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1・龍馬記念館だより

こ
こ
は

  

館
長
の
部
屋

記
念
館
休
館
の
日
程
変
更
に
つ
い
て

さ
て
、当
館
を
取
り
巻
く
状
況
に
少

し
変
化
が
起
き
て
き
た
こ
と
を
、ご
報

告
申
し
上
げ
る
。こ
れ
ま
で
当
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
は
じ
め
様
々
な
機
会

を
捉
え
て
、新
館
建
設
に
伴
う
来
年
一

月
か
ら
１
年
間
の
休
館
を
お
知
ら
せ
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、先
般
、工
事

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
変
更
と
な
り
、休

館
は
来
年
四
月
か
ら
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、
現
在
空
白
と
な
っ

て
い
る
来
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間

の
「
企
画
展
示
」
の
立
案
・
準
備
作
業

を
は
じ
め
、
同
じ
時
期
に
予
定
し
て
い

る
本
館
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
県
外
で

の
巡
回
展
と
の
調
整
な
ど
、
早
急
に
検

討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
々
の

課
題
が
浮
上
し
て
き
た
。

就
任
直
後
の
抱
負
と
し
て
、
前
号

で
「
記
念
館
と
い
う
小
さ
く
は
あ
る
が

数
多
の
方
々
の
大
き
な
夢
と
希
望
を
乗

せ
て
大
海
を
行
く
船
が
、
決
し
て
迷
走

す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
乗
り
組
む
仲

間
た
ち
と
と
も
に
、
…
…
愚
直
に
前
へ

進
ん
で
い
く
こ
と
を
旨
と
し
て
い
き
た

い
」
と
記
し
た
が
、
早
く
も
、
そ
の
実

践
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
こ
そ
“
疾し
っ
ぷ
う
け
い
そ
う

風
勁
草
”
の
と
き

こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
前
に
し
て
、

今
号
の
四
文
字
熟
語
は
、「
疾
風
勁
草
」

と
し
た
。

「
疾
風
」は
強
い
風
で
あ
り
、「
勁
草
」

は
強
い
風
に
も
折
れ
る
こ
と
な
く
耐
え

て
い
く
強
靭
さ
を
備
え
た
草
と
い
う
こ

と
で
、
困
難
や
試
練
に
遭
っ
て
は
じ
め

て
そ
の
人
の
強
さ
が
分
か
る
と
い
う
意

味
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
我
々
ス
タ
ッ
フ
一
同
が
勁

草
で
あ
る
か
ど
う
か
が
試
さ
れ
る
第
一

幕
の
幕
開
け
で
あ
る
。

開
館
25
年
目
を
迎
え
て
、
こ
れ
ま
で

の
入
館
者
数
は
、
３
８
０
万
人
を
超
え

て
お
り
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
後

間
も
無
く
、
節
目
と
な
る
４
０
０
万
人

目
の
お
客
様
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
そ

う
で
あ
る
。

再
来
年
の
リ
ニュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
、
そ

し
て
、「
幕
末
維
新
博
」の
第
二
ス
テ
ー
ジ

に
向
け
、
気
を
引
き
締
め
て
前
へ
と
進
ん

で
い
き
た
い
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
副
館
長
と
し
て
４
月
１
日

付
け
で
就
任
し
ま
し
た
。就
任
後
約
二
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し

た
が
、初
め
て
の
文
化
分
野
の
仕
事
に
戸
惑
い
を
感
じ
、自
分

の
よ
う
な
素
養
の
な
い
者
で
勤
ま
る
の
か
日
々
自
問
し
て
お

り
ま
す
。皆
様
の
心
温
か
い
ご
指
導
と
お
知
恵
を
賜
り
ま
す

よ
う
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

記
念
館
は
県
立
施
設
で
す
の
で
、い
わ
ゆ
る
設
置
管
理
条
例
に

よって
管
理
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。条
例
の
第
一条
に
は

「
坂
本
龍
馬
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
し
、
及
び

展
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
坂
本
龍
馬
の
業
績
を
顕
彰
す
る
・・
」

と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

約
一年
間
の
休
館
の
後
、平
成
30
年
春
に
は
新
た
な
記
念
館
が

オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。条
例
の
基
本
目
的
の
実

現
を
目
指
し
て
更
に
前
進
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

皆
様
の
な
お一層
の
ご
支
援
、ご
指

導
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日
時
計
と
と
も
に
25
年

〜
高
知
南
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
〜

6
月
10
日
・
時
の
記
念
日
。
毎
年
こ
の
日
は
、
記
念
館
南

に
あ
る
日
時
計
を
囲
ん
で
、
高
知
南
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の

皆
さ
ん
が
た
く
さ
ん
の
園
児
た
ち
と
「
時
の
記
念
日
」
行
事

を
行
っ
て
い
る
。
同
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
発
足
30
年
記
念
に

設
置
さ
れ
た
日
時
計
は
、
記
念
館
と
と
も
に
時
を
映
し
て
き

た
。「
日
時
計
例
会
」
は
25
回
目
で
、記
念
館
も
25
歳
で
あ
る
。

さ
て
、来
年
の
こ
の
行
事
。今
年
秋
ご
ろ
か
ら
1
年
間
の
休
館

に
よ
っ
て
、“
八
策
の
広

場
”が
閉
鎖
さ
れ
る
と
ど

う
な
る
の
か
。心
配
す
る

声
も
あ
る
。し
か
し
、そ

こ
は
ロ
ー
タ
リ
ー
の
行

事
担
当
者
。「
日
時
計
の

よ
う
に
休
ま
ず
、工
夫

し
て
来
年
も
開
催
し
ま

す
よ
」。笑
顔
が
頼
も
し

か
っ
た
。�

前
田
　
由
紀
枝

記
念
館
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
２
カ
月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。こ
の
間
、不

慣
れ
で
あ
る
と
は
い
え
、多
く
の
関
係
者
の
方
々
や
当
館
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
、少
な

か
ら
ず
ご
迷
惑
を
か
け
、ま
た
、色
々
と
お
手
を
煩
わ
せ
る
中
で
、新
米
館
長
を
温

か
く
見
守
っ
て
来
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

副
館
長 

新
任
あ
い
さ
つ

岡林 孝太朗
副館長

髙松　清之

日時計の前で田内 芳仁会長の話を聞く
園児たち
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日
付
『
高
知

新
聞
』
に
よ

る
と
、
こ
の

石
碑
は
熱
心

な
龍
馬
フ
ァ

ン
で
あ
っ
た

末
延
元
吉
の

呼
び
か
け
に

よ
り
大
正
4

年
に
建
立
さ

れ
た
と
あ
る
。

元
吉
は
石
工
（
山
か
ら
石
を
切
り
出

し
加
工
を
す
る
職
人
）で
、全
国
各
地

に
石
碑
を
寄
進
し
て
い
る
。

大
正
2
年
春
、
龍
馬
へ
の
熱
い
思

い
を
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
た
元
吉
は

高
知
を
訪
れ
た
。
と
こ
ろ
が
高
知
に

は
龍
馬
を
拝
め
る
記
念
碑
の

よ
う
な
も
の
が
ど
こ
に
も
見

当
た
ら
な
い
。

元
吉
は
市
役
所
を
訪
ね
、高

知
に
坂
本
家
の
本
家
「
才
谷

屋
」末
裔
の
坂
本
源
三
郎
が
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。そ
し
て
源

三
郎
に
石
碑
の
建
立
を
相
談
、

そ
の
熱
意
に
心
を
動
か
さ
れ

桂
浜
公
園
の
中
央
、と

さ
い
ぬ
パ
ー
ク
を
左
手

に
見
た
階
段
を
上
が
る

と“
テ
ラ
ス
台
地
”
と
呼

ば
れ
る
開
け
た
場
所
に

出
る
。右
手
の
急
な
石

階
段
を
上
れ
ば
坂
本
龍

馬
記
念
館
へ
続
く
遊
歩

道
、左
手
の
ゆ
る
や
か
な

坂
道
を
上
る
と
龍
馬
像

が
見
え
て
く
る
。坂
道
手

前
の
左
側
に
は
小
さ
な
松
林
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
ひ
っ
そ
り
と「
坂
本
龍
馬

先
生
彰
勲
碑
」と
書
か
れ
た
石
碑
が

建
っ
て
い
る
。

石
碑
と
言
う
と
自
分
の
背
丈
く
ら

い
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
が
、
高
さ

3
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
上

部
は
、
龍
や
波
の
よ
う
に
も
見
え
る

彫
刻
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
前
面
に
は

土
方
久
元
の
龍
馬
を
弔
う
七
言
絶
句

と
板
垣
退
助
に
よ
る
撰
文
、
裏
面
は

建
立
に
関
わ
っ
た
人
々
の
名
が
丁
寧

に
刻
ま
れ
て
い
た
。
側
面
に
は
削
り

出
し
た
ま
ま
の
よ
う
な
荒
さ
が
残
る
。

大
正
5
年（
１
９
１
６
）
11
月
17

た
源
三
郎
が
北
海
道
に
移

り
住
ん
で
い
た
郷
士
坂
本

家
へ
も
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、

坂
本
家
か
ら
は
感
謝
の
意

を
伝
え
る
と
共
に
、一
切

を
元
吉
に
任
せ
た
い
と
い

う
返
答
が
あ
っ
た
。資
金
面

で
は
土
佐
の
侠
客
・
鬼
頭

良
之
助（
本
名
・
森
田
良

吉
）の
協
力
を
得
る
こ
と
が

で
き
、大
正
4
年
に
坂
本

龍
馬
彰
勲
碑
は
完
成
し
た
。

碑
を
見
る
と
、そ
ん
な
元

吉
の
熱
い
思
い
と
行
動
力
が

表
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
た
。

�

尾
﨑
由
紀
・
宮
﨑
圭
子

記
念
館
や
龍
馬
像
の
あ
る
桂
浜
公
園
の
周
辺
に
は
様
々
な
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
館
の
職
員
が
実
際

に
足
を
運
び
、石
碑
建
立
の
い
き
さ
つ
や
間
近
で
見
て
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。ス
タ
ー
ト
第

1
回
は
、坂
本
龍
馬
の
顕
彰
碑
で
す
。AR
動
画
と
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
趣
　
旨
】

