴ー〉

【令和５年度】〈さまざまな立場からみる幕末の京都〉

　コロナ対策で定員を５０人に減らしていたのを、７０人に増やします。

　お申し込みは、「開催月の前月１日の午前９時から」です。
　お電話のほか、FAX、メール、ホームページのお申し込みフォームでお申し込みください。

　講師の著書や講演内容をより深く知るための参考図書の販売を行う場合があります。
　本館ミュージアムショップのほか、会場で販売することもあります。
　＊会場では現金のみのお取り扱いとなりますので、ご注意ください。

　講師の承諾をいただけた場合のみ、録画した講演内容をオンライン配信します（Youtube）。
　配信後、約２週間の限定公開となります。

河村 章代



5・龍馬記念館だより

旅に食事はつきものですが、旅先で、何
い つ

時、どこで食
事をとるか、交通手段は？など、皆様、一度は悩まれる
のではないでしょうか。市内中心部であれば、悩まずに
済むことも、郊外となればお店の数も限られますし切実
です。当館に来られるお客様からもお食事処に関するご
質問は少なからずお受けします。地元で聞けば、美味し
いお店を聞けるかも！と尋ねられるお客様もいらっしゃ
います。幸い、当館近隣には、いくつかお食事処がござ
います。お車はもちろんのこと、徒歩や自転車でも行っ
ていただけます。

右記にてご紹介いたします。なお、お店の情報は随時
更新されますので、お越しの際は、ぜひ、お店のHPを検索、
または、お電話にてお問合せください。

こ
の
書
状
は
、
一
年
の
記
録
や
龍
馬
の
考
え
等
が

数
多
く
記
さ
れ
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
中
で
も
、

寺
田
屋
襲
撃
の
背
景
に
言
及
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

非
常
に
意
義
深
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
実
行
者
は
伏
見
奉
行
の
捕
吏
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
未
だ
謎
が
多
く
残
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
背
景
に
つ

い
て
、
幕
府
の
機
構
と
職
制
の
観
点
か
ら
一
考
を
試

み
た
い
。

注
目
す
る
の
は
、
捕
縛
命
令
は「
大
坂
よ
り
申
来

り
し
と
の
事
」、「
幕
府
大
目
付
某
か
伏
見
奉
行
へ
申

来
」て
い
た
点
で
あ
る
。こ
れ
は一体
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ま
ず
、
大
坂
町
奉
行
と
伏
見
奉
行
に
つい
て
、
前

者
は
摂
河
泉
播
の
四
か
国
を
、
後
者
は
伏
見
町
及

び
町
付
き
直
轄
領
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
く
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
効
力
は
管
轄

内
で
の
み
発
揮
さ
れ
、
独
断
で
他
領
域
に
及
ぶ
こ
と

は
な
か
っ
た
。

次
に
、
大
目
付
が
伝
達
し
た
点
に
つい
て
確
認
す

る
。
大
目
付
は
幕
府
の
評
議
機
関
で
あ
る
評
定
所

の
構
成
員
で
あ
っ
た
が
、
評
議
は
寺
社
奉
行・
勘
定

奉
行・
江
戸
の
町
奉
行
の
評
定
所
一座
が
中
心
と
な
っ

て
い
た
。
立
ち
合
い
こ
そ
し
た
も
の
の
、
老
中
諮

問
に
答
え
る
の
は
あ
く
ま
で
も
三
奉
行
で
あ
り
、

幕
末
期
に
お
い
て
大
目
付
の
主
要
な
役
割
は
布

達
で
あ
っ
た
。

以
上
の
事
実
に
加
え
、
幕
府
の
密
偵
に
目
を
つ

け
ら
れ
大
坂
町
奉
行
に
報
告
さ
れ
る
な
ど
幕
府

が
既
に
龍
馬
の
動
向
を
追
っ
て
い
た
こ
と
も
踏
ま

え
る
と
、
捕
縛
命
令
は
江
戸
で
何
ら
か
の
評
議

を
経
、
龍
馬
の
居
所
と
推
測
さ
れ
る
地
域
を
管

轄
し
て
い
る
遠
国
奉
行
に
大
目
付
の
内
の一
人
が

伝
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
当
時
の
大
坂
町
奉
行
の
内
、
東
の
井

