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「龍馬と薩摩藩
近代を切り開いた組織力」

筆
者
が
学
芸
員
と
し
て
勤
め
て

い
る
「
龍
馬
の
生
ま
れ
た
ま
ち
記

念
館
」
で
は
、今
春
、企
画
展
「
群

像
か
ら
見
る
幕
末
史 vol.1  

龍
馬

と
薩
摩
藩
　
近
代
を
切
り
開
い
た

組
織
力
」
を
開
催
し
た
。
昨
年
の

大
河
ド
ラ
マ
の
記
憶
も
新
し
い
薩

摩
藩
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
同

藩
及
び
坂
本
龍
馬
と
そ
の
同
志
た

ち
が
明
治
維
新
に
果
た
し
た
役
割

を
追
う
内
容
で
あ
る
。

幕
末
と
国
防
思
想

明
治
維
新
に
土
佐
藩
や
薩
摩
藩
が

貢
献
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
が
、そ

の
際
に
語
ら
れ
や
す
い
の
が
、
龍
馬
や
西

郷
隆
盛
と
いった「
英
雄
」に
よって
新
時

代
が
作
ら
れ
た
と
い
う
史
観
で
あ
る
。だ

が
、
龍
馬
や
西
郷
も
、
薩
摩
藩
と
い
う

巨
大
な
「
組
織
」
の
存
在
な
く
し
て
は
、

活
躍
の
場
は
な
かっ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

視
点
で
幕
末
史
を
見
た
時
、
彼
ら
以
上

に
注
目
す
べ
き
人
物
や
組
織
的
構
造
が

見
え
て
く
る
。

幕
末
と
い
う
時
代
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
は
当
時
の
人
々
が
持
って
い

た
国
防
思
想
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
列
強
の
脅
威
が
迫
る
中
、ど
の
よ
う

に
し
て
国
土
を
守
る
の
か
と
い
う
意
識

を
こ
の
時
期
の
武
士
階
級
は
皆
持
って
い

た
が
、
そ
の
方
法
論
や
権
力
の
座
を
巡
っ

て
、
多
く
の
争
い
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

海
に
面
し
た
薩
摩
藩
で
は
特
に
国
防
意

識
が
顕
著
で
、ペ
リ
ー
来
航
以
前
か
ら
西

洋
の
技
術
を
採
り
入
れ
な
が
ら
、
軍
事

力
と
科
学
力
を
研
磨
し
て
い
た
。

そ
し
て
、ペ
リ
ー
来
航
以
後
、日
本
が

本
格
的
に「
世
界
」と
対
峙
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
薩
摩
藩
は
歴
史

の
表
舞
台
に
乗
り
出
し
て
い
く
。
幕
府

の
衰
退
は
、
雄
藩
勢
力
の
発
言
力
を
増

加
さ
せ
、
そ
の
勢
い
に
乗
って
同
藩
は
中

央
政
局
に
影
響
力
を
持
つ
ほ
ど
に
な
っ

た
。
文
久
二
（一八
六
二
）
年
に
薩
摩
藩

主
導
で
実
施
さ
れ
た
「
文
久
の
改
革
」

は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

頃
の
薩
摩
藩
に
幕
府
を
倒
す
意
思
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
延
命
路
線
で
あ
った
。

同
藩
が
、
幕
府
に
警
戒
を
持
ち
始
め

た
の
は
、
元
治
元
（一八
六
四
）
年
の
第

一次
長
州
征
討
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、「
長
州
の
次
は
、
薩
摩
が

幕
府
に
狙
わ
れ
る
番
で
は
な
い
か
」
と
の

不
安
を
藩
上
層
部
が
持
った
こ
と
に
あ
っ

た
。
幕
府
延
命
か
ら
「
抗
幕
（
幕
府
に

対
抗
す
る
）」
へ
と
舵
を
切
った
同
藩
は
、

そ
の
た
め
に
長
州
藩
と
連
合
す
る
こ
と

を
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
近
代
海
軍
の

技
術
を
持
つ
龍
馬
ら
を
取
り
込
み
、
薩

長
連
合
（
薩
長
同
盟
）
プ
ロ
ジェク
ト
の一

翼
を
担
わ
せ
た
。

薩
長
連
合
と
大
政
奉
還

薩
長
連
合
は
龍
馬
の
ア
イ
デ
ア
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
薩
摩
藩
主
導
で
進
め