現
在
龍
馬
は
、
日
本
史
の
中
で
英

雄
の
一
人
と
し
て
、
多
く
の
人
に
認

識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
料
が

少
な
く
、
後
世
に
作
ら
れ
た
話
も
多

い
た
め
実
像
は
掴
み
づ
ら
い
。
ま
た
、

龍
馬
は
明
治
以
降
、
多
く
の
人
に
理

想
を
重
ね
合
わ
さ
れ
て
き
た
。
自
由

民
権
期
に
は
自
由
の
先
駆
者
と
し
て
、

日
露
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で
は

海
軍
の
守
り
神
と
し
て
、
現
代
で
は

平
和
主
義
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き

た
。
ど
れ
も
間
違
っ
た
龍
馬
の
姿
で

は
な
い
が
、
誇
張
さ
れ
た
面
も
否
め

ず
、
本
当
の
龍
馬
が
分
か
り
づ
ら
く

な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
展
で
は
、
龍
馬
と
面
識

の
あ
る
同
時
代
の
人
た
ち
の
龍
馬
評

を
パ
ネ
ル
で
紹
介
す
る
。
先
生
で
あ

る
勝
海
舟
や
親
友
の
三
吉
慎
蔵
、
妻

の
お
龍
ら
は
龍
馬
を
ど
の
よ
う
な
人

と
見
て
い
た
の
か
。
同
時
代
の
人
の

言
葉
な
ら
正
確
な
龍
馬
の
実
像
が
分

か
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

人
々
に
関
連
す
る
資
料
を
所
蔵
品
の

中
か
ら
展
示
し
、
龍
馬
評
を
残
し
た

人
物
に
つ
い
て
の
理
解
も
深
め
て
も

ら
い
た
い
。�

三
浦
　
夏
樹

【
龍 
馬 

評
】

「
龍
馬
は
ソ
レ

は
ソ
レ
は
妙
な

男
で
し
て
、ま

る
で
人
さ
ん

と
は一風
違
って
居
た
の
で
す
。」�（
お
龍
）

「
坂
本
龍
馬
、

彼
れ
は
、
お

れ
を
殺
し
に

来
た
奴
だ
が
、

な
か
な
か
人
物
さ
。そ
の
時
お
れ
は

笑
っ
て
受
け
た
が
、沈お
ち
つ着

い
て
、な
ん

と
な
く
冒お
か

し
が
た
い
威
権
が
あ
っ
て

よ
い
男
だ
っ
た
よ
。」�

（
勝
海
舟
）

「
大
兄（
龍
馬

の
こ
と
）は

心
の
公
明

と
御
量
の

寛
大
と
に
御
任
せ
成
さ
れ
候
て
、
兎と

角か
く

御
用
捨
こ
れ
無
き
方
に
御
座
候
得

共
…
」�

（
木
戸
孝
允
）

新
企
画
展
ス
タ
ー
ト

「
龍
馬
の
評
価
」展

　
　
―
坂
本
龍
馬
の
実
像
は
？
―

平
成
28
年
７
月
２
日（
土
）～
11
月
４
日（
金
）

新
シ
リ
ー
ズ
「
桂
浜･

浦
戸
　
碑
め
ぐ
り
」
❶
　

大
正
龍
馬
フ
ァ
ン
の
熱
い
思
い

『
坂
本
龍
馬
彰し

ょ

う

勲く

ん

碑
』　



3・龍馬記念館だより

「土佐の龍馬」を迎える「肥後の龍馬」
「『
龍
馬
が
肥
後
に
や
っ
て
来
た
』、

ど
や
、
面
白
い
だ
ろ
」。
一
年
ほ
ど

前
だ
ろ
う
か
、
坂
本
龍
馬
記
念
館
長

（
当
時
）
の
森
健
志
郎
さ
ん
か
ら
突

然
、
こ
ん
な
電
話
を
も
ら
っ
た
。
話
は
、

２
０
１
７
年
、
坂
本
龍
馬
記
念
館
が
新

館
建
設
な
ど
の
た
め
休
館
す
る
期
間
、

熊
本
で
巡
回
展
が
で
き
な
い
か
、
と
い

う
相
談
だ
っ
た
。
森
さ
ん
か
ら
の
提
案

だ
。
一
も
二
も
な
か
っ
た
。

何
よ
り
、
熊
本
は
龍
馬
が
足
を
運
ん

で
話
を
聞
き
、
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ

る
横
井
小
楠
の
地
で
あ
る
。

幕
末
維
新
・
肥
後
の
人
材

肥
後
・
細
川
藩
は
西
南
の
大
藩
だ
っ

た
が
、「
薩
長
土
肥
」
が
主
導
し
た
明

治
維
新
に
乗
り
遅
れ
た
上
、
１
８
７
７

（
明
治
10
）
年
に
は
官
軍
と
薩
軍
の
戦

場
と
な
り
、
熊
本
城
も
灰
じ
ん
に
帰
し

た
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
熊
本
は
明

治
維
新
に
は
や
や
屈
折
し
た
感
情
が

生
ま
れ
る
土
地
柄
だ
が
、
時
代
の
時

間
速
度
に
ま
っ
た
く
鈍
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
吉
田
松
陰
の“
兄
貴
分
的
”

な
存
在
だ
っ
た
宮
部
鼎
蔵
（
池
田
屋
事

件
で
自
刃
、
１
８
２
０
～
６
４
）
な
ど

も
い
た
。

中
で
も
、
そ
の
識
見
に
お
い
て

際
立
っ
て
い
た
の
が
横
井
小
楠

（
１
８
０
９
～
６
９
）
で
あ
る
。
藩
校

時
習
館
時
代
か
ら
一
等
抜
き
ん
出
た

存
在
だ
っ
た
が
、
酒
の
上
で
の
失
敗
も

多
く
（
そ
れ
が
個
人
的
に
は
愛
す
べ
き

こ
と
と
思
う
の
だ
が
…
）、
熊
本
で
重

用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

し
か
し
越
前
・
福
井
藩
の
松
平
春
嶽

の
政
治
改
革
に
協
力
す
る
中
で
、
時
代

を
見
通
す
目
の
確
か
さ
が
知
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
、
維
新
後
も
明
治
政
府
の

参
与
と
な
っ
た
が
、
京
都
で
暗
殺
さ
れ

た
。
龍
馬
が
凶
刃
に
倒
れ
て
か
ら
二
年

後
の
こ
と
で
あ
る
。

横
井
小
楠
と
龍
馬

小
楠
は
身
分
制
度
に
と
ら
わ
れ
な

い
実
際
に
役
立
つ
学
問
、「
実
学
」を
唱

え
た
。当
時
の
熊
本
藩
は
、
保
守
佐
幕

の
学
校
党
、
尊
皇
攘
夷
の
勤
王
党
が

あ
り
、実
学
党
は
藩

内
政
治
的
に
は
そ
の

中
間
的
な
位
置
で
は

あ
っ
た
が
、「
富
民
」の

実
現
を
目
指
す
こ
と

を
そ
の
目
標
と
し
た
。

小
楠
は
１
８
６
０

（
万
延
元
）年
、開
国

通
商
、
殖
産
興
業
、

富
国
強
兵
の
必
要
性

を
説
く「
国
是
三
論
」

を
著
し
、幕
府
に「
国

是
七
条
」、
越
前
福

井
藩
に
「
国
是
一
二

条
」
を
建
議
、
時
代

の
先
頭
を
走
っ
た
。

「
外
国
と
対
等
に
な

る
た
め
に
は
、
積
極

的
に
開
国
し
殖
産
興

業
や
貿
易
で
国
力
を
つ
け
る
べ
き
だ
」。

現
代
風
に
言
え
ば
、「
通
商
国
家
」
と

で
も
呼
べ
る
国
家
プ
ラ
ン
で
、龍
馬
に
す

れ
ば
小
楠
の
話
は
、思
わ
ず
膝
を
打
つ

よ
う
な
納
得
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

熊
本
城
の
近
く
に
高
橋
公
園
が
あ

り
、
そ
こ
に
小
楠
を
中
心
に
、
坂
本

龍
馬
、
勝
海
舟
ら
を
配
し
た
維
新
群

像
が
あ
る
。「
土
佐
か
ら
来
た
ぜ
よ
！

『
坂
本
龍
馬
』
展
」
の
会
場
に
な
る
熊

本
県
立
美
術
館
も
目
と
鼻
の
先
だ
。

「
土
佐
か
ら
来
た
」
龍
馬
と
、
像
に

な
っ
た
「
肥
後
の
龍
馬
」
が
ど
ん
な
言

葉
を
か
わ
す
の
か
、
聞
い
て
み
た
い
も

の
で
あ
る
。

地
震
か
ら“
再
生
”へ

前
進
す
る
熊
本 

　

そ
れ
に
し
て
も
巡
回
展
を
楽
し
げ

に
語
っ
て
い
た
森
さ
ん
の
不
在
は
何

と
も
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。

森
さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
１
９
９
０

年
代
の
中
ご
ろ
、東
京
だ
っ
た
。私
は

熊
本
日
日
新
聞
、
森
さ
ん
は
高
知
新

聞
。
東
京
に
は
各
新
聞
社
の
支
社
が
あ

り
、
お
互
い
そ
の
編
集
部
門
の
責
任
者

だ
っ
た
。
と
も
に
社
会
部
の
出
身
で
理

屈
よ
り
ま
ず
体
が
動
く
タ
イ
プ
。何
よ

り
、人
が
好
き
だ
っ
た
。
酒
は
飲
ま
な

か
っ
た
が
、
酒
を
飲
む
私
ら
と
同
じ

ペ
ー
ス
で
メ
ー
ト
ル
を
上
げ
て
い
っ

た
。
あ
あ
い
う
芸
当
は
な
か
な
か
で
き

な
い
も
の
だ
。
怒
る
時
は
、
文
字
通
り

目
が
三
角
に
な
っ
た
。
と
に
か
く
一
生

懸
命
の
人
だ
っ
た
。

こ
の
原
稿
を
書
き
な
が
ら
、突
然
、

森
さ
ん
か
ら
ま
た
電
話
が
く
る
よ
う

な
気
が
し
て
き
た
。も
し
電
話
が
あ
れ

ば
、今
年
４
月
の
熊
本
地
震
で
横
井
小

楠
の
自
宅「
四し

時じ

軒け
ん

」が
壊
れ
、自
慢
の

熊
本
城
も
深
手
を
負
っ
た
こ
と
を
伝

え
ね
ば
な
る
ま
い
。震
度
７
の
地
震

の
震
源
地
の
上
が
ま
さ
に「
四
時
軒
」

だ
っ
た
。そ
れ
で
も
２
０
１
７
年
春
の

巡
回
展
を
予
定
し
ま
し
た
よ
、森
さ
ん
。

小
楠
も
龍
馬
も
応
援
し
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
。
小
楠
や
龍
馬
が
前
を
向
い
た

よ
う
に
、
私
た
ち
も
再
生
へ
次
の「
一

歩
」を
踏
み
出
し
ま
す
。

熊本城近くの高橋公園にある「維新群像」。左から坂本龍馬、勝海舟、横井小楠。
後方には熊本地震で崩落した熊本城の石垣が見える。

熊本日日新聞社論説主幹
高 峰　武

2017年県外巡回展

「土佐から来たぜよ！『坂
本龍馬』展」

担当者リレーエッセー❷

熊本・熊本県立美術館

巡回展は、各地新聞社・放送局も主催します。
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平
成
28
年
４
月
29
日
か

ら
３
日
間
、大
阪
城
天
守

閣
前
本
丸
広
場
に
お
い
て
、

大
河
ド
ラ
マ「
真
田
丸
」の

舞
台
～
大
阪
城
フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ェス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
６
～

が
開
催
さ
れ
た
。

な
ぎ
な
た
演
武
や
火

縄
銃
演
武
、「
真
田
出
陣

太
鼓
」演
武
等
に
加
え
、「
鍛
刀
実
演
」

が
刀
匠
の
河
内
國
平
氏
と
５
人
の
弟

子
達
に
よ
り
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

夕
方
５
時
か
ら
６
時
過
ぎ
ま
で
は
、

國
平
氏
に
よ
る
日
本
刀
の
制
作
工
程

の
説
明
が
行
わ
れ
た
。

刀
の
原
料
で
あ
る
玉た
ま
は
が
ね鋼

を
始
め
、

制
作
過
程
の
物
を
ひ
と
つ
ず
つ
提

示
し
な
が
ら
、
作
業
で
一
番
難
し
い

と
こ
ろ
や
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
な
ど
を
、
時
に
は
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、
周
り
に
い
る

３
０
０
人
あ
ま
り
の
観
衆
に
分
か
り

易
く
説
明
し
た
。

日
も
沈
み
少
し
薄
暗
く
な
り
か
け

た
頃
、
い
よ
い
よ
お
待
ち
か
ね
の
鍛

刀
が
始
ま
っ
た
。
天
守
閣
前
に
は
仮

設
の
ふ
い
ご
を
は
じ
め
簡
易
の
鍛
刀

場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
お
も
む
ろ

に
片
膝
を
つ
い
た
國
平
氏
が
座
り
、

ふ
い
ご
に
風
を
送
り
は
じ
め
た
。

同
質
の
鉄
で
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て

お
い
た
台
の
上
に
、
柔
ら
か
い
鋼
と

硬
い
鋼
を
の
せ
る
。
そ
れ
を
赤
く
な
っ

た
炭
の
中
に
入
れ
、
取
り
出
す
と
右

手
に
持
っ
た
鉄
槌
で
た
た
い
て
少
し

ず
つ
の
ば
し
、
再
び
紫
色
に
燃
え
る

炭
の
中
に
差
し
込
む
と
ふ
い
ご
の
風

を
更
に
強
め
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、鉄
槌
を
数
回
た
た

く
と
、弟
子
が
大
き
な
鎚
を
持
っ
て
待

ち
構
え
る
。國
平
氏
の
「
行
く
ぞ
」と
い

う
力
強
い
合
図
で
、二
人
の
弟
子
が
交

互
に
大
き
な
鉄
槌
を
力
の
限
り
振
り

下
ろ
す
。そ
の
た
び
に
静
寂
の
中
大
き

な
音
と
と
も
に
、閃
光
が
走
り
火
花
が

辺
り
一
面
に
飛
び
散
っ
た
。

そ
の
瞬
間
、す
ぐ
近
く
で
鍛
刀
の
実

演
を
見
て
い
た
多
く
の
人
か
ら
、
驚
き

の
声
と
共
に
大
き
な
歓
声
が
上
が
っ
た
。 大阪城天守閣前  本丸広場での鍛刀風景

奈良県東吉野村 教育委員会
教育長

峠　隆 司
東吉野村
エッセイ
⑥

東 吉 野 村 の 刀 匠
　 　『 河 内  國 平 』

 

「
浦
戸
」
こ
の
地
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
は
重
い
。

そ
の
黎
明
は
住
民
漁
撈
の
港
で
あ
ろ
う
。
古
代
は
土
佐
の
庸
調
集
積

基
地
、
運
調
船
出
港
地
と
し
て
本
格
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。９
３
４（
承

