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博物館教育
歴史資料を「鑑賞」する ?!

河村　章代

私
の
テ
ー
マ

「
私
が
？
」
―
本
稿
の
依
頼
へ

の
私
の
第
一
声
で
す
。
私
は
、
学

芸
専
門
員
と
い
う
職
名
で
坂
本
龍

馬
記
念
館
に
勤
務
し
て
お
り
ま
す

が
、
歴
史
学
専
攻
で
は
な
く
（
美

術
“
史
”
専
攻
で
は
あ
り
ま
し

た
が
…
）担
当
業
務
も
企
画
広
報
、

教
育
普
及
で
す
。
そ
ん
な
私
に
、

な
ぜ
白
羽
の
矢
が
…
。

「
鑑
賞
」
と
は
「
深
く
味
わ
う
事
」

聞
け
ば
、
渋
谷
先
生
が
ご
推
薦
く

だ
さ
っ
た
と
の
こ
と
。
先
生
と
初
め

て
お
会
い
し
た
の
は
15
年
ほ
ど
前
、

私
が
県
立
美
術
館
に
勤
務
し
、
開
館

10
周
年
記
念
の
展
覧
会「
河
田
小
龍
ー

幕
末
土
佐
の
ハ
イ
カ
ラ
画
人
」
展
を

担
当
し
た
頃
、
先
生
が
小
龍
の
資
料

調
査
に
お
見
え
に
な
っ
た
時
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。
渋
谷
先
生
の
ご
推
薦

な
ら
…
…
と
畑
違
い
は
承
知
の
上
で

す
が
、
謹
ん
で
お
請
け
し
た
次
第
で

す
。さ

て
、そ
の
「
河
田
小
龍
」
展
会
期

中
、
ア
メ
リ
ア
・
ア
レ
ナ
ス
氏
に
よ
る

対
話
型
鑑
賞
に
つ
い
て
の
講
演
会
が

あ
り
ま
し
た
（
ア
レ
ナ
ス
氏
は
対
話

型
鑑
賞
の
第
一
人
者
で
す
）。
対
話
型

鑑
賞
と
は
、
作
品
の
解
釈
や
知
識
を

「
一
方
的
に
」
鑑
賞
者
に
教
え
る
の
で

は
な
く
、
鑑
賞
者
の
感
想
や
意
見
を

重
視
し
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
は
か
る
…
と
い
う
鑑
賞
方

法
で
、
当
時
は
（
現
在
も
）
各
地
で

盛
ん
に
研
究
、
実
践
が
さ
れ
、
筆
者

も
出
前
授
業
な
ど
で
行
っ
て
お
り
ま

し
た
。

も
う
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
、
私
の

研
究
テ
ー
マ
は
博
物
館
教
育
、
主
と

し
て
鑑
賞
教
育
、
な
か
で
も
「
対
話

型
鑑
賞
」
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

対
話
型
鑑
賞
は
主
に
美
術
作
品
を
対

象
に
、作
品
の
「
解
説
」
よ
り
、鑑
賞

者
自
身
が「
ど
う
感
じ
る
か
」を
大
切

に
し
、
作
品
鑑
賞
を
通
じ
た
参
加
者

間
の
交
流
を
大
事
に
す
る
鑑
賞
法
で

す
。
画
面
に
見
え
る
も
の
等
を
各
々

発
言
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
意
見
交

換
に
す
す
み
ま
す
。
他
者
の
発
言
に

「
な
る
ほ
ど
」「
そ
う
か
な
」と
思
い
な

が
ら
、
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
き

ま
す
。
鑑
賞
を
通
じ
て
、
色
々
な
感

想
や
意
見
を
聴
く
こ
と
で
、「
自
分
と

は
違
う
意
見
の
人
が
い
る
」
こ
と
に

気
づ
き
、
認
め
合
う
こ
と
か
ら
、
対

話
型
鑑
賞
は
観
察
力
や
批
判
力
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
む
こ
と

が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
鑑
賞
」
と
は
「
深
く
味
わ
う
こ

と
」
で
す
。
作
者
や
制
作
年
を
覚
え

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

「
鑑
賞
」
に
必
要
な
の
は
「
自
分
で
感

じ
る
、考
え
る
力
」
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。「
わ
か
ら
ん
」
も
、
自
分
が