上
備
後
守
は
勝
手
方
勘
定
奉
行
を
兼
任
し
て
い

た
事
実
も
見
過
ご
せ
な
い
。
基
本
的
に
評
定
所
一

座
は
勝
手
方
で
な
く
公
事
方
を
指
す
が
、
襲
撃

の
同
月
十
五
日
に
は
井
上
が
同
じ
く
勝
手
方
勘

定
奉
行
小
栗
下
総
守
、
大
坂
西
町
奉
行
松
平
大

隅
守
と
共
に
御
座
所
に
召
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
御
用
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
で
の
評
議
に
関
わ
る
勘
定

奉
行
を
兼
任
し
て
い
た
大
坂
町
奉
行
が
本
件
に

関
わ
って
い
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

 

上
村　

香
乃

此
者
か
あ
り
てハ
徳
川
氏
の
御

為
に
な
ら
ぬ
と
申
て
せ
ひ
殺
よ

ふ
と
の
事
の
よ
し

�

（
慶
応
二
年
十
二
月
四
日
付�

坂
本
権
平
・一
同
宛
）

龍
馬
の

　
　  
手
紙
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Q. 桂浜周辺でお食事処はありますか？

A. はい、近隣にいくつかございます。

お食事処のご案内

当館や高知観光などについて日常寄せられるさまざま
な質問と、その答えを職員がリレーでご紹介します。Q&A No.4

【桂浜公園内のお食事処】当館からの交通手段：お車、自転車、徒歩

◆うみさち 桂浜本店（魚貝専門のお店）
　営 10：00～17：30（オーダーストップ 17:00）

◆マンテンノホシ桂浜店（焙じ茶専門店。カレーなどもあるお店）
　営 9：00～17：00

◆桂浜美食館 神（鰹のたたき・あかうしなどのお食事やラーメンのお店）
　営 10：00～18：00

◆Sea breeze Café Bellmare（サンドウィッチなど軽食のお店）
　営 8：30～17：30

◆テンカフェ広場（高知の食材を使用した軽食のお店）
　営 平日10：00～17：30、土日祝9：00～17：30
　　（どの曜日もオーダーストップ17：00）

 上戸　有里
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出
来
心
で
居
合
を
始
め
て
４
年
に