平
4
）
年
、
国
司
の
任
終
え
た
紀
貫
之
、
国
府
を
出
て
「
今
宵
浦
戸
に

泊
る
」
と
『
土
佐
日
記
』
に
こ
の
地
を
伝
え
、
宇
賀
神
社
は
、
糠
塚
、

手
結
山
の
火
の
逸
話
と
と
も
に
宇
賀
長
者
伝
説
を
伝
え
続
け
る
。

中
世
は
漁
港
、

商
業
港
と
し
て�

発
展
、１
２
２
３�

（
貞
応
二
）
年
北�

条
義
時
の
命
で
、

浦
戸
の
篠
原
孫

左
衛
門
は
、
薩

摩
の
坊
津
、
摂

津
の
兵
庫
の
代

表
ら
と
『
廻
船

大
法
』
作
成
と

言
う
。
南
北
朝

期
、『
佐
伯
文

書
』は
北
朝
方

の
津
野
・
三
宮

ら
は
、
南
朝
方

水
軍
の
拠
点
浦

戸
を
攻
撃
と

重
要
港
で
の
戦
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
土
佐
沖
は
勘
合
貿
易
の
航

路
、
暴
風
時
な
ど
に
は
浦
戸
に

難
を
避
け
た
船
も
多
か
ろ
う
。

戦
国
の
世
、�

浦
戸
は
脚
光

を
浴
び
る
。本

山
梅
慶
は
海

と
平
野
を
求

め
本
山
か
ら

朝
倉
に
出
、春

野
、浦
戸
ま
で

占
拠
す
る
が

支
配
は
20
年

と
短
期
で
あ
っ

た
。
本
山
氏

を
駆
逐
し
た

長
宗
我
部
氏

は
、１
５
９
１

（
天
正
19
）
年

頃
浦
戸
に
城

を
移
し
、
種

崎
・
御
畳
瀬
と
と
も
に
土
佐
水

軍
の
拠
点
と
し
た
。小
田
原
や
朝

鮮
へ
の
出
兵
も
こ
こ
か
ら
で
あ

り
、『
長
宗
我
部
地
検
帳
』は
か
な

～
プ
ロ
ロ
ー
グ
～

河
内 

國
平
（
か
わ
ち
・
く
に
ひ
ら
）

昭
和
16
年
大
阪
市
生
ま
れ
。関
西
大
学
法
学
部
卒
業
。末
永
雅
雄
、宮
入
昭
平
、隅
谷
正
峯

に
師
事
。奈
良
県
東
吉
野
村
に
鍛
刀
場
を
開
い
た
。平
成
18
年
に
鋳
鉄
七
支
刀
を
制
作
。平

成
22
年
「
現
在
の
名
工
」に
選
ば
れ
る
。平
成
26
年
新
作
名
刀
展
で
、刀
部
門
で
は
18
年
ぶ

り
に
刀
剣
界
最
高
位
の
正
宗
賞
を
受
賞
。同
年
黄
綬
褒
章
も
受
章
。

現
在
は
東
京
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
・関
西
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
を
兼
ね
る
。

「
出
来
る
出
来
る
必
ず
出
来
る
」と
信
じ
て一途
に
仕
事
に
打
ち
込
む
河
内
國
平
氏
。現
在
も
東

吉
野
村
に
暮
ら
し
、職
人
と
し
て
、鍛
刀
と
と
も
に
人
間
と
し
て
の“
在
り
方
”を
伝
え
て
い
る
。

り
の
集
落
を
数
え
て
い
る
。

イ
ス
パ
ニ
ア
船
サ
ン・フェ
リ
ペ
号

の
漂
着
は
、長
崎
で
の
二
十
六

聖
人
の
殉
教
や
、鎖
国
に
ま
で
繋

が
っ
た
。長
宗
我
部
氏
在
城
も
約

10
年
、国
は
没
収
さ
れ
最
期
は
一

領
具
足
達
の
浦
戸
一
揆
で
あ
っ

た
。し
か
し
２
７
３
人
の
死
者
で

潰
滅
。土
井
晩
翠
の
「
忠
魂
不
滅
」

の
詩
碑
や
記
念
碑
、供
養
の
六
体

地
蔵
が
悲
運
に
倒
れ
た
一
領
具

足
の
痛
恨
を
慰
め
る
か
の
よ
う
に

建
って
い
る
。花
海
道
に
並
ぶ
15
面

の
長
宗
我
部
ス
テ
ー
ジ
の
ガ
イ

ド
標
識
も
そ
の
盛
衰
を
語
る
。

磯
崎
に
は
長
宗
我
部
元
親
の

別
荘
と
も
言
わ
れ
る
観
海
亭
が

あ
っ
た
。
安
土
桃
山
の
建
築
様

式
を
伝
え
、
藩
主
参
勤
の
時
に

は
亭
に
入
り
、
海
路
の
日
和
を

待
ち
な
が
ら
清
遊
し
た
と
も
い

う
。１

９
２
８
（
昭
和
3
）
年
5
月

27
日
、
海
上
に
は
駆
逐
艦
「
は
ま

か
ぜ
」、
陸
に
は
地
元
44
連
隊
の

兵
士
も
迎
え
、
桂
浜
龍
頭
岬
に

坂
本
龍
馬
の
銅
像
が
除
幕
さ
れ

た
。歴

史
は
今
も
連
綿
と
刻
ま
れ

続
け
る
。

桂浜を見渡すテラス台地に建つ「桂浜」碑

土佐史談会会長
現代龍馬学会理事

宅間 一之

新
シ
リ
ー
ズ 

「
浦
戸 

歴
史
の
風
景
」 

⑴



5・龍馬記念館だより

明
治
維
新
後
、新
政
府
は
「
薩
・
長
・

土
・
肥
」と
順
位
を
付
け
て
、各
藩
に
論

功
行
賞
と
い
う
名
誉
を
与
え
た
。土
佐
藩

は
草
莽
の
志
士
た
ち
を
多
く
輩
出
し
、そ

の
志
士
た
ち
の
功
績
が
そ
の
後
の
土
佐

を
支
え
て
き
た
で
あ
ろ
う
。し
か
し
維
新

の
夜
明
け
を
見
る
こ
と
も
な
く
、異
郷
の

地
に
骨
を
埋
め
た
志
士
た
ち
も
多
い
。そ

こ
で
今
回
は
、“
脱
藩
の
無
念
”を
感
じ
つ

つ
逝
っ
た
一
人
を
取
り
上
げ
る
。

水
の
峠と
う

で
の
感
慨

元
治
元
年
（
１
８
６
４
）
11
月
20
日
、

高
岡
郡
新
居
郷
（
現
・
土
佐
市
）の
中
島

與
市
郎
（
23
）は
、従
兄
弟
の
中
島
作
太

郎
（
18
）と
親
族
の
細
木
元
太
郎
（
27
）の

三
名
で
、佐
川
・
越
知
を
越
え
、予
・
土
州

国
境
を
西
へ
走
っ
た
。冬
の
厳
寒
期
、佐

川
の
同
志
五
人
の
脱
藩
を
知
っ
て
の
こ

と
だ
っ
た
。

與
市
郎
は
郷
士
・
中
島
曾
平
の
次
男
。

元
太
郎
は
、庄
屋
・
細
木
繁
蔵
の
長
男
で
、

祖
父
は
「
天
保
庄
屋
同
盟
」指
導
者
の
一

人
細
木
庵
常
で
あ
っ
た
。

私
は
数
年
前
、
彼
ら
の
足
跡
を
辿
り
、

予
土
往
還
の
一
部
を
歩
い
た
。途
中
、池

川
の
水
の
峠
に
着
い
た
と
き
、池
川
の
町

を
遙
か
遠
く
に
見
な
が
ら
、三
人
の
こ
と

に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
だ
。

「
時
勢
に
遅
れ
る
な
」「
同
志
に
遅
れ

を
と
る
な
」。
そ
の
言
葉
を
原
動
力
と
し

て
彼
ら
は
時
を
急
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。幕

末
の
ペ
リ
ー
シ
ョ
ッ
ク
、
南
学
に
触
れ

た
志
士
の
高
揚
し
た
気
分
。
標
高
差
１
，

０
０
０
ｍ
を
超
す
急
峻
な
峠
に
立
つ
と
、

彼
ら
へ
の
感
慨
が
一
気
に
押
し
寄
せ
て

き
た
。

一
人
自
刃
し
た
與
市
郎

與
市
郎
は
、
水
の
峠
を
過
ぎ
、
雑
誌

山
の
雪
道
で
不
覚
に
も
足
首
を
捻
挫
し

た
。
作
太
郎
の
助
け
で
伊
予
領
の
民
家

ま
で
辿
り
着
く
も
、
歩
行
が
困
難
だ
っ

た
た
め
、
二
人
と
別
れ
て
名
野
川
郷
ま

で
二
里
半
を
引
き
返
す
。
そ
こ
で
番
所

に
自
首
を
し
た
が
、
横
柄
な
郷
役
人
と

乱
闘
に
な
り
、
逃
げ
る
よ
う

に
水
の
峠
の
お
堂
に
隠
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
尾
行

の
捕
吏
が
打
つ
灰
弾
を
受
け

て
目
が
眩
み
、「
も
は
や
こ
れ

ま
で
」
と
自
刃
し
た
。
脱
藩

二
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
脱
藩
途
上
の
若

い
命
が
こ
の
峠
で
散
っ
た

無
念
を
噛
み
し
め
た
。

そ
の
後
の
こ
と

さ
て
、
中
島
作
太
郎
と

細
木
元
太
郎
は
松
山
領
か

ら
長
州
へ
渡
り
、
長
府
で

尊
攘
派
公
卿
・
三
条
実
美

ら
の
守
備
役
に
つ
い
た
。

そ
の
後
作
太
郎
（
の

ち
中
島
信
行
）
は
、
龍
馬
の
海
援

隊
で
活
躍
。
明
治
に
は
神
奈
川
県

令
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
、
自
由

民
権
家
と
な
る
。
第
1
回
衆
議
院

議
員
選
挙
で
神
奈
川
県
か
ら
初
当

選
、
初
代
衆
議
院
議
長
と
な
っ
た
。

駐
伊
特
命
全
権
公
使
を
経
て
男
爵

と
な
り
、
明
治
32
年
（
１
８
９
９
）

54
歳
で
没
。
従
四
位
。

細
木
元
太
郎
は
長
州
で
高
杉
晋

作
率
い
る
遊
撃
軍
や
神
機
隊
に

入
り
、
長
州
一
円
の
激
戦
に
参
加
。

戊
辰
の
役
で
は
因
州
軍
山
国
隊
に

属
し
て
い
た
が
、
手
に
銃
弾
を
受

け
て
負
傷
。そ
の
後
脱
藩
罪
を
許
さ
れ
て
、

土
佐
の
迅
衝
隊
と
し
て
会
津
攻
撃
に
加

わ
っ
た
が
、
維
新
後
の
論
功
行
賞
と
は

無
縁
だ
っ
た
。
明
治
37
年
（
１
９
０
４
）

67
歳
で
没
し
た
。

さ
て
、
與
市
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
没

後
20
年
の
と
き
、
中
島
信
行
（
作
太
郎
）

の
尽
力
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
た
水
の
峠

か
ら
故
郷
・
土
佐
市
新
居
に
帰
っ
て
き

た
。
墓
碑
に
は
、
信
行
撰
、
妻
・
岸
田

俊
子
書
に
よ
る
哀
悼
文
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
中
島
家
の
墓
所
は
、
同
市
カ
ロ
ト

山
入
口
の
階
段
を
上
り
詰
め
た
所
に
あ

り
、入
口
に
は
與
市
郎
の
碑
も
建
つ
。
今
、

風
化
を
防
ぐ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
屋
根

に
守
ら
れ
た
墓
で
、
與
市
郎
は
静
か
に

眠
っ
て
い
る
。

與市郎が隠れていたお堂と自刃場所＝吾川郡仁淀川町池川・水の峠

與市郎の眠る中島家墓所の入口＝土佐市新居カロト山

“脱藩”の志士あれこれ（下）高岡編

「脱藩途上で散った志士・
　　　　　　　 中島與市郎」 今久保  約雄



　
振
り
返
れ
ば
坂
本
龍
馬
記
念
館
に
お
世

話
に
な
っ
て
か
ら
１４
年
、あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。
来
年
、
館
は
開
館
20
年
で
す
。
共
に
歩

ん
で
き
た
と
の
実
感
が
強
く
あ
り
ま
す
。
資

料
も
少
な
か
っ
た
苦
労
の
時
代
か
ら
す
っ
か

り狢
龍
馬
の
殿
堂
狟と
し
て
フ
ァ
ン
の
間
で
定

着
し
て
き
た
昨
今
、
将
来
に
向
け
て
館
の
発

展
を
思
い
願
い
や
み
ま
せ
ん
。
大
河
ド
ラ
マ

で
忙
し
い
時
期
で
の
退
職
は
い
さ
さ
か
気
が

引
け
る
の
で
す
が
、
人
生
の
け
じ
め
と
い
う

意
味
で
決
心
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
外
か

ら
龍
馬
記
念
館
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
長
い
間
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

西
笛
　
貴
久
代

拝
啓 

龍
馬
殿
59通

平
成
28
年
3
月
21
日
～
6
月
20
日

「
グ
ッ
と
き
た
ぜ
よ
！
」

私
は
来
た
る
四
月
よ
り
、
新
社
会

人
と
し
て
働
き
始
め
ま
す
。貴
方
が
夢
見
た

世
界
と
い
う
舞
台
で
、日
本
男
児
と
し
て
勝

負
し
輝
い
て
み
せ
ま
す
。ど
う
ぞ
見
守
っ
て

い
て
く
だ
さ
い
。グ
ッ
と
き
た
ぜ
よ
！
と
言

わ
せ
て
み
せ
ま
す
!!