そ
う
感
じ
た
な
ら
鑑
賞
で
す
。
歴
史

資
料
は
美
術
作
品
と
は
違
う
、
鑑
賞

は
無
理
、と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、歴
史

資
料
も
美
術
作
品
も
「
何
が
見
え
る

か
、ど
ん
な
感
じ
を
受
け
る
か
」
を
入

口
に
「
深
く
味
わ
う
こ
と
」
は
可
能

で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
ま
す
。

龍
馬
の
書
簡
を
み
て
、
内
容
は
わ
か

ら
な
く
と
も「
味
わ
い
の
あ
る
字
」と

思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
「
鑑
賞
」
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
現
代
語
訳

を
読
ん
だ
り
、
読
め
そ
う
な
字
を
探

し
た
り
、
紙
の
長
さ
や
署
名
の
違
い

を
他
の
資
料
と
比
べ
た
り
…
色
々
な

楽
し
み
方
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
時
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
や
他
の

人
と
の
対
話
を
通
じ
て
資
料
の
面
白

さ
を
発
見
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
、

歴
史
資
料
で
の
対
話
型
鑑
賞
と
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で

興
味
を
持
っ
た
う
え
で
、
内
容
や
時

代
背
景
を
自
分
で
調
べ
る
と
、
人
の

解
説
を
た
だ
聞
い
て
い
る
と
き
よ
り

も
10
倍
頭
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

ひ
と
り
対
話
型
鑑
賞

そ
う
と
は
い
え
、
鑑
賞
に
知
識
や

情
報
は
全
く
不
要
と
は
決
し
て
思
い

ま
せ
ん
。
知
識
や
情
報
が
あ
れ
ば
よ

り
深
く
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
に
頼
る

と
、知
ら
な
い
資
料
に
出
会
う
と
「
わ

か
ら
ん
、
無
理
」
と
思
考
停
止
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
！
そ
れ

よ
り
も
、
自
分
の
知
ら
な
い
資
料
を

前
に
し
た
と
き
、
自
分
の
五
感
と
想

像
力
を
フ
ル
回
転
さ
せ
る
技
、
情
報

収
集
す
る
技
、
ほ
か
の
人
の
感
じ
方

や
意
見
に
も
耳
を
傾
け
、
で
き
れ
ば

意
見
交
換
で
き
る
技
を
持
っ
て
い
る

ほ
う
が
、
楽
し
く
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
技
を
み
が

く
の
が
「
対
話
型
」
だ
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
り
で
見
て
い
る
時
で
も
、
頭
の

中
で「
ひ
と
り
対
話
型
鑑
賞
」を
し
て

い
く
と
、
鑑
賞
の
楽
し
み
が
ぐ
ん
と

拡
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
対
話
型
鑑
賞
を
入
口
に
資

料
へ
の
興
味
、
関
心
を
深
め
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
の
で
す
。

常
設
展
示
室
の
た
く
さ
ん
の
龍
馬

の
書
簡
ー
見
る
人
の
感
性
や
情
報

量
、
龍
馬
フ
ァ
ン
度
に
よ
っ
て
感
じ

方
は
千
差
万
別
で
し
ょ
う
。
知
識
や

情
報
を
得
る
だ
け
な
ら
書
籍
で
も
で

き
ま
す
。
博
物
館
な
ら
で
は
、
の
資

料
を
実
際
に
見
た
と
き
の
感
覚
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
感
性
と
知
性
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
っ
た
博
物
館
の
楽
し
み

方
、歴
史
に
親
し
む
入
口
と
し
て
、歴

史
資
料
の
「
対
話
型
鑑
賞
」
が
な
ん

と
か
で
き
な
い
か
な
あ
、
と
日
々
考

え
て
い
ま
す
。

県美の学芸員時代、来館した小学生と一緒に収蔵作品を
鑑賞しているところです。（写真提供：高知県立美術館）
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「龍馬研究のハブ機能」を担う館へ
　～龍馬との関わりを追求する～ 龍馬記念館 館長 髙松  清之 さん