な
る
。
自
分
で
も
驚
い
て
い
る
。
何

よ
り
刀
が
怖
い
。
近
年
盛
り
上
が
っ

て
い
る
刀
剣
ブ
ー
ム
の
理
由
を
考
え

て
い
て
、
突
然
「
刀
を
実
際
に
使
っ

て
み
れ
ば
分
か
る
の
で
は
」
と
思
い

立
っ
た
。
以
来
、
稽
古
に
は
足
繫
く

通
っ
て
い
る
。
刀
と
共
に
歩
む
後
半

生
が
待
っ
て
い
る
な
ど
予
想
も
し
な

か
っ
た
。

筆
者
が
教
え
を
乞
う
て
い
る
の
は
無
双

直
伝
英
信
流
と
い
い
、
江
戸
時
代
の
土
佐

で
栄
え
、
多
く
の
遣
い
手
を
生
ん
だ
。
民

権
家
の
片
岡
健
吉
や
細
川
義
昌
、
龍
馬

の
義
兄
の
髙
松
順
蔵
が
こ
の
流
派
を
修
め

て
い
る
。
細
川
義
昌
が
県
外
に
技
を
伝

え
、
現
在
で
は
夢
想
神
伝
流
と
い
う
流

派
が
新
た
に
生
ま
れ
て
い
る
。
英
信
流

と
神
伝
流
は
現
代
居
合
に
お
け
る
二
大

流
派
だ
が
、
い
ず
れ
も
ル
ー
ツ
が
高
知
に

あ
る
こ
と
を
高
知
県
民
の
大
半
は
知
ら

な
い
。
ち
な
み
に
高
知
県
の
居
合
人
口
は

1
0
0
人
ほ
ど
、
筆
者
の
所
属
す
る
全

日
本
剣
道
連
盟
居
合
道
部
会
の
有
段
者

は
全
国
に
9
万
6
千
人
、
剣
道
の
有
段

者
1
9
9
万
7
千
人（
令
和
5
年
3
月

末
現
在
、
全
日
本
剣
道
連
盟
H
P
よ
り
）

に
比
べ
れ
ば
格
段
に
少
な
い
。

筆
者
の
唐
突
な
思
い
つ
き
は
当
た
っ
た

よ
う
で
、
習
い
始
め
て
す
ぐ
に
思
い
が
け

な
い
手
応
え
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
単
な

る
知
識
で
あ
っ
た
も
の
が
、
刀（
ま
だ
模
造

刀
）
を
握
る
こ
と
で
血
流
の
よ
う
に
体
中

を
巡
り
始
め
た
よ
う
な
感
覚
で
あ
る
。
例

え
ば
諸
説
あ
る
龍
馬
暗
殺
、
現
場
の
状

況
な
ど
情
報
と
し
て
得
た
上
で
刀
を
手
に

す
る
と
、「
刀
を
持
つ
者
」
の
視
点
や
思
考

が
得
ら
れ
る
。
龍
馬
を
襲
っ
た
人
物
は
命

じ
ら
れ
る
の
み
で
、
相
手
が
ど
こ
の
何
者

か
は
知
ら
な
い
し
知
る
必
要
も
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
命
令
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め

に
、
相
手
の
剣
の
腕
前
や
刀
以
外
の
武
器

を
持
っ
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
反
撃
を
受

け
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
事
前
に
知
っ
て

お
く
こ
と
の
方
が
よ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。

暗
殺
の
前
年
、
龍
馬
は
寺
田
屋
で
奉

行
所
の
捕
吏
に
襲
わ
れ
、
ピ
ス
ト
ル
を
撃
っ

て
辛
く
も
逃
げ
延
び
た
。
こ
の一
件
で
龍

馬
が
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
殺

者
も
知
り
得
た
と
し
て
、
最
も
警
戒
す
べ

き
は
い
き
な
り
ピ
ス
ト
ル
で
撃
た
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
っ
先
に
ピ
ス
ト
ル
を

持
つ
者（
こ
の
場
合
は
龍
馬
本
人
）
を
特

定
、
斬
っ
て
発
砲
で
き
な
い
よ
う
に
し
て

お
く
。
同
席
者
が
い
た
場
合
、
相
手
の
人

数
や
剣
の
腕
前
に
も
よ
る
が
、
ピ
ス
ト
ル

が
龍
馬
の
1
挺
だ
け
な
ら
討
ち
手
の
多
さ

で
カ
バ
ー
で
き
る
。
龍
馬
の
懐
に
あ
っ
た
ピ

ス
ト
ル
は
、
寺
田
屋
で
の
成
功
体
験
に
よ
っ

て
龍
馬
を
過
信
、
油
断
さ
せ
、
暗
殺
者

の
刀
を
真
っ
先
に
、
集
中
的
に
龍
馬
に
向

け
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
暗

殺
の
背
景
に
は
政
治
的
な
理
由
も
あ
ろ
う

が
、
龍
馬
の
死
因
の
第
一は「
ピ
ス
ト
ル
を

持
っ
て
い
た
こ
と
」
に
尽
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
って
い
る（
以
上
は
暗
殺
者
が
筆
者