（
3
月
25
日
　
兵
庫
　
Ｍ
・
Ｆ
　
22
歳
　
男
性
）

「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
」

長
男
は
幼
稚
園
の
年
長
で
す
。
仮

面
ラ
イ
ダ
ー
ゴ
ー
ス
ト
の
ア
イ
コ
ン
で

「
リ
ョ
ウ
マ
魂
」が
あ
り
、坂
本
龍
馬
が
実
在

の
人
物
で
あ
る
こ
と
に
喜
び
、興
味
を
持
ち

ま
し
た
。
ぜ
ひ
こ
こ
の
博
物
館
に
行
き
た
い

と
毎
日
せ
が
ま
れ
て
、
岡
山
か
ら
車
で
や
っ

て
き
ま
し
た
。私
も
本
（
マ
ン
ガ
）を
読
み
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。手
紙
好
き
な
こ
と
、ジ
ョ

ン
万
次
郎
の
こ
と
な
ど
。息
子
は
戦
国
武
将

に
も
興
味
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん

龍
馬
の
ピ
ス
ト
ル
、剣
、び
ょ
う
ぶ
な
ど
、龍

馬
の
こ
と
も
大
好
き
で
す
。
そ
ん
な
息
子
の

成
長
を
頼
も
し
い
な
と
感
じ
嬉
し
い
で
す
。

（
3
月
27
日
　
岡
山
　
Ｋ
・
Ｏ（
6
歳
・
男
子
）の
母
）

「
気
持
ち
あ
ら
た
に
」

志
を
持
つ
こ
と
の
重
要
さ
を
改
め

て
痛
感
し
ま
し
た
。
大
き
な
海
の
ご
と
く
、

目
の
前
の
事
ば
か
り
気
に
せ
ず
、全
体
で
の

良
い
事
に
な
る
よ
う
周
囲
と
の
協
調
を
大

切
に
人
生
を
歩
む
こ
と
を
確
認
し
た
日
で

し
た
。前
を
向
い
て
歩
き
ま
す
!!

（
3
月
27
日
　
千
葉
　
Ｈ
・
Ｉ
　
45
歳
　
男
性
）

「
日
本
を
良
き
モ
ノ
に
」

お
元
気
で
す
か
？
ご
無
沙
汰
し
て

い
ま
す
。先
ほ
ど
桂
浜
に
立
つ
あ
な
た
の
雄

姿
に
会
っ
て
き
ま
し
た
。今
日
は
家
族
3
人

…
主
人
と
小
学
校
6
年
生
に
な
る
息
子
、そ

し
て
私
で
訪
ね
て
き
ま
し
た
。中
学
生
の
頃
、

あ
な
た
の
活
躍
を
知
り
、本
を
読
み
（
『
竜

馬
が
ゆ
く
』
は
何
度
も
読
み
返
し
て
い
ま

す
）テ
レ
ビ
を
観
て
、マ
ン
ガ
を
読
み
（
『
お

〜
い
竜
馬
！
』最
高
で
す
）、そ
し
て
大
好
き

な
ま
し
ゃ
…
福
山
く
ん
の
大
河
『
龍
馬
伝
』

を
観
て
、
益
々
大
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
あ

ん
な
想
い
を
し
て
日
本
を
良
き
モ
ノ
に
し
て

い
こ
う
と
し
た
あ
な
た
に
恥
じ
な
い
よ
う
に

生
き
て
い
き
た
い
と
、又
、心
強
く
思
い
ま
し

た
。
日
本
っ
て
本
当
に
良
い
国
に
し
て
い
か

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
よ
ね
。頑
張
り
ま
す
!!

（
3
月
31
日
　
兵
庫
　
Ｍ
・
Ｍ
　
49
歳
　
女
性
）

「
龍
馬
に
聞
き
た
い
こ
と
」

子
ど
も
こ
ろ
は
な
に
を
し
て
あ
そ

び
ま
し
た
か
。一
ば
ん
す
き
だ
っ
た
あ
そ
び
や

人
や
た
べ
も
の
は
な
に
で
す
か
。
わ
た
し
は

今
だ
と
パ
ン
が
す
き
で
、
お
に
い
ち
ゃ
ん
と

ぬ
い
ぐ
る
み
や
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
そ
ぶ
の
が
す

き
で
す
。た
ま
に
、お
に
い
ち
ゃ
ん
と
わ
た
し

で
む
か
し
の
こ
と
を
本
や
す
ご
ろ
く
で
学

び
ま
す
。
外
で
あ
そ
ぶ
と
き
は
ド
ッ
ジ
ボ
ー

ル
や
な
わ
と
び
や
う
ん
て
い
や
て
つ
ぼ
う
や

ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
や
の
ぼ
り
ぼ
う
な
ど
で
あ

そ
ぶ
の
が
す
き
で
す
。
り
ょ
こ
う
も
す
き
で

す
。
と
く
に
な
す
と
こ
う
ち
に
い
っ
た
の
が

す
き
で
す
。
い
え
は
東
京
に
あ
り
ま
す
。
学

校
は
も
も
井
だ
い
三
小
学
校
で
す
。
ブ
ラ
ン

コ
は
な
い
け
ど
、す
べ
り
だ
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
む
か
し
の
こ
と
が
大
す
き
で
す
。

（
4
月
2
日
　
東
京
　
Ｍ
・
Ｍ
　

7
歳
　
女
子
）

「
龍
馬
に
感
謝
」

長
年
の
夢
で
あ
っ
た
土
佐
に
家
族

と
共
に
よ
う
や
く
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。こ
こ
に
は
貴
殿
の
像
が
あ
り
、貴
殿

の
手
紙
が
あ
り
、
心
の
源
泉
が
あ
り
ま
す
。

桂
浜
で
こ
の
荒
海
の
か
な
た
に
貴
殿
は
新

し
い
世
界
と
人
と
そ
の
な
り
わ
い
、そ
し
て

人
と
し
て
人
た
ら
し
め
る
制
度
と
い
う
も

の
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。貴
殿
の

よ
う
に
遠
く
を
見
て
、あ
り
の
ま
ま
を
寛
容

と
ユ
ー
モ
ア
で
受
け
止
め
る
こ
と
は
、人
間

修
行
が
足
り
ず
、貴
殿
に
倍
す
る
歳
に
な
っ

て
も
か
な
い
ま
せ
ん
。龍
馬
さ
ん
、貴
殿
の

お
蔭
で
今
日
の
家
族
平
穏
の
日
常
が
あ
り

ま
す
。あ
り
が
と
う
。

（
4
月
3
日
　
福
岡
　
Ｙ
・
Ｔ
　
64
歳
　
男
性
）

「
屋
上
か
ら
の
景
色
に
感
動
」

こ
こ
へ
来
る
の
は
2
回
目
で
す
。

以
前
は
高
校
2
年
生
の
と
き
で
し
た
。こ
の

記
念
館
の
屋
上
の
景
色
に
感
動
し
、ま
た
こ

こ
に
来
た
い
と
思
い
ま
し
た
。今
日
再
び
こ

こ
に
来
る
こ
と
が
で
き
、う
れ
し
く
思
い
ま

す
。龍
馬
さ
ん
の
こ
と
は
大
河
ド
ラ
マ
『
龍

馬
伝
』を
見
て
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。龍
馬

さ
ん
は
罪
を
犯
し
て
で
も
こ
の
日
本
を
変

え
よ
う
と
尽
力
し
、薩
長
同
盟
や
船
中
八
策

の
作
成
と
い
っ
た
偉
業
を
成
し
と
げ
ま
し

※端末の環境により、イメージが認識されるまでに時間がかかる場合や、
正常に動作しない場合があります。
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ご
子
孫
た
ち
も
来
館

『
海
を
渡
っ
た“
龍
馬
”た
ち
』展
を
振
り
返
って

今
年
度
当
初
か
ら
始
ま
っ
た
同
展
は
7
月
1
日
で
終
了
。
龍
馬

の
北
海
道
開
拓
へ
の
思
い
と
と
も
に
、
北
海
道
に
渡
っ
た
子
孫
た

ち
を
紹
介
。
血
筋
に
流
れ
る
理
想
と
反
骨
を
紹
介
し
た
。
そ
の
開

催
期
間
中
に
は
、
坂
本
家
ゆ
か
り
の
方
た
ち
も
遠
路
お
越
し
く
だ

さ
っ
た
。

郷
士
坂
本
家
八
代
目
で
、
農
民
画
家
・
坂
本
直
行
の
三
男
・
中

原
正
博
さ
ん
ご
夫
妻
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
に
来
館
さ
れ

た
。
中
原
さ
ん
は
幼
い
頃
に
親
戚
・
中
原
家
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
企
画
展
に
合
わ
せ
、父
・
直
行
か
ら
贈
ら
れ
た
絵
画
18
点（
油

彩
画
9
点
、水
彩
画
9
点
）
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
。
会
場
を
彩
っ

た
絵
画
の
豊
か
さ
。
野
花
の
絵
は
六
花
亭
（
帯
広
市
）
の
包
装
紙

で
も
お
な
じ
み
で
あ
る
。

中
原
さ
ん
は
「
自
宅
で
見
る
の
と
違
っ
て
、
新
し
い
絵
画
に
出

会
っ
た
よ
う
で
す
。記
念
館
で
の
展
示
を
通
じ
て
、長
く
父
の
絵
が

愛
さ
れ
、活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
」と
話
さ
れ
た
。ま
た
、

「
伯
父
の
絵
を
見
た
い
」と
、北
海
道
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
た
ゆ
か
り

の
方
た
ち
も
い
た
。

直
行
の
日
高
山
脈
を

望
む
十
勝
原
野
の
油
彩

画
に
は
、
北
海
道
で
も

見
る
こ
と
の
で
き
な
く

な
っ
た
風
景
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
美
し
い
が
ゆ
え
の

北
の
大
地
の
厳
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
。
そ
こ
に
向

か
お
う
と
し
た
龍
馬
や

そ
の
資
料
、
実
際
に
渡
っ

て
行
っ
た
坂
本
一
族
の

生
き
様
を
、
入
館
者
は

じ
っ
く
り
味
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
感
じ
た
。

前
田
　
由
紀
枝

企画展会場での中原正博・紀枝子ご夫妻
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で
定

着
し
て
き
た
昨
今
、
将
来
に
向
け
て
館
の
発

展
を
思
い
願
い
や
み
ま
せ
ん
。
大
河
ド
ラ
マ

で
忙
し
い
時
期
で
の
退
職
は
い
さ
さ
か
気
が

引
け
る
の
で
す
が
、
人
生
の
け
じ
め
と
い
う

意
味
で
決
心
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
外
か

ら
龍
馬
記
念
館
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
長
い
間
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

西
笛
　
貴
久
代

た
。そ
し
て
将
来
は
家
族
と
世
界
旅
行
を
す

る
と
い
う
夢
を
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

私
も
龍
馬
さ
ん
の
よ
う
な
偉
業
を
成
せ
な

く
と
も
、家
族
や
仲
間
を
大
切
に
し
、大
き

な
夢
を
も
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
で
す
。

（
4
月
4
日
　
鳥
取
　
Ｈ
・
Ｍ
　
20
歳
　
女
性
）

「
念
願
か
な
っ
て
」

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
南
国
土

佐
は
遠
い
で
す
よ
。私
は
や
っ
と
71
才
に
な

り
、
願
い
が
か
な
っ
て
旅
に
こ
れ
ま
し
た
。

龍
馬
記
念
館
の
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
太
平
洋
を

な
が
め
、龍
馬
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
で
考
え

て
い
ま
す
。幸
せ
な
時
間
で
す
。四
国
を
3

泊
4
日
の
旅
で
す
が
、と
て
も
待
っ
て
い
た

旅
な
の
で
う
れ
し
い
で
す
。四
国
は
文
化
が

あ
っ
て
「
お
も
て
な
し
」が
心
に
届
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。学
ん
で
考
え
る