放
映
の
前
年
（
２
０
０
９
年
度
）
が

約
25
万
人
、
放
映
年
（
２
０
１
０
年

度
）
が
44
万
人
、
翌
年
（
２
０
１
１

年
度
）
も
約
23
万
人
だ
っ
た
と
い
う

か
ら
驚
き
だ
。

髙
松
館
長
の
ご
先
祖
様
の
話

龍
馬
が
敬
愛
し
た
と
い
う
髙
松
順

蔵
（
龍
馬
の
長
姉
・
千
鶴
の
夫
）
さ
ん
。

そ
の
弟
・
髙
松
勇
蔵
さ
ん
の
末
裔
に

あ
た
る
の
が
館
長
さ
ん
。
髙
松
家
9

代
・
郷
士
初
代
の
髙
松
平
次
右
衛
門

清
廉
か
ら
数
え
て
17
代
目
、
勇
蔵
清

則
か
ら
数
え
る
と
5
代
目
に
な
る
と

い
う
。

髙
松
順
蔵
は「
い
ご
っ
そ
う
」だ
っ

た
ら
し
い
。
儒
学
者
と
し
て
の
力
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
和
歌
や
剣
に
も

優
れ
て
い
た
と
い
う
逸
話
が
残
る
。

容
堂
公
か
ら
も
招
聘
の
話
が
あ
っ
た

が
応
じ
ず
、
弟
の
勇
蔵
に
家
督
を

譲
っ
て
隠
居
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
順
蔵
の
次
弟
・
濤
亭
（
と
う

て
い
）
さ
ん
も
華
岡
青
洲
の
門
下
生

で
あ
り
、
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を

学
ん
だ
優
れ
た
医
者
で
あ
っ
た
と
い

う
。
城
下
で
開
業
し
、
お
抱
え
医
の

話
も
あ
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
固
辞
し

て
安
田
に
帰
っ
た
と
の
こ
と
。
髙
松

に
は
ど
う
も
「
い
ご
っ
そ
う
」
が
多

い
よ
う
だ
。

勇
蔵
さ
ん
は
、
館
長
か
ら
遡
る
こ

と
4
代
。
お
じ
い
さ
ん
の
お
じ
い
さ

ん
と
い
う
関
係
。（
別
掲
：
家
系
図

参
照
）。「
歴
史
の
専
門
家
で
も
な
い

私
に
龍
馬
記
念
館
の
館
長
に
就
任
せ

よ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
ご
縁

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か･･･

。」

と
い
う
館
長
の
つ
ぶ
や
き
に
繋
が
る
。

髙松清之館長さんは、「やり手の県庁マン」だった
と思う。挨拶などをお願いした時に「何分ぐら

いの挨拶をしたらいいかな？」とすぐに聞き返される
ことなどから直感的に感じる。「あ、だったら原稿用
紙3枚分ね。了解。」と。
2016 年春、館長就任後 2か月ぐらいの時に、龍
馬関係のある団体の会合で講師を務められたことが
あった。講話の中身は「坂本家と髙松のつながり」と
いったもので、ご先祖様と龍馬、そしてご自身の繫が
りという興味深い内容で30分ほど述べられた。でき
れば現代龍馬学会の研究発表会においてもぜひお願
いしたいと考えている。きっと、その時も「40分か
ね。じゃあ、原稿用紙 20枚かな。」と即答されるこ
とだろう。

髙
松
館
長
と
龍
馬
記
念
館

―
―
―
　
髙
松
館
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。
就
任

3
年
目
、
新
館
の
建
設
、
2
0
1
8
年
4
月
21
日
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
。
続
い
て
6
月
16
日
に
は
、

わ
ず
か
2
か
月
足
ら
ず
で
「
入
館
者
5
万
人
を
達
成
」。

9
月
1
日
に
は
「
10
万
人
に
到
達
」、
そ
れ
よ
り
前
の

7
月
15
日
に
は
1
9
9
1
年
の
開
館
以
来
27
年
目
で

「
4
0
0
万
人
の
入
館
者
達
成
」
と
記
録
続
き
の
毎

日
の
中
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
。（
聞

き
手
：
宮
英
司
）

髙
松
館
長
と
龍
馬
記
念
館
と
の
接
点
を
尋

ね
る
と
、
間
髪
を
入
れ
ず
に
、
県
庁
勤
務
時

代
の
観
光
部
副
部
長
職
の
折
（
２
０
０
８
年
）、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
の
「
龍
馬
伝
」
の
放