な
ら
ば
、
と
い
う
あ
く
ま
で
私
見
）。
も

し
刀
で
戦
っ
て
い
れ
ば
難
を
逃
れ
た
確
証

は
全
く
な
い
が
、
少
な
く
と
も
狭
い
室
内

で
は
銃
よ
り
刀
の
方
が
は
る
か
に
有
利
で

あ
る
。
若
き
日
に
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
剣
術

修
行
に
励
ん
だ
龍
馬
に
し
て
は
残
念
な
最

期
だ
。

居
合
を
習
い
始
め
て
気
づ
い
た
こ
と
は

他
に
も
あ
る
。
日
本
人
が
刀
を
敬
い
大

切
に
す
る
理
由
に
は「
武
士
道
」
が
深
く

関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
も

そ
の
ひ
と
つ
。
武
士
は
嘘
を
言
わ
ず
、
潔

く
、
勇
敢
で
、
主
君
の
命
や
名
誉
を
守

る
た
め
に
我
が
身
を
惜
し
ま

な
い
。
こ
れ
ら
は
理
想
で
あ

り
必
ず
し
も
実
像
で
は
な
い

が
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
武

士
や
武
士
道
に
対
し
て
抱
く

美
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
多
分
に

反
映
さ
れ
て
い
る
。
武
士
は

文
字
通
り
刀
に
命
を
預
け
、

そ
の
刀
で
主
君
を
守
り
、
ま

た
自
ら
の
腹
を
切
る
。
現
代

の
人
々
が
刀
に
特
別
な
思
い

を
寄
せ
る
の
は
、
武
士
が
命

が
け
で
武
士
道
を
行
使
す

る
た
め
の
重
要
な
道
具
が
刀

で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
が
、

筆
者
の
思
う
仮
説
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
他
に
も
刀
そ
の
も

の
が
持
つ
歴
史
や
美
し
さ
な

ど
、
刀
に
は
人
を
惹
き
つ
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
が
あ
ろ

う
。
実
に
奥
深
い
。

冒
頭
で「
刀
が
怖
い
」と
書

学芸員の視点
亀尾 美香

日本人にとって“刀”とは

筆者がお世話になっている誠
せい

之
し

館
かん

の稽古風景。近年の入門者は女性の方が多い。

い
た
。
よ
く
切
れ
る
長
い
刃
物
、
し
か
も

文
献
が
専
門
で
さ
ほ
ど
触
り
慣
れ
て
い
な

い
。
稽
古
に
足
繁
く
通
え
て
い
る
の
は「
怖

い
」
よ
り「
知
り
た
い
」
が
勝
っ
て
い
る
た

め
だ
。
し
か
し
、
最
近
で
は
展
示
し
て

あ
る
刀
を
み
て「
ち
ょっ
と
差
し
て
み
た
い
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
自
分
に

自
分
で
も
驚
く
。
勿
論
、
学
芸
員
が
大

切
な
資
料
で
あ
る
刀
を
展
示
や
手
入
れ

以
外
の
目
的
で
手
に
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
。居
合
は
真
剣
を
持
って
か
ら
が
本
番
、

そ
の
日
に
向
け
て
精
進
の
毎
日
で
あ
る
。



7・龍馬記念館だより

本館出口に位置するミュージアムショップでは、龍馬に関する様々なグッズを始め、年間を通して

開催される講演会や企画展関連の商品等を揃えて皆様をお待ちしております。

数ある商品の中から今回は、春のやさしい日差しから一転、そろそろ梅雨や蒸し暑さがやって来る

季節になってまいりました。そんな暑さの中でも、快適に過ごせる個性豊かなお役立ち商品2点を

ご紹介させていただきます。

ミュージアムショップ便り

龍馬Tシャツ
（日本地図・バックデザイン・チャコールグレー）／

（いろは丸・フロントデザイン・バーガンディー、ブラック）
サイズはM、L、XL

価格は 2,500円（税込）

坂本龍馬グラス・ジョン万次郎グラス・勝海舟グラス
価格は 各2,000円（税込）

渡辺 曜子

「坂本龍馬記念館オリジナル Tシャツ」

2006年の発売以来、色と柄を変えながら販売されて
いる、龍馬記念館オリジナルTシャツ。
色は、チャコールグレー、バーガンディー、ブラックの3色。
柄は、海をテーマにした「いろは丸」（フロントデザイン）と、
龍馬が夢見た世界をテーマに創られた「日本地図」（バッ
クデザイン）の2柄。サイズはM、L、XLのみ。左袖に
は、記念館のロゴマークの刺繍入り。長く愛用できるよう、
丈夫なTシャツ生地を使用しております。
汗をかいてしまうこれからの季節、綿100％でお肌に

も優しい素材は、着替えとしても活躍します。実際ショッ
プで購入し着替えていかれる方もいらっしゃいます。
私も長年愛用しており、これを着て接客しております。

ここでしか買えない限定品です。
人気のある商品なので、ご希望の色やサイズがない
場合もございますが、ぜひお気に入りの一枚を見つけて
みて下さい！

「海・万・龍グラス」

こちらのグラスは、龍馬の良く知られた肖像と直筆（写し）を彫刻しており、職人が1つずつ丁寧な技を駆
使して手掛けた下町切子です。下町切子とはサンドブラストという手法で高圧の空気で砂を吹き付け彫刻加
工をした逸品で下絵次第で細やかな線や点も表現できるもので、その名の通りに、親しみやすい低価格と凹
凸のある独特の彫刻が特徴です。
坂本龍馬、ジョン万次郎、勝海舟が刻まれた出来栄えは、模様を見るだけで制作過程に手の掛かる様子