事
と
て
も
大
事
で
す
ね
。

（
4
月
11
日
　
愛
知
　
Ｓ
・
Ｓ
　
71
才
　
女
性
）

「
会
い
た
い
！
」

や
っ
と
会
い
に
来
ま
し
た
。
会
い

た
い
！
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
貴
男
。や

さ
し
い
目
に
今
日
会
え
ま
し
た
。遠
く
を
見

よ
う
。私
も
今
日
か
ら
遠
く
を
見
つ
め
、大

き
な
太
平
洋
の
向
こ
う
、日
本
も
世
界
も
含

め
て
ネ
。み
ん
な
幸
福
に
な
る
様
な
道
を
ネ
。

又
会
い
に
来
ま
す
。

（
4
月
12
日
　
愛
媛
　
Ｎ
・
Ｋ
　
68
歳
　
女
性
）

「
龍
馬
の
よ
う
な
青
年
」

貴
方
に
会
い
た
い
と
思
い
な
が
ら
、

60
才
を
過
ぎ
て
や
っ
と
実
現
し
ま
し
た
。
実

は
昨
日
、高
知
に
向
か
う
国
道
で
貴
方
を
思

わ
せ
る
青
年
に
め
ぐ
り
会
え
た
の
で
す
。
そ

の
青
年
は
な
ん
と
竹
馬
で
日
本
一
周
を
し
て

い
る
ら
し
く
、そ
の
理
由
を
た
ず
ね
ま
し
た
。

青
年
い
わ
く
「
今
の
日
本
に
も
、又
、自
分
に

も
明
日
が
見
え
な
い
。一
度
、自
分
の
可
能
性

を
見
き
わ
め
た
い
！
」
と
云
う
。
ま
だ
こ
の

恵
ま
れ
た
日
本
に
も
こ
ん
な
青
年
が
い
る
ん

だ
と
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。龍
馬
先
生
の
地

で
と
て
つ
も
な
く
ゆ
か
い
な
青
年
に
会
っ
た

話
で
す
。

（
4
月
21
日
　
和
歌
山
　
Ｔ
・
Ｕ
　
64
歳
　
男
性
）

「
毎
年
恒
例
」

今
年
も
来
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

龍
馬
さ
ん
の
よ
う
に
海
外
に
飛
び
出
た
い

と
思
っ
て
い
た
娘
も
、フ
ラ
ン
ス
で
彼
を
見
つ

け
今
は
東
京
で
二
人
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
ま

す
。今
回
は
職
場
の
先
輩
方
二
人
を
案
内
し

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。天
気
も
よ
く
、す
て
き

な
桂
浜
を
見
せ
ら
れ
て
う
れ
し
い
で
す
。
退

職
ま
で
あ
と
2
年
。春
と
秋
に
龍
馬
さ
ん
に

接
近
す
る
の
を
楽
し
み
に
が
ん
ば
り
た
い
と

思
い
ま
す
。ま
た
新
た
な
龍
馬
フ
ァ
ン
、高
知

フ
ァ
ン
を
つ
く
り
に
誰
か
を
案
内
し
て
き
ま

す
。２
０
１
０
年
か
ら
通
っ
て
い
ま
す
。

（
4
月
23
日
　
東
京
　
Ｃ
・
Ｅ
　
58
歳
　
女
性
）

「
龍
馬
が
大
切
に
し
た
も
の
」

も
し
あ
な
た
が
こ
の
現
代
の
日
本

国
で
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、
こ
の
流
れ
、
時

勢
を
ど
の
よ
う
に
感
知
し
、ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。あ
な
た
が
不
幸
な
形

で
没
さ
れ
て
早
や
１
５
０
年
と
い
う
時
間

が
経
っ
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
あ
な
た
が
想

像
す
ら
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
便
利
な
道
具
、

科
学
技
術
の
発
達
、も
の
す
ご
い
勢
い
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
現
代
日
本
人

の
眼
前
に
現
と
あ
る
。し
か
し
一
方
で
、あ
な

た
が
も
っ
と
も
大
切
に
し
た
で
あ
ろ
う
人
と

人
の
魂
の
揺
さ
ぶ
り
と
い
っ
た
も
の
が
、
ど

ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。
ど
う
か
龍
馬
さ
ん
、
天
よ
り
我
々
に

対
し
、こ
れ
か
ら
も
厳
し
く
暖
か
く
、た
だ
っ

広
い
ま
な
ざ
し
を
送
っ
て
く
だ
さ
れ
！

（
5
月
3
日
　
大
阪
　

A
・
T
　
49
歳
　
男
性
）

「
龍
馬
が
見
た
景
色
を
」

こ
ん
に
ち
は
。
初
め
て
お
手
紙
を

書
き
ま
す
。小
学
校
6
年
生
の
時
、司
馬
遼

太
郎
さ
ん
の
『
竜
馬
が
ゆ
く
』で
初
め
て
坂

本
龍
馬
に
つ
い
て
知
り
ま
し
た
。本
屋
さ
ん

の
伝
記
で
は
、あ
な
た
の
こ
と
は
、あ
な
た

が
日
本
の
た
め
に
や
っ
た
こ
と
、幼
少
の
頃

に
泣
き
虫
だ
っ
た
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
、あ
ま
り
興
味
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。で
も『
竜
馬
が
ゆ
く
』を
読
ん
で
、

龍
馬
の
人
物
像
、ど
ん
な
友
人
が
い
て
誰
を

好
き
に
な
っ
た
か
、ど
こ
を
歩
い
た
か
な
ど

く
わ
し
く
知
っ
て
い
く
う
ち
に
、私
も
あ
な

た
が
見
た
景
色
を
見
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
て
、中
学
2
年
の
夏
、や
っ
と
来
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。あ
な
た
は
す
ご
い
人
だ

と
思
い
ま
す
。天
国
で
幸
せ
に
し
て
て
く
れ

た
ら
い
い
な
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
5
月
4
日
　
鳥
取
　

S
・
Y
　
13
才
　
女
子
）

「
ハ
ー
レ
ー
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
で
」

Ｇ
Ｗ
は
仕
事
で
し
た
。
そ
の
代
わ

り
と
し
て
4
日
間
の
休
み
を
取
り
、貴
殿
の

横
顔
見
た
さ
に
神
戸
よ
り
馳
せ
参
じ
ま
し

た
。貴
殿
が
思
い
描
い
た
で
あ
ろ
う
ア
メ
リ

カ
。そ
の
国
の
ハ
ー
レ
ー
ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
で

神
戸
よ
り
参
り
ま
し
た
。今
日
は
桂
浜
荘
に

宿
泊
し
、
明
日
は
松
山
へ
と
向
か
う
所
存

で
す
。
貴
殿
が
見
た
太
平
洋
を
見
な
が
ら
、

種
々
、考
え
事
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
又
い
つ
か
貴
殿
に
結
果
を
知
ら
せ

に
来
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
5
月
13
日
　
兵
庫
　

H
・
T
　
59
歳
　
男
性
）

＊＊＊編集者より＊＊＊
仮面ライダーゴースト？アイコン？リョウマ魂？
どれも初めて聞く言葉ばかりですが…、大好き
なヒーローをきっかけに 6歳の龍馬ファン誕生
です。これからも、龍馬や歴史に興味を持って
学び続けて欲しいと思います。自分の“人生の
お手本”にしたいと思う人物がいることは、様々
な状況に直面したときにヒントやパワーをもら
える、そんな気がします。 尾㟢　由紀

7・龍馬記念館だより

　　　　『被災資料の安定化処理』　亀尾　美香

２
０
１
１
年
３
月
、
多
く
の
人
々
や
建
物
を
襲
っ
た
東
日
本
大

震
災
の
津
波
は
、
公
文
書
や
歴
史
資
料
、
文
化
財
を
も
押
し
流
し
た
。

流
さ
れ
た
き
り
行
方
不
明
の
資
料
も
あ
れ
ば
、
幸
い
な
こ
と
に
発

見
さ
れ
た
も
の
、
流
出
を
免
れ
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
泥
や

油
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
の
混
じ
っ
た
海
水
に
漬
か
っ
た
資
料
は
、

放
置
す
る
と
カ
ビ
が
生
え
て
腐
り
、
金
属
は
錆
び
、
最
終
的
に
は

朽
ち
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
資
料
か
ら
汚
染
物
質
を
取

り
除
き
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
し
た
状
態
で
保
管
で
き
る
よ
う
に

す
る
の
が
「
安
定
化
処
理
」
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
現

地
の
学
芸
員
が
予
期
せ
ぬ
災
害
の
な
か
、
目
の
前
に
あ
る
資
料
を

必
死
で
救
う
過
程
で
、
安
定
化
処
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
培
わ
れ
て
き

た
。
こ
の
技
術
を
実
際
に
見
て
体
験
で
き
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
３

月
に
名
古
屋
市
立
博
物
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
安
定
化
処
理
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
。

講
師
に
は
岩
手
県
立
博
物
館
お
よ
び
陸
前
高
田
市
博
物
館
の
学

芸
員
が
招
か
れ
、
講
義
と
実
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
被
災
資
料
は

膨
大
な
数
に
の
ぼ
り
、
材
質
も
紙
・
木
材
・
繊
維
・
金
属
・
動
植
物
（
標

本
）
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
適
切
な
処
理
方
法
は
材
質
に
よ
っ
て

異
な
る
が
、
水
洗
い
の
で
き
る
紙
資
料
（
古
文
書
類
）
に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ
処
理
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
紙
資
料
の
洗
浄
作
業
を
体
験
し
た
。
資
料
は
一
枚
ず
つ

解
体
し
流
水
で
洗
浄
・
殺
菌
後
、
保
護
紙
に
は
さ
ん
で
刷
毛
で
洗

浄
す
る
。
そ
の
後
超
音
波
洗
浄
器
に
か
け
、
塩
分
濃
度
が
基
準
値

以
下
に
な
っ
た
ら
脱
水
・
乾
燥
さ
せ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
手
作
業
で

お
こ
な
わ
れ
、
膨
大
な
時
間
と
手
間
を
要
す
る
。
こ
の
間
、
処
理

を
待
つ
資
料
は
劣
化
を
防
ぐ
た

め
冷
凍
庫
に
保
管
さ
れ
る
が
、

陸
前
高
田
市
で
は
ま
だ
30
万
点

も
の
資
料
が
未
処
理
で
あ
る
と

い
う
。

こ
の
さ
き
高
知
も
助
け
る
側

と
助
け
ら
れ
る
側
、
ど
ち
ら
に

置
か
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
状

況
で
、
資
料
を
扱
う
立
場
と
し

て
知
っ
て
お
く
べ
き
貴
重
な
情

報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

学芸員の視点

トレイに張った水のなかで
保護紙にはさまれた資料を洗浄
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■ 感慨無量だった「森館長との10年」展
５月８日から３週間開催した“ほいたら待ちゆうき”「森館長との10年」展

〈第108回〉は、多くの方々の様 な々思いを残してあっという間に終わった
気がします。
会場には「一筆啓上（昨年11月15日、イベント・レッツゴーハンドインハ

ンド開催時、龍馬宛てに書いて頂いた手紙）」「拝啓森館長殿（森前館長
に宛てたメッセージ）」そし
て10年間を駆け抜けた40枚
以上の写真を展示しました。

写真の中の森前館長は、来館者それぞれに語りかけたようで、涙ぐむ方も
いらっしゃいました。また初来館の県外女性の方は、この展覧会で初めて森
前館長に触れ、その人柄と記念館に興味を持たれ「また遊びに来ます！」と帰っ
て行かれました。生前から森前館長をご存知の方やこの展覧会で初めて知った
方も、心に届いた何らかの思いが、更なる記念館への関心に繋がってゆく展
覧会になったと実感しました。

■ 寄贈・寄託品のすばらしさ
６月は、高知県立坂本龍馬記念館「海の見える・ぎゃらりい寄贈・寄託作品」
展〈第109回〉を開催しました。海の見える・ぎゃらりいも11年目を迎え、その間、
ご寄贈ご寄託頂いた作品の中から25点・13名の作品を展示しました。
油絵・書・現代俳画・水彩・写真・ボトルシップ・ガラス・イラスト・日本