映
決
定
の
こ
と
が
出
て
き
た
。
そ
の
決
定
に

あ
わ
せ
て
駅
前
パ
ビ
リ
オ
ン
・
幕
末
志
士
社

中
の
建
設
、
そ
し
て
「
土
佐
・
龍
馬
で
あ
い
博
」

の
企
画
・
準
備
等
を
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
う
い

え
ば
、
こ
の
時
期
の
龍
馬
記
念
館
は
す
さ
ま

じ
い
入
館
ラ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
と
聞
く
。
通
常

の
入
館
者
が
年
間
12
〜
13
万
人
の
と
こ
ろ
、

新
装
な
っ
た
龍
馬
記
念
館

髙
松
館
長
に
新
し
い
記
念
館
の
イ

チ
押
し
を
尋
ね
て
み
ま
し
た
。

①
常
設
展
示
室

龍
馬
の
真
筆
を
は
じ
め
本
物
の
資

料
が
数
多
く
並
ぶ
展
示
を
実
現
し
た
。

幕
末
動
乱
の
始
ま
り
か
ら
龍
馬
の
死

ま
で
を
順
番
に
眺
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。
い
つ
の
間
に
か
、
幕
末
の

学
習
が
進
み
、
龍
馬
の
思
い
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
な
展
示
に
な
っ
て

い
る
。
ぜ
ひ
、
時
間
を
か
け
て
見
学

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

②
海
の
見
え
る
・
ぎ
ゃ
ら
り
い

太
平
洋
を
眼
下
に
見
下
ろ
す
最
高

の
ポ
イ
ン
ト
。
観
覧
の
半
ば
で
少
し

休
憩
を
し
て
も
ら
う
の
に
も
最
適
の

場
所
。
ゆ
っ
た
り
と
太
平
洋
を
眺
め

て
い
る
と
い
つ
の
間
に
か
疲
れ
が
と

れ
て
い
く
。

③
幕
末
写
真
館

幕
末
を
生
き
抜
い
た
人
々
の
写
真

を
よ
く
あ
れ
だ
け
集
め
ら
れ
た
も
の

だ
と
感
心
す
る
。
学
芸
員
の
苦
労
も

並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思

う
。
残
念
な
が
ら
図
書
へ
の
収
録
や

来
館
者
の
方
々
が
撮
影
す
る
許
可
を

い
た
だ
い
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
幕

末
写
真
館
で
眺
め
て
い
た
だ
く
し
か

な
い
が
、
歴
史
通
の
方
で
も
何
人
か

は
全
く
の
初
見
の
方
が
い
る
は
ず
…
。



3・現代龍馬学会

（
後
妻
）

髙

髙髙

十
二

話題人
インタビュー
話題人
インタビュー「龍馬研究のハブ機能」を担う館へ

　～龍馬との関わりを追求する～
新
し
い
龍
馬
記
念
館
の
使
命

初
代
の
小
椋
克
己
館
長
が
「
龍
馬
の
入
り

口
」
を
創
っ
た
。
二
代
の
森
健
志
郎
館
長
が

「
龍
馬
の
殿
堂
」
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
次
は
、

「
龍
馬
研
究
の
ハ
ブ
機
能
」
を
担
う
こ
と
の
で

き
る
館
に
成
長
さ
せ
て
い
き
た
い
と
抱
負
を

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。（
ハ
ブ
＝
活
動
の
拠
点
）

こ
れ
か
ら
の
記
念
館
は
質
量
と
も
に
高
い

も
の
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
「
博
物
館

類
似
施
設
」
だ
っ
た
記
念
館
は
、
今

回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、「
博

物
館
相
当
施
設
」
と
な
っ
た
。

開
館
当
初
（
１
９
９
１
年
）、
所

蔵
資
料
は
30
点
く
ら
い
だ
っ
た
。

２
０
１
９
年
2
月
現
在
は
１
１
０
０

点
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
資
料
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
も
進
め
て
い
る
。