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
心
的
人
物

は
、
国
父
・
島
津
久
光
と
家
老
・
小
松

帯
刀
で
あ
っ
た
。
薩
長
間
を
経
済
的
取

引
で
結
ば
せ
る
こ
と
で
融
和
を
促
し
た

と
い
う
プ
ラ
ン
も
、
双
方
の
要
求
か
ら
始

まった
も
の
で
あ
り
、
龍
馬
の
発
案
で
は

な
い
。
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
ジェク
ト
に
お
い

て
縦
横
無
尽
の
行
動
力
と
交
渉
能
力

を
発
揮
し
た
龍
馬
の
功
績
は
、
決
し
て

色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
プ
ロ
ジェク
ト
の
最
終
局
面
と

な
る
「
艦
船
を
薩
摩
名
義
で
買
い
、
そ

れ
を
長
州
に
渡
す
」
と
い
う
計
画
を
成

功
に
導
い
た
の
は
、
龍
馬
の
同
志
・
近
藤

長
次
郎
で
あ
っ
た
。
薩
長
上
層
部
の
長

次
郎
に
対
す
る
信
頼
度
は
高
く
、
長
州

藩
主
か
ら
薩
摩
藩
主
に
宛
て
た
親
書
内

の
「
詳
細
は
、長
次
郎
に
聞
い
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
旨
の
記
述
は
、そ
れ
を
証
明

し
て
い
る
。

こ
う
し
て
慶
応
二（一八
六
六
）年一月
、

薩
長
連
合
は
締
結
に
至
る
が
、
両
藩
と

も
こ
の
時
点
で
は
、「
倒
幕
」
ま
で
は
考

え
て
い
な
かっ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
翌

年
五
月
に
行
わ
れ
た
「
四
侯
会
議
」
以

来
、
薩
摩
藩
は
将
軍
・
徳
川
慶
喜
を
警

戒
し
、
武
力
も
辞
さ
な
い
「
討
幕
」
路

線
へ
と
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

以
後
、薩
摩
藩
は
「
武
力
討
幕
派
」
と

の
分
類
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、事
は

そ
う
単
純
で
は
な
い
。
薩
摩
藩
は
、
武

力
の
選
択
肢
を
持
ち
つつ
も
、
で
き
る
だ

け
血
を
流
さ
な
い
方
法
論
を
模
索
し
な

が
ら
大
政
奉
還
策
を
進
め
て
い
た
こ
と

は
、
も
っ
と
周
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

本
稿
は
、
決
し
て
筆
者
の
実
績
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
く
、
町
田
明
広
・
神
田

外
語
大
学
准
教
授
を
は
じ
め
研
究
者
の

方
々
が
積
み
重
ね
た
成
果
を
も
と
に
記

述
し
た
。
幕
末
の
薩
摩
藩
研
究
は
、
近

年
、
玉
里
島
津
家
史
料
群
が
公
開
さ
れ

た
こ
と
で
、「
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
」
の
局

面
が
強
い
分
野
で
あ
る
。研
究
者
の
方
々

に
敬
意
を
持
ち
、
そ
の
成
果
か
ら
謙
虚

に
学
ん
で
い
く
姿
勢
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
た
い
。

私
の
テ
ー
マ

小松帯刀像（鹿児島市）

森本　琢磨
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「龍馬の生きた時代を考える」テーマ

今
年
の「
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館・現
代
龍
馬
学
会
」は
5
月
25
日（
土
）、

龍
馬
記
念
館
の
ホ
ー
ル
に
お
い
て
第
11
回
大
会
を
開
催
し
た
。

来
賓
の
高
知
県
文
化
生
活
ス
ポ
ー
ツ
部
の
橋
口
欣
二
部
長
様
、高
知
市
教
育
委

員
会
の
高
岡
幸
史
教
育
次
長
様
か
ら
、設
立
10
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
本
会
へ
の

期
待
を
込
め
た
ご
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。

特
別
講
演
に
は
、京
都
国
立
博
物
館
の
上
席
研
究
員
の
宮
川
禎
一
様
を
お
招
き

し
、「
寺
田
屋
登
勢
と
坂
本
龍
馬 

～
登
勢
の
手
紙
の
真
意
～
」
と
題
し
て
深
い
考

察
を
も
と
に
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、薩
長
同
盟
を
成
し
遂
げ
た
龍