画など現代に生きる作家達が、幕末に生きた龍馬の存在を独特のスタイルで
表現した作品群でした。前回（2011年）の「寄贈・寄託展」以降、逝去され
た作家の方もいらして感慨深い開催ともなりましたが、展覧会を通して色 な々
作家の方や作品との出会いがあり、109回目を迎えることが出来ました。これ
からもより感動と驚きの出会いを、皆様にお届けしていきたいです。

■ これからの展覧会
さて、これからの７月・８月は「幕末の志士人気ベスト10」展〈第110回〉。来館者

アンケートから幕末に生きた人気人物のベスト10を発表します。今回も“現代に
志士達が生きていたら何をしている！？”というテーマで、志士達の職業をイメー
ジして描いて頂いた楠本剛氏のイラストと共に展示します。
７月を“現代に生きる志士達”、８月をプラス“現代に生きる志士達番外編”と

名付けて、惜しくもベスト10入りは出来なかった志士達も、「現代ではもしかし
たらこんな感じ？」と言うところをご覧ください。果たして皆さんはどんなイメー
ジを持たれるでしょう、そして2015年の結果は？

９月は「石見陽奈個展“とおくをみる”」〈第111回〉を開催します。石見さんは“海の見える・ぎゃらりい”で初の展覧会となります。
常に未来を見ようと、遠くを見すえていた龍馬の目線を考えながら、主に日本画材を用いて描かれた桂浜の海やその他風景
画約10点を展示します。新たにイメージされた龍馬の世界、どの様な作品が並ぶか楽しみです。ご期待ください。 中村　昌代

館だより「飛騰」は、郵送料のみのご負担でお届けいたします。ご希望の方は、92円切手５枚をお送りください

開館時間� 9：00〜17：00　年中無休
入 館 料� 一般��500円・高校生以下無料
身体障害者手帳・療育手帳・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
高知県・高知市長寿手帳所持者は無料

〒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�98�号（年４回発行） 表紙題字：書家�沢田 明子氏
発行日　2016（平成28）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
2016年6月20日現在（開館以来8,941日）

◆総入館者数� 3,839,716人
◆最多入館� （2010年5月2日）6,686人
◆最少入館� （2004年10月20日、台風のため）8人
◆2016年度最多入館（2016年５月４日）�2,098人
◆2016年度最少入館（2016年４月28日）� 99人

編 集 後 記
前号発行後まもなくの4月半ば、熊本に直下型大地震が起こった。現地の恐怖はいかばかりか。いまだ多

くの方が被害と不安の中にいらっしゃることは他人事ではなく、心が痛む。衷心よりお見舞い申し上げます。
そんな中、熊本日日新聞論説主幹の高峰さんから、巡回展のリレーエッセーを寄せていただいた。熊本の

方たちの力強さと誇りを感じて、うれしい。
また、今号から新しいシリーズが2つ始まった。記念館が建つ浦戸・桂浜界隈に関わるもので、歴史研究家・宅間

さんと、当館スタッフが担当する。改めて、浦戸界隈にある歴史と人々に思いを馳せる。シリーズはしばらく続く。
新館建設、既存館リニューアル工事に向けて、皆様にはご迷惑をおかけする。だからこそ、記念館の使命と

は何か。深く考えなくてはならないと思うきょうこの頃である。� （ゆ）

海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い

７月・８月 「幕末の志士人気ベスト10」展（2015年展覧会より）

６月 「海の見える・ぎゃらりい寄贈・寄託作品」展

休館・リニューアルオープンのお知らせ
龍馬記念館は新館増築・既存館改修工事のため、平成29年4月から約1年間全面休館いたします。リニューアルオープンは平成30年春を予定しています。

５月 “ほいたら待ちゆうき”「森館長との10年」展



1・現代龍馬学会

い
ろ
は
丸
事
件
賠
償
金
を
め
ぐ
っ
て

黒
幕
の
容
疑
者
は
数
多
く
居
る
が
、

そ
の
中
に
土
佐
藩
の
後
藤
象
二
郎
説

が
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
大
政

奉
還
』
の
手
柄
を
一
人
じ
め
に
す
る

為
と
あ
る
が
、
今
で
は
、
こ
の
説
を

支
持
す
る
人
は
少
な
い
。
私
も
そ
の

中
の
一
人
で
あ
る
。

だ
が
昨
今
、浮
上
し
て
き
た
疑
惑
が

あ
る
。そ
れ
は「
い
ろ
は
丸
事
件
」
の
賠

償
金
の
問
題
で
あ
る
。こ
の
当
時
、土

佐
藩
は
購
入
し
た
蒸
気
船
や
小
銃
等

兵
備
の
膨
大
な
額
の
借
入
金
の
返
済

に
苦
慮
し
て
い
た
。そ
の
う
え
、「
イ
カ

ル
ス
号
事
件
」の
嫌
疑
が
『
土
佐
海
援

隊
』に
向
け
ら
れ
る
と
、「
薩
英
戦
争
」

の
二
の
舞
を
恐
れ
た
山
内
容
堂（
前
土

佐
藩
主
）は
、賠
償
金
五
万
両
の
支
払

い
を
パ
ー
ク
ス
と
密
約
し
た
。そ
こ
で
、

紀
州
藩
よ
り
の
賠
償
金
を『
土
佐
商

会
』が
受
領
し
、そ
の
返
済
に
充
当
し

よ
う
と
考
え
て
い
た
。

紀
州
藩
は
慶
応
３
年
10
月
10
日
、

長
崎
に
岩
橋
轍

輔
ら
三
人
を
派

遣
し
、
立
会
人

で
あ
る
薩
摩
の

五
代
才
助
を
介

し『
土
佐
商
会
』

に
賠
償
金
の
再

交
渉
を
求
め
て

来
た
。
応
対
し

た
岩
崎
弥
太
郎

は
、
自
分
は
そ

の
立
場
に
な
い

の
で
、
後
藤
象

二
郎
を
交
え
改
め
て
交
渉
し
よ
う
と

そ
の
場
を
繕
っ
た
。

後
藤
は『
大
政
奉
還
』成
立
後
、
京

都
に
い
て
着
々
と
交
渉
準
備
を
進

め
て
い
た
。
そ
の
た
め
部
下
の
岩
崎

弥
太
郎
を
同
月
18
日
、
土
佐
藩
船
夕

顔
で
長
崎
か
ら
大
坂
に
向
か
わ
せ
た
。

後
藤
は
、
龍
馬
ら
『
海
援
隊
』
を
紀

州
と
の
交
渉
に
立
合
わ
せ
る
つ
も
り

は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
藤
象
二
郎
の
動
き

一
方
龍
馬
は
、
紀
州
側
と
の
交
渉

を
海
援
隊
で
行
う
つ
も
り
だ
っ
た
。

岩
崎
が
長
崎
を
出
た
18
日
。龍
馬

は
後
藤
に
対
し
、中
島
作
太
郎
を
賠

償
金
交
渉
の
た
め
長
崎
に
派
遣
す
る

の
で
、
費
用
と
し
て
十
五
両
を
用
立

て
て
ほ
し
い
、と
依
頼
し
て
い
る
。参

政
・
後
藤
の
立
場
で
考
え
れ
ば
、
そ

れ
を
阻
止
す
る
事
は
容
易
で
あ
っ
た

が
何
故
か
停
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
中

島
に
金
子
を
手
渡
し
た
の
で
あ
る
。

後
藤
が
阻
止
で
き
な
か
っ
た
大
き

な
理
由
は
、『
い
ろ
は

丸
』の
賠
償
交
渉
に

あ
る
積
荷
五
箱
の

中
身
、ミ
ニ
エ
ー
銃

四
百
丁
が
頭
か
ら
離

れ
な
い
か
ら
だ
。積

荷
の
目
録
に
は
、用

物
箱
五
箱
と
の
み
記

し
て
あ
り
、中
身
の

記
述
は
な
い
。実
際

は
山
内
容
堂
の
上
洛

に
際
し
随
行
す
る
藩

士
、百
数
十
人
の
御

用
と
し
て
の
鰹
節
や
昆
布
等
の
海
産

物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

銃
に
つ
い
て
は
、
龍
馬
や
弥
太
郎
が

積
荷
の
代
価
を
吊
り
上
げ
る
為
、
と
っ

さ
に
思
い
つ
い
た
虚
言
で
あ
っ
た
の
だ
。

後
藤
は
、
こ
の
事
を
知
ら
さ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
佐
藩
参
政
の
立

場
に
有
り
な
が
ら
黙
認
し
た
ば
か
り
か

肯
定
し
、
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
偽
装
工
作
に
は
英
国
商
人
グ

ラ
バ
ー
や
立
会
人
で
有
る
薩
摩
の
五

代
才
助
ま
で
も
荷
担
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
事
実
、
同
年
６
月
３
日
に
後

藤
は
、
積
荷
の
小
銃
四
百
丁
の
代
価

を
心
配
す
る
五
代
を
説
得
す
る
様
、

龍
馬
に
指
示
し
て
い
る
。（
近
年
行
わ

れ
た『
い
ろ
は
丸
』の
数
回
に
及
ぶ
サ

ル
ベ
ー
ジ
調
査
で
も
小
銃
四
百
丁
の

痕
跡
す
ら
確
認
で
き
な
い
と
い
う
）。

し
か
し
、紀
州
藩
は
徳
川
御
三
家

の
一
つ
で
あ
り
事
態
が『
王
政
復
古
』

武
力
討
幕
と
な
っ
た
場
合
、当
然
、
敵

国
と
な
る
国
で
あ
り
、仮
想
敵
国
な

の
だ
。だ
か
ら
、後
藤
ら
の
行
為
に
は
、

何
ら
罪
の
意
識
は
無
い
。む
し
ろ
相

手
の
国
力
を
削
ぐ
事
と
な
り
、争
い

の
前
の
前
哨
戦
と
し
て
位
置
付
け
た
。

秘
密
を
共
有
し
た
後
藤
と
龍
馬

こ
の
よ
う
に
後
藤
象
二
郎
は
坂
本

龍
馬
と
大
き
な
秘
密
を
共
有
す
る
事

と
な
っ
た
。

し
か
し
、
龍
馬
と
土
佐
藩
参
政
で

あ
る
後
藤
と
は
立
場
が
違
う
。
万
が

一
、
こ
の
偽
装
工
作
が
紀
州
側
に
露

呈
す
れ
ば
大
事
に
な
る
。『
い
ろ
は

丸
』
賠
償
金
の
一
件
は
御
破
算
と
な

る
は
無
論
の
事
、
こ
の
身
が
失
脚
す

る
ば
か
り
か
、
容
堂
公
の
御
顔
を
潰

し
、
土
佐
一
国
も
世
間
の
笑
い
者
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
切
腹
も
の
だ
。

こ
の
場
合
、
立
場
の
軽
さ
が
龍
馬

の
最
大
の
武
器
で
あ
る
。
後
藤
は
龍

馬
を
利
用
す
る
立
場
と
し
て
、
紀
州

と
の
交
渉
前
に
、
龍
馬
と
や
り
合
う

事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後

藤
、
黒
幕
説
の
根
拠
が
加
わ
っ
た
。

結
局
、
後
藤
は
龍
馬
を
同
月
24
日

越
前
に
派
遣
し
、
紀
州
と
の
交
渉
を

終
え
る
と
龍
馬
の
帰
京
を
待
た
ず
し

て
土
佐
に
帰
藩
し
て
い
る
。
後
藤
は
帰

藩
前
夜
『
大
政
奉
還
』
の
建
白
書
の

副
書
に
連
名
の
寺
村
左
膳
や
神
山
佐

多
衛
、
福
岡
藤
次
（
孝
弟
）
等
、
在

京
土
佐
藩
幹
部
を
集
め
、
紀
州
と
の

交
渉
で
『
土
佐
商
会
』
が
賠
償
金
を

受
領
す
る
事
と
な
っ
た
と
報
告
し
た
。

彼
ら
は
、
伯
父
・
吉
田
東
洋
の
少
林
塾

で
共
に
学
び
、「
新
お
こ
ぜ
組
」
と
恐

れ
ら
れ
た
土
佐
藩
き
っ
て
の
俊
秀
で
あ

り
、
仲
間
で
あ
っ
た
。
＝（
下
）に
続
く

来
年
は
龍
馬
暗
殺
か
ら
１
５
０

年
と
な
る
。

坂
本
龍
馬
暗
殺
の
実
行
犯
は「
見

廻
組
」で
あ
る
、と
断
言
し
て
も
良

い
だ
ろ
う
。し
か
し
、彼
等
に
暗
殺

を
指
示
し
命
令
し
た
者
、
又
は
情

報
を
流
し
た
黒
幕
は
誰
な
の
か
？

慶
応
３
年
11
月
15
日
の
犯
行
当
時

よ
り
、
色
々
と
討
議
さ
れ
論
争
の

的
と
な
っ
て
き
た
が
、
今
だ
判
然

と
し
な
い
。

そ
こ
で
、私
な
り
の
考
察
を
述
べ

た
い
と
思
う
。

いろは丸。マストの蛇の目紋は大洲藩旗＝カット画・和田通博

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

私
の
テ
ー
マ

小島　博明

龍馬暗殺の謎・黒幕は誰だ ? 土佐藩犯人説への考察（上）

「龍馬と後藤象二郎」
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来賓挨拶

第８回龍馬学会総会・研究発表会

「夢新たに」テ
ー
マ

第
8
回
現
代
龍
馬
学
会
総
会
は
、
髙
松
清
之
・
新
事
務
局
長（
県
立
坂
本
龍
馬
記
念

館
長
）の
あ
い
さ
つ
か
ら
、前
事
務
局
長
で
あ
り
記
念
館
前
館
長
・
森
健
志
郎
さ
ん
へ
の

黙
祷
で
始
ま
っ
た
。そ
し
て
気
持
ち
新
た
に
、テ
ー
マ
「
夢
新
た
に
」
に
添
っ
た
発
表
を

展
開
し
た
。

薩
長
同
盟
１
５
０
年
の
今
年
、薩
摩
か
ら
は
網
谷
喜
行
さ
ん
、長
州
か
ら
は
古
城
春
樹

さ
ん
と
い
う
邂
逅
も
興
味
深
く
、他
に
京
都
、地
元
高
知
と
、7
人
の
発
表
や
講
演
は
充
実

し
た
も
の
と
な
っ
た
。ま
た
、小
学
校
校
長・川
﨑
さ
ん
の

発
表
で
は
、子
ど
も
龍
馬
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
参
加
者
で
あ
り
、

発
表
内
容
に
関
わ
る
高
知
市
立
一
ツ
橋
小
学
校
5
年
生
の

仁
井
田
紘
季
さ
ん
も
登
壇
。し
っ
か
り
と
意
見
を
述
べ
た
。

一
般
の
方
も
含
め
約
80
人
の
参
加
者
は
、発
表
に
耳

を
傾
け
、熱
心
な
質
問
が
相
次
い
だ
。引
き
続
き
行
わ
れ

た
交
流
会
で
も
、ひ
ざ
を
交
え
た
話
に
盛
り
上
が
っ
た
。

来
年
の
龍
馬
没
後
１
５
０
年
に
向
け
て
、学
会
の
新

た
な
歩
み
が
こ
こ
か
ら
ま
た
始
ま
っ
た
。

長宗我部火縄銃鉄砲隊の演武

宣　
　

言

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・現
代
龍
馬
学
会
は
、
平
成

二
十
一
年
四
月
の
発
足
か
ら
八
年
目
を
迎
え
、
県
内
外
か
ら

七
十
七
人
が
参
加
し
て
第
八
回
研
究
発
表
会
を
開
い
た
。

テ
ー
マ
は

「
夢
新
た
に
」。
国
の
内
外
で
相
次
い
で
問
題
が

起
こ
り
、
時
代
が
混
迷
を
深
め
て
い
る
今
、
龍
馬
の
人
と
思
想

を
見
つ
め
直
そ
う
と
し
た
も
の
だ
。

下
関
市
立
歴
史
博
物
館
の
古
城
春
樹
さ
ん
の
特
別
講
演

を
挟
ん
で
、
鹿
児
島
、
京
都
、
地
元
高
知
の
研
究
者
六
人
に
よ

る
熱
の
こ
も
っ
た
研
究
発
表
が
行
わ
れ
、
私
た
ち
は
多
く
の
こ

と
を
教
わ
っ
た
。

来
年
は
大
政
奉
還
か
ら
百
五
十
年
、
龍
馬
没
後
百
五
十

年
で
も
あ
り
、
幕
末
維
新
へ
の
関
心
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い

く
だ
ろ
う
。あ
ら
た
め
て
龍
馬
の
生
涯
と
思
想
に
学
び
、社
会

や
国
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。　

	

現
代
龍
馬
学
会
理
事

❷	

竹
内	

土
佐
郎	

氏

「
明
治
維
新
に
華
と
散
っ
た
安
田
の
志
士
た
ち
　

―
二
十
三
士
に
想
う
―
」

元
治
元
年
、
投
獄
さ
れ
た

土
佐
勤
皇
党
の
盟
主
・
武
市

半
平
太
の
釈
放
の
嘆
願
と
藩

政
改
革
を
求
め
て
、
野
根
山

の
岩
佐
関
所
へ
屯
集
し
た

２
３
７
人
の
う
ち
、
こ
れ
を
主
導
し
た
と
し
て
奈
半

利
川
原
で
斬
首
さ
れ
た
の
が
二
十
三
士
で
あ
る
。
清

岡
道
之
助
を
首
領
と
す
る
彼
ら
は
、
現
在
の
田
野
町
、

安
田
町
、
北
川
村
、
安
芸
市
、
室
戸
市
と
い
っ
た
安

芸
郡
下
の
郷
士
、
庄
屋
、
医
師
の
人
々
だ
っ
た
。
こ

の
な
か
か
ら
清
岡
治
之
助
な
ど
安
田
町
ゆ
か
り
の
７

人
を
取
り
上
げ
、
事
績
を
紹
介
し
た
。

	

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
名
誉
教
授（「
吉
田
」本
家
の
末
裔
）

❶	

網
屋	

喜
行	

氏

「
生
誕
２
０
０
年
！ 

吉
田
東
洋
は
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か

ー
坂
崎
紫
瀾
か
ら
、龍
馬
記
念
館
の
展
示
ま
で
ー
」

発
表
者
は
吉
田
家
本
家
の
末

裔
に
あ
た
り
、過
去
の
東
洋
研

究
お
よ
び
最
近
の
状
況
を
、一
昨

年
第
６
回
大
会
で
の
報
告
に
続

き
、更
に
深
く
考
察
さ
れ
た
。従

来
「
も
と
き
ち
」と
さ
れ
て
い
た
東
洋
の
通
称
（
元
吉
）が
、

東
洋
の
息
子
正
春
の
談
話
（
大
正
８
年
に
朝
日
新
聞
掲

載
）に
よ
る
と「
が
ん
き
ち
」と
ル
ビ
を
ふ
ら
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
、新
た
な
発
見
を
紹
介
さ
れ
た
。近
年
、龍
馬
記
念
館

で
も
東
洋
や
東
洋
周
辺
の
事
象
を
あ
つ
か
っ
た
企
画
展
を

開
催
し
た
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
、東
洋
研
究
が
さ
か
ん
に

な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
報
告
を
終
え
ら
れ
た
。

北
村
強
・
高
知
県
教
育

次
長
は
、「
11
月
1
日
は
高

知
県
教
育
の
日
。胸
の
バッ
ジ

は
そ
の
日
の“
龍
馬
さ
ん
”
ロ

ゴ
で
す
。龍
馬
学
会
の
開
催
は
心
強
く
、今
後
も
長
く

続
け
て
い
た
だ
き
た
い
」と
語
っ
た
後
、『
本
学
会
で
披

露
さ
れ
た
貴
重
な
研
究
成
果
が
今
後
の
研
究
の
進
展

に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
』と
い

う
田
村
壮
児
・
県
教
育
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
代
読
を

さ
れ
た
。

横
田
寿
生
・
高
知
市
教

育
長
は
、「
激
動
の
時
代
の

中
を
龍
馬
が
強
い
志
を
も
っ

て
生
き
た
こ
と
は
、現
代
の

状
況
や
子
ど
も
た
ち
の
育
成
に
も
通
じ
ま
す
。高
知
市

は
、子
ど
も
た
ち
が
土
佐
の
先
人
の
進
取
自
立
の
気
風

を
学
び
、夢
と
希
望
、強
い
志
を
持
って
、心
豊
か
に
た
く

ま
し
く
生
き
て
い
く
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。学
会
の

ま
す
ま
す
の
発
展
を
願
っ
て
い
ま
す
」と
語
っ
た
。 高知市教育長

横田	寿生	氏
高知県教育次長

北村	強	氏



3・現代龍馬学会

「薩長和解から盟約締結へ ―長州内部事情と語られない過程―」
長
州
内
部
事
情

国
の
内
部
を
見
て
い
き
た
い
。
長
州
と

一
括
り
に
言
っ
て
も
国
が
中
で
別
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
元
々
は
長
州
の
毛
利
家
に
渡

さ
れ
た
も
の
か
ら
内
分
分
知
さ
れ
た
も
の

に
な
る
が
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た

経
済
地
と
な
って
い
る
。

長
州
藩
の
近
世
史
を
や
る
方
と
い
う
の

は
大
体
萩
藩
・
長
府
藩
・
徳
山
藩
・
岩

国
藩
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
個
別

に
見
て
い
く
が
、
幕
末
史
に
な
る
と
何
故

か
い
き
な
り
長
州
藩
と
い
う
言
葉
で
ま
と

め
て
い
く
の
で
そ
の
辺
り
で
混
同
が
生
じ

て
い
る
よ
う
だ
。

長
州
内
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
も
、
と
に

か
く
仲
が
悪
い
。
唯
一、
萩
と
清
末
が
仲

が
良
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
だ

が
、
こ
れ
は
長
府
と
清
末
が
仲
が
悪
か
っ

た
の
で
そ
こ
に
上
手
く
萩
が
寄
って
行
き
、

清
末
に
財
政
的
な
援
助
を
す
る
こ
と
に

よ
って
、
清
末
は
萩
に
な
び
い
て
い
く
と
い

う
構
図
が
出
来
上
が
る
。
と
に
か
く
長

州
と
言
い
な
が
ら
内
部
で
は
ず
っ
と
仲
が

悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な

中
、
八
月
十
八
日
の
政
変
な
ど
を
経
て
同

じ
目
標
（
朝
敵
解
消
・
京
都
復
権
）
を

持
ち
つつ
段
々
近
づ
い
て
行
っ
た
。

第
一
次
征
長
と
薩
長
和
解
の
端
緒

政
府
は
薩
摩
に
周
旋
を
お
願
い
し

た
。
こ
こ
で
政
府
的
に
は
薩
摩
と
の
和

解
と
い
う
の
が
進
ん
で
い
る
が
、
一
方

で
武
力
を
持
っ
て
い
る
諸
隊
の
人
た
ち

は
こ
れ
に
対
し
て
反
対
を
唱
え
て
い
る

と
い
う
の
が
慶
応
元
年
の
状
況
で
あ
っ

下関市立歴史博物館
館長補佐

古城	春樹	氏
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
、長
府
藩
を
窓
口
と
し
た「
薩

長
和
解
」
へ
の
本
格
的
な
活
動
が
始
ま

る
。慶

応
２
年
、長
州
藩
の
朝
敵
解
消
に
向

け
た
薩
摩
藩
の
活
動
を
約
す
「
薩
長
盟

約
」が
結
ば
れ
る
。以
後
、薩
摩
藩
は
盟
約

を
履
行
。幕
長
間
の
避
戦
、朝
敵
解
消
に

向
け
た
活
動
を
展
開
す
る
。慶
応
３
年
つ

い
に
長
州
藩
は
朝
敵
の
立
場
が
解
消
さ

れ
、京
都
へ
戻
れ
る
こ
と
と
な
る
。

薩
長
和
解
に
関
わ
る
龍
馬
の
評
価

龍
馬
は
何
も
し
て
い
な
い
と
い
う
方
が

多
い
。
そ
の
時
代
に
ず
っ
と
関
わ
って
い
る

時
田
少
輔
が
慶
応
２
年
２
月
２
日
に
龍
馬

の
活
躍
を

「
良
馬
東
西
奔
走
ニ
而
薩
之
意
を
長

ニ
、
長
之
意
を
薩
ニ
告
く
、
遂
ニ
御
取
結

ニ
相
成
」

と
残
し
て
い
る
。

龍
馬
は
東
奔
西
走
し
て
、薩
の
意
を
長

に
、長
の
意
を
薩
に
告
げ
て
、薩
長
和
解

を
見
事
ま
と
め
た
と
い
う
の
が
実
際
そ
の

場
に
い
た
人
物
の
意
見
と
な
る
。

そ
し
て
も
う
一
点
。
今
後
龍
馬
研
究

を
さ
れ
る
方
は
、
長
州
と
言
う
一
つ
の

か
た
ま
り
で
見
る
よ
り
、今
後
は
「
萩
」

「
長
府
」
と
分
け
た
方
が
研
究
が
進
む

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

特
に
長
府
藩
と
龍
馬
の
関
係
と
い
う
の

は
相
互
支
援
、相
互
扶
助
関
係
と
言
え
る

ほ
ど
の
も
の

で
、そ
の
辺

を
見
て
い
る

と
龍
馬
の
手

紙
の
解
釈
の

仕
方
も
全

然
変
わ
っ
て

く
る
の
で
は

な
い
か
。

特別講演風景

特別講演

	