がうかがえ、ガラス製品の繊細な素材の持ち味を生かした納得の商品です。
手に取ってみると分かる重厚さに、美味しいお酒が進んでしまうかもしれません。もちろん氷をいっぱいにし

たグラスに、冷たい麦茶を注いで、乾いた喉を潤すにも最適です。
大人から子供まで様 な々用途でご利用いただけ、プレゼントとして渡せるように桐箱入りの包装済み商品で

す。偉人達の刻まれたグラスで頂くと、一味違った味がするかもしれませんね。



市 町 村 名 博士ゆかりの場所、見どころなど 植 物
仁 淀 川 町 仁淀川（仁淀ブルー）、黒滝山、鳥形山 ヤマトグサ、クロタキカズラ、トリガタハンショウヅル
越 知 町 横倉山、越知町立横倉山自然の森博物館 ジョウロウホトトギス、ヨコグラノキ
佐 川 町 牧野公園、金峰神社 バイカオウレン、桜、山野草
馬 路 村 千本山（日本三大美林）、森林鉄道 魚梁瀬杉
大 月 町 柏島 ソナレノギク、月光桜
土佐清水市 足摺岬 ヤッコソウ
三 原 村 星ヶ丘公園、今ノ山 トサムラサキ、ヒメノボタン
高 知 市 県立牧野植物園 四季折々3000種以上の草花
安 芸 市 伊尾木洞 ホウシヒダ、ホウライシダ
室 戸 市 室戸岬 アコウ、ノジギク、ハマアザミ

飛　騰　№126・8

■「牧野博士ゆかりの地」
本館「海のみえる・ぎゃらりい」では４月28日からの特別展「花と歴史の爛漫土佐第１部「桂浜シン発見―浦戸湾歴史探

訪」開幕にあわせ、「牧野博士ゆかりの地」をご紹介しています。牧野博士の俳句とともに高知県の大きな地図で、10市町
村のゆかりの地をご紹介しています。

それぞれの土地と牧野博士のエピソードや植物をパネルで紹介しています。牧野博士が活躍した時代は高速道路もな
く、鉄道や道路事情も今ほど伸展はしていなかったはずですが、遠い地にも植物研究のために赴かれていたことに頭が下
がります。

いつもは、龍馬や史跡めぐりなどのパネルを展示することが多い「海のみえる・ぎゃらりい」ですが、今回は少し趣きが変わり
ましたね、という職員の声も聞こえます。

この機会に、牧野博士の足跡をたどりながら、高知県の豊かな自然を味わっていただければうれしいです。

【ご紹介している牧野博士ゆかりの地と植物】

（本展示には、県観光政策課と県立牧野植物園のご協力、ご指導をいただきました。）

「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 126号（年４回発行） 表紙題字：書家 沢田 明子氏

発行日　2023（令和5）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

2023年6月20日現在

（1991年11月15日開館以来 31年218日）

◆入館者数 4,553,820人

■リニューアルオープン（2018年4月21日）以来  617,060人

編集後記
長らく私たちを苦しめてきた新型コロナウイルスも、5月8日に5類感染症へと移行しまし
た。当館の入館者もひところに比べればだいぶ増えてきています。今年はよさこい祭りも通常
開催、牧野富太郎博士をモデルとしたドラマ「らんまん」とも相まって、久しぶりに賑やかな
夏となりそうです。
7月15 日から始まる「花と歴史の爛漫土佐」第2部は、桂浜に立つ龍馬像についての展示
です。昭和3（1928）年に建てられた龍馬像は、昭和63（1988）年、還暦の時に作家の司馬遼
太郎さんからお祝いのメッセージをもらいました。あと4年で白寿（99歳）、5年で百寿（100
歳）となりますが、さて次はどんなお祝いをしてもらえるのでしょうか。（か）

河村 章代