ま
た
今
後
は
、
学
芸
員
の
体
制
も
さ

ら
に
充
実
さ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
蓄

☆
髙
松
清
之
（
た
か
ま
つ
・
き
よ
ゆ
き
）

1
9
5
3
年　

高
知
県
生
ま
れ

中
央
大
学
法
学
部
卒
業

1
9
7
6
年　

高
知
県
庁
に
入
庁

農
林
部
、
総
務
部
、
企
画
部
等
を
経
て
、
人
事
企
画

課
長
、
政
策
推
進
課
長
、
観
光
部
副
部
長
、
商
工
労

働
部
長
、
危
機
管
理
部
長
を
歴
任
。

2
0
1
4
年　

高
知
県
庁
を
定
年
退
職

2
0
1
4
年　

高
知
県
信
用
保
証
協
会
会
長

2
0
1
6
年　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
長
に
就
任
。

p r o f i l e

積
を
活
か
し
つ
つ
、
博
物
館
と
し
て

の
活
動
を
広
く
、
深
く
し
て
い
き
た

い
。現

代
龍
馬
学
会
の
み
な
さ
ん
へ

現
代
龍
馬
学
会
の
み
な
さ
ん
に
は
、

記
念
館
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
と
は

違
う
新
し
い
展
開
を
考
え
て
ほ
し
い
。

ま
た
、
龍
馬
学
会
だ
け
で
な
く
、
各

地
の
史
談
会
や
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
関

係
の
会
は
さ
ら
に
裾
野
を
広
げ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
差
し

掛
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
龍
馬
学
会

も
頭
に
「
現
代
」
が
つ
い
て
い
る
意

味
を
考
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
。
幅
広
く
、
間
口
を
広
げ
て
龍
馬