馬
が
幕
府
側
に
襲
撃
さ
れ
た
寺
田
屋
事
件
は
、龍
馬
の
思
惑
を
超
え
る
ほ
ど
の
成

果
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

会
員
に
よ
る
研
究
発
表
は
、
左
頁
の
通
り
、

今
井
章
博
氏
の
「
龍
馬
15
年
忌
祭
を
め
ぐ
る
元

海
援
隊
士
達
の
動
向
」、佐
竹
敏
彦
氏
の
「
龍
馬

の
こ
こ
ろ
を
伝
え
た
い
」、
広
井
護
氏
の
「『
竜

馬
が
ゆ
く
』
の
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
」、
亀

尾
美
香
氏
の
「
岡
崎
菊
右
衛
門
日
記
に
み
る
幕

末
」
の
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
詳
細
は
本

学
会
の
発
行
す
る
「
論
集
」
を
お
目
通
し
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

今
年
は
72
名
の
参
加
で
あ
っ
た
が
、
来
年
の

再
会
を
誓
い
合
っ
て
「
宣
言
」
の
発
表
と
な
っ

た
。

特
別
講
演

本
講
演
の
主
と
な
る

の
は
、慶
応
二（一八
六
六
）

年
三
月
頃
の「
坂
本
龍
馬

宛
て
寺
田
屋
登
勢
の
手

紙
」
で
あ
る
。
こ
の
手
紙

は
、薩
長
同
盟
直
後
に
寺

田
屋
で
伏
見
奉
行
所
の

襲
撃
を
受
け
、上
手
く
逃
げ
お
お
せ
た

龍
馬
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
宮

川
氏
は
、こ
の
文
章
に
「
何
か
の
気
配
」

を
感
じ
た
そ
う
だ
。

今
回
の
龍
馬
学
会
で
は
、
最
後
の
発

表
者
で
あ
る
広
井
護
氏
が『
竜
馬
が
ゆ

く
』
の
深
層
読
み
に
つ
い
て
発
表
な
さ

れ
た
。
広
井
氏
曰
く
、「
違
和
感
の
あ

る
文
章
に
は
、
必
ず
作
者
の
意
図
が
あ

る
」
そ
う
だ
が
、
お
登
勢
の
手
紙
は
違

和
感
だ
ら
け
で
あ
る
。
学
会
最
初
の
特

別
講
演
と
、
最
後
の
発
表
が
リ
ン
ク
し

て
お
り
、
大
変
興
味
深
く
拝
聴
し
た
。

ま
ず
、
宮
川
氏
が
注
目
し
た
の
は
、

お
登
勢
の
文
章
力
で
あ
る
。「
事
件
の

光
景
が
眼
前
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
文
章

の
力
。
表
現
の
巧
み
さ
に
注
目
す
べ
き

だ
。
幕
末
に
こ
ん
な
手
紙
を
書
い
た
女

性
が
い
た
こ
と
に
驚
く
」
と
。
さ
ら
に

「
寺
田
屋
の
こ
と
を
『
あ
る
宿
』
と

か
、
体
験
し
た
こ
と
を
『
よ
そ
で
聞
い

た
咄
』
だ
と
か
、
伝
聞
と
し
て
記
す
と

こ
ろ
が
『
秘
密
の
通
信
』
ら
し
く
面
白

い
」
と
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
確
か
に

非
常
に
面
白
い
文
章
で
、
お
登
勢
の
教

養
の
高
さ
と
セ
ン
ス
の
良
さ
を
感
じ
る
。

最
後
の
署
名
も
「
お
登
勢
」
な
ど
と
書

か
ず
、「
血
ノ
薬
ご
存
知
」
と
な
って
い

る
の
も
面
白
い
。

お
登
勢
は
、
龍
馬
ら
が
逃
げ
た
後
、

二
階
に
上
が
り
「
そ
れ
か
ら
ど
う
ぞ
し

て
品
物
を
か
く
さ
ん
と
思
ひ
候
へ
ど
も

寺田屋登勢と坂本龍馬 ―登勢の手紙の真意―
京都国立博物館　上席研究員　宮川 禎一 氏

思
う
に
ま
か
せ
ず
」
と
書
い
て
お
り
、龍

馬
の
大
事
な
書
類
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を

報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よって
、
薩
長

同
盟
の
こ
と
が
幕
府
方
や
諸
藩
に
知
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

宮
川
氏
は
、
書
類
が
奪
わ
れ
る
こ
と

に
つい
て
、実
は
龍
馬
が
お
登
勢
を
相
棒

に
し
て
仕
組
ん
だ
謀
略
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。奪
わ
れ
方
は
想
定
外

（
こ
っ
そ
り
盗
み
に
来
る
こ
と
を
想
定
）

で
は
あ
っ
た
が
、予
定
通
り
奪
わ
れ
た
の

で
、
作
戦
の
成
功
を
報
告
し
た
の
が
こ

の
手
紙
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

確
か
に
、こ