京
都
国
立
博
物
館
学
芸
部
列
品
管
理
室
長

❹	

宮
川	

禎
一	

氏

「
龍
馬
の
刀
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

京
都
国
立
博
物
館
が
恩
賜

京
都
博
物
館
で
あ
っ
た
昭
和
６

年
に
、郷
士
坂
本
家
の
子
孫
・

坂
本
弥
太
郎
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

「
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
」は
、

龍
馬
の
資
料
と
し
て
第
一級
の
価
値
を
も
ち
、大
部
分
が
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。報
告
の
な
か
で
は
、

龍
馬
ゆ
か
り
の
「
吉
行
」「
埋
忠
明
寿
」「
備
前
長
船
勝
光

宗
光
」の
３
本
の
刀
に
つ
い
て
、京
博
所
蔵
の「
吉
行
」「
埋

忠
明
寿
」を
中
心
に
現
状
を
紹
介
さ
れ
た
。特
に
、最
近

報
道
さ
れ
た「
吉
行
」の
科
学
的
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
、

刃
文
や
反
り
に
つい
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
。

	

土
佐
史
談
会
会
員

❸	

今
井	

章
博	

氏

「
大
町
桂
月
の
『
伯
爵
後
藤
象
二
郎
』
余
話
」

大
町
桂
月
が
『
伯
爵
後
藤

象
二
郎
』
を
著
し
た
の
は
大
正

三
年
十
月
で
あ
っ
た
が
、
坂
崎

紫
瀾
・
安
岡
雄
吉
・
福
地
源
一

郎
な
ど
、
複
数
人
の
稿
本
を
経

て
成
稿
に
い
た
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
報
告
で
は
そ

の
経
緯
に
触
れ
ら
れ
、
東
京
の
静
嘉
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
６
種
類
の
稿
本
か
ら
、
イ
カ
ル
ス
号
事
件
に
つ
い
て

の
記
述
の
差
異
な
ど
、
新
し
い
発
見
を
紹
介
さ
れ
た
。

来
年
に
は
大
政
奉
還
か
ら
１
５
０
年
を
迎
え
る
が
、
維

新
の
立
役
者
で
あ
っ
た
後
藤
象
二
郎
の
行
動
に
着
目
す
る

う
え
で
、『
伯
爵
後
藤
象
二
郎
』は
貴
重
な
資
料
と
な
る
。

稿
本
の
比
較
に
よ
っ
て
新
た
な
事
実
が
解
明
さ
れ
る
こ
と

の
重
要
性
を
あ
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
た
。

	

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
学
芸
課
長

❻	

前
田	

由
紀
枝	

氏

「
家
族
の
肖
像
③
『
坂
本
家
資
料
に
見
る“
坂
本
龍

馬
”』」

平
成
27
年
6
月
、
郷
士
坂

本
家
に
つ
な
が
る
坂
本
家
（
札

幌
市
）
に
長
年
保
管
さ
れ
て
い

た
資
料
の
全
容
を
調
査
し
、
多

く
の
未
見
資
料
を
発
見
し
た
。

坂
本
家
資
料
の
中
に
龍
馬
に
関
す
る
貴
重
な
記
述
が
見
つ

か
り
、
そ
の
詳
細
を
報
告
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
昨
年
龍

馬
記
念
館
で
公
開
し
た
、
坂
本
家
の
子
孫
が
所
蔵
す
る

脇
差
「
備
前
長
船
勝
光
宗
光
」
に
つい
て
も
紹
介
し
た
。

調
査
の
結
果
、今
ま
で
曖
昧
だ
っ
た
事
柄
が
明
確
に
な
っ

た
こ
と
が
大
き
な
成
果
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
し
て
調

査
予
定
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
報
告
を
終
え
た
。

	

高
知
市
立
一
ツ
橋
小
学
校
校
長

❺	

川
﨑	

弘
佳	

氏

「
子
ど
も
・
龍
馬
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

『
世
界
に
折
り
鶴
を
送
ろ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』」

一
ツ
橋
小
学
校
で
は
、平
成

26
年
夏
休
み
子
ど
も
・
龍
馬

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
４
年

生
が
発
起
人
と
な
っ
て
仲
間

を
集
め
、「
平
和
を
願
っ
て
折

り
鶴
を
折
り
、ハ
ワ
イ
に
送
り
た
い
」と
校
長
に
相
談
し

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、ハ
ワ
イ
へ
折
り
鶴
を
送
る
こ

と
に
な
っ
た
。そ
の
経
緯
や
ハ
ワ
イ
と
の
交
流
、現
地
の

高
校
生
が
、パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
に
あ
る
ア
リ
ゾ
ナ
記
念
館

で
来
館
者
に
平
和
の

折
り
鶴
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
す
る
な
ど
、活
動
の

輪
が
広
が
っ
て
い
く

現
状
を
報
告
さ
れ
た
。

意見を述べる
仁井田紘季さん
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コラム・龍馬のこと

龍馬と万次郎のお二人、『出会った！』と云うこと
は史実記載からは出てこない。なぜなら、脱藩浪人
で追われる身の龍馬、片や幕府監視のもとで行動せざ
るを得なかった万次郎、大手を振って会えるはずもな
い。ほぼ 10 歳違いの同郷でもあり、人生とは不思議
なもので、船で遭難しなければ土佐の漁師で一生を終
えていただろうし、龍馬も土佐に留まっていれば一介
の下級武士か商人で幕を閉じていたに違いない。そ
んな二人が新しい日本の国造りに関わり合っていくの
も、また不思議である。
龍馬は、万次郎取り調べの際に携わった河田小龍か
ら現実の世界観を指南いただいたとされるが、人並み
外れたバイタリティーと好奇心の龍馬が「是非会いた
い！」と思うのも自然の成り行きかもしれない。江戸
でも長崎でも二人の滞在時期は重なり合う。
もしも。ある夜、仲介人を通して料理旅館の片隅で
会ったとする。
『万次郎さん、アメリカの議会とか選挙とはどんなもん
ぜよ？』『アメリカは議会制民主主義の国家であり・・・・。』
『じゃ～！大統領ちゅうんは、選ばれて決まるんかいの
～！』こんな会話が小部屋の片隅で囁かれたかと。人は
少なからずまた聞きだけでは決意できるものではない。
『百聞は一見にしかず』その夜、一晩中万次郎の言葉が
龍馬の頭の中を駆け巡ったに違いない。

「龍馬とジョン万次郎」
江上　英治

“ 話してみるかよ ”

「坂本龍馬、脱藩の道は果たして・・・。」
坂本　世津夫

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
二
十
六
）
ー

「
０
０
７
は
二
度
死
ぬ
」

宮 

川
　
禎 

一

た
ま
に
衛
星
放
送
で
古

い
映
画
を
観
る
が
、
文
化
史

的
に
も
面
白
い
。
マ
ン
ネ
リ

が
指
摘
さ
れ
る
渥
美
清
の

寅
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
も
現
在

の
眼
で
観
直
せ
ば
細
部
に

日
本
各
地
の
そ
の
時
代
の

風
景
が
映
っ
て
い
て
興
味

深
い
。
盆
と
正
月
向
け
の
娯

楽
作
品
だ
っ
た
が
、
30
年
も

経
て
ば
立
派
な
歴
史
史
料

だ
。
沢
田
研
二
と
田
中
裕

子
が
恋
を
す
る
『
花
も
嵐
も
寅
次
郎
』

（
１
９
８
２
年
）
で
は
昭
和
五
十
年
代

の
別
府
の
賑
わ
い
や
湯
平
温
泉
の
様

子
が
映
っ
て
い
て
、
大
分
県
出
身
者
と

し
て
は
感
慨
深
い
も
の
だ
っ
た
。

坂
本
龍
馬
も
の
で
い
え
ば
１
９
７
０

年
制
作
の『
幕
末
』を
観
た
が
、中
村
錦

之
助
が
龍
馬
を
、吉
永
小
百
合
が
お

り
ょ
う
を
、三
船
敏
郎
が
後
藤
象
二
郎

を
、仲
代
達
矢
が
中
岡
慎
太
郎
を
演
じ

て
い
て
重
厚
だ
。司
馬
遼
太
郎
の「
竜

馬
が
ゆ
く
」の
影
響
を
強
く
受
け
た
映

画
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
に「
龍
馬
」の
名
前

が
な
い
の
は
事
情
が
あ
っ
た
た
め
か
。

英
国
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ン
ド
シ

リ
ー
ズ
の
う
ち
『
０
０
７
は
二
度
死

ぬ
』（
シ
ョ
ー
ン
・
コ
ネ
リ
ー
主
演
、

１
９
６
７
年
）
も
最
近
観
た
が
、
荒

唐
無
稽
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
さ
て
お

き
、
そ
こ
に
映
っ
た
日
本
の
高
度
成
長

期
の
街
の
風
景
に
心
を
動
か
さ
れ
た
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ン
ド
が
海
女
の
ボ
ン

ド
ガ
ー
ル
（
浜
三
枝
）
と
和
風
の
結
婚

式
を
挙
げ
る
様
子
や
姫
路
城
で
の
大

掛
か
り
な
ロ
ケ
な
ど
見
所
が
多
い
。
日

本
の
公
安
調
査
局
の
ボ
ス
、
タ
イ
ガ
ー

田
中
（
丹
波
哲
郎
）
も
姿
勢
が
良
く
て

格
好
良
い
（
コ
ネ
リ
ー
は
猫
背
）。

と
く
に
魅
か
れ
た
の
は
悪
の
組
織

が
ロ
ケ
ッ
ト
の
秘
密
基
地
を
置
い
た

の
が
霧
島
火
山
群
の
新
燃
岳
の
噴
火

口
の
内
部
だ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
の
向

こ
う
側
に
は
高
千
穂
峰
も
よ
く
見
え

て
い
る
。
龍
馬
と
お
り
ょ
う
が
登
っ
た

山
だ
。
シ
ョ
ー
ン
・
コ
ネ
リ
ー
が
浜
三

枝
の
手
を
引
い
て
火
山
を
登
る
シ
ー

ン
は
龍
馬
と
お
り
ょ
う
の
姿
そ
の
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
映
画
制
作
者
に

そ
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
も
な
い

が
、
つ
い
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
古
い
映

画
も
二
度
観
る
と
面
白
い
と
い
う
話

で
あ
る
。

２年ほど前、土佐を脱藩して伊予にきた。
現在は西予市に住んでいるが、西予市は梼原
町と隣接し（城川町、野村町）、まさに坂本龍
馬が脱藩した土地である。今回の脱藩は、愛
媛県から故郷である高知県南国市のことを考
える良い機会である。私の研究は「坂本龍馬」
ではなく、長宗我部元親と関わりが深かった明智
光秀、明智光春、石谷頼辰、斉藤内蔵助利三、春
日局などの時代である。日本を今一度洗濯しなけ
ればならない時期に、何の因縁か、龍馬と同じく
伊予に脱藩することになった。南予、宇和島周辺
は美濃衆とのかかわりも深いようである。

先祖の言い伝えでは、我が先祖は坂本太郎五郎の出身地である山城の国
ではなく、南予から来たというのである。確かに、山城の国からきたので
あれば家紋は「桔梗」だろうが、我が家紋は「橘」である。しかし、南予
には橘が非常に多い。そして、西予市野村町には昔、坂本城もあったとの
ことである。野村の酒文化は、土佐の酒文化とまるで同じであり、愛媛県
内でも野村だけだそうだ。
野村町の隣の城川町には龍澤寺という曹洞宗の大きな寺があり、長宗我
部元親は伊予を攻める時に滞在したようである（天正５年頃？）。また、城
川町の土居には、紀貫之の墓というものもある。鬼北町や松野町にも坂本
の姓は多い。そのような関係者が多い土地（南予）で、果たして坂本龍馬
はどの道を選んだのか？
５月には、「龍馬は八幡浜から船に乗った」という発表もあった。

坂本龍馬筆「霧島山登山図」
（慶応２年12月４日 乙女宛 京博蔵）
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