と
の
関
わ
り
を
追
究
す
る
。
学
会
設

立
の
精
神
に
立
ち
返
っ
て
、
会
員
一

人
ひ
と
り
が
自
ら
の
役
割
を
確
認
し

て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
ろ
う
。
こ
れ

か
ら
も
総
会
・
研
究
発
表
会
だ
け
で

な
く
、
理
事
会
や
例
会
を
通
じ
て
会

員
相
互
の
交
流
を
活
性
化
さ
せ
て
い

き
た
い
。

※
龍
馬
記
念
館
も
現
代
龍
馬
学
会

も
、
新
し
い
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。

髙
松
館
長
さ
ん
の
先
を
見
通
し
た
お

話
を
参
考
に
し
て
確
か
な
歩
み
を
進

め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
七
）
ー

『
幕
末
太
陽
傳
』
の
こ
と

宮
川　

禎
一

お
正
月
前
後
に
放
送
さ
れ
た
古
い
映

画
を
録
画
し
て
、
休
日
に
ま
と
め
て
観
た

の
だ
が
、﹃
幕
末
太
陽
傳
﹄
が
面
白
過
ぎ

た
の
で
、
用
意
し
て
い
た
原
稿
を
飛
ば
し

て
、
こ
の
映
画
に
つ
い
て
書
き
た
い
。
日

活
が
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に

制
作
し
た
こ
の
モ
ノ
ク
ロ
映
画
は
筆
者
が

生
ま
れ
る
前
、
も
う
六
十
年
以
上
も
前

の
作
品
だ
が
、
日
本
映
画
の
名
作
ラ
ン
キ

ン
グ
で
常
に
上
位
に
あ
る
も
の
だ
。
し
か

し
名
前
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
こ
れ
ま
で

観
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
が
自
分
史
的
に

悔
や
ま
れ
る
。

江
戸
の
古
典
落
語
の
い
く
つ
か
を
題
材

に
、
文
久
二
年
の
品
川
宿
の
「
相
模
屋
」

と
い
う
遊
郭
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
軽
快

な
人
間
絵
巻
だ
。
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
が
主
役

だ
が
、
こ
ん
な
役
者
だ
っ
た
の
か
と
大
い
に

感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
御
殿
山
の
英
国
公

使
館
の
工
事
現
場
を
焼
き
討
ち
す
る
長

州
藩
士
ら
も
登
場
す
る
。
若
い
石
原
裕

次
郎
が
高
杉
晋
作
を
演
じ
て
い
る
が
、はっ

き
り
いっ
て
添
え
物
だ
。
戦
後
の
作
品
ら

し
く
反
長
州
的
な
匂
い
も
あ
る
。
な
ん
と

いっ
て
も
時
代
劇
全
盛
時
代
の
良
さ
が
溢

れ
て
い
る
。
遊
郭
の
豪
華
な
セ
ッ
ト
や
品

川
の
海
辺
、食
物
調
度
小
物
、着
物
を
さ
っ

と
着
る
俳
優
の
所
作
に
い
た
る
ま
で
す
み

ず
み
に
神
経
が
い
き
と
ど
い
て
い
る
。
幕

末
の
遊
郭
に
本
当
に
居
る
よ
う
だ
。
私
の

よ
う
な
昭
和
後
半
世
代
か
ら
見
れ
ば
ベ
テ

ラ
ン
女
優
だ
っ
た
方
々
も
皆
さ
ん
若
く
て

美
し
い
。
道
で
背
伸
び
す
る
野
良
犬
も

名
演
技
だ
。
面
白
い
だ
け
で
な
く
何
か

人
間
の
哀
し
み
を
え
ぐ
る
部
分
も
伝
わ
っ

て
く
る
名
作
で
あ
る
。

映
像
に
携
わ
る
人
な
ら
こ
の
映
画
の
影

響
を
必
ず
受
け
た
は
ず
だ
。
そ
の
代
表

例
は
宮
崎
駿
の﹃
千
と
千
尋
の
神
隠
し
﹄

の
湯
屋
で
あ
ろ
う
。
ま
た
昨
年
の
大
河
ド

ラ
マ
﹃
西
郷
ど
ん
﹄
で
ひ
ー
様
（
一
橋
慶

喜
）
と
西
郷
吉
之
助
が
や
り
あ
う
遊
郭

の
設
定
に
も
影
響
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

す
で
に
こ
の
映
画
を
ご
覧
に
な
って
い
る

方
々
か
ら
は
「
今
頃
遅
い
ん
だ
よ
」
と
言

わ
れ
そ
う
だ
が
、
ま
だ
観
て
い
な
い
人
に

言
い
た
い
。「
面
白
い
で
す
。
御
覧
下
さ

い
」
と
。

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
〒 781-0262 高知市浦戸城山 830

TEL（088）841- 0001　FAX（088）841- 0015
mail:gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

コラム・龍馬のこと

坂本龍馬と言えば、中岡慎太郎と共に東奔西走して薩摩藩の西
郷隆盛、長州藩の桂小五郎らの大物を動かし、薩長同盟を成立さ
せ新しい明治の時代をもたらしたことに思いを馳せる。
龍馬の討幕への始まりは、指導者武市半平太の土佐勤王党に入
党してからである。同志坂本龍馬と中岡慎太郎の二人が武市半平太
の家を訪れた時の逸話がある。半平太の妻富子が言うには「慎太郎
さんは、大変に行儀のよい方で部屋に通られても容姿を崩されたこ
とはなく、柿などをむいて勧めても辱のうござると言われるだけで、
手を出そうともされなかった。それに比べ坂本さんは、たいそう無
遠慮な方で、こちらが勧めもしないのに勝手に取って、皮もむかず
に食べられる方でした」と。また或る日のこと、龍馬が半平太の家
の庭先で放尿しているところを見た富子は、半平太に注意をと言うと
「放っておけ龍馬は国を動かす男だ」と言って何も言わなかった。龍
馬は磊落で、慎太郎は実直な性質の持ち主であったようである。
龍馬は、身分差別の激しく保身的な幕藩体制を崩し、民主的な
新しい国づくりを考えていたのである。その為に龍馬は「薩摩藩と
長州藩との同盟を実現させ、強力な討幕勢力を作りたい」という大
きな目標を持っていた。今の幕府には、この国の舵取りはできない、
薩長同盟を何んとしてでも実現させて大政奉還にもっていきたいと
強く思っていた。龍馬は慎太郎と尽力した会見が一度は失敗したが、
西郷によく話をして了解いただくことになった。
慶応二年（一八六六）一月二十一日、薩摩藩の西郷と長州藩の桂
は、密約を交わして薩長同盟は成立したのである。
これも磊落な龍馬の社交術と行動力によるものであった。

「磊落な龍馬」
竹内 土佐郎

「東海道五拾三次之内　品川」　
歌川広重画　19 世紀前半

第11回
高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会 研究発表会

テーマ  「龍馬の生きた時代を考える」
 日　時　2019年５月25日(土) 10:00～17:20（会員総会9:20～）
会　場　高知県立坂本龍馬記念館 新館ホール
定　員　120名（参加無料･要申込）

【特別講演】10:10～

宮川 禎一  氏　（京都国立博物館 上席研究員）

「寺田屋登勢と坂本龍馬 ― 登勢の手紙の真意 ―」

【研究発表】
11:40～　亀尾 美香 氏 （坂本龍馬記念館主任学芸員）
　「岡崎菊右衛門日記にみる幕末の土佐」
14:00～　今井 章博 氏 （高知近代史研究会会長･土佐史談会副会長）
　「龍馬十五年忌祭をめぐる元海援隊士達の動向（仮題）」
15:00～　佐竹 敏彦 氏 （龍馬脱藩祭代表）
　「龍馬のこころを伝えたい」
16:10～　広井 護 氏 （土佐中高等学校国語教師）
　「『竜馬がゆく』のスリルとサスペンス」

参加ご希望の方は現代龍馬学会事務局までお申込みください｡

【お申込み・お問合わせ】
高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会事務局
電 話 088︲841︲0001　　F A X　088︲841︲0015
MAIL gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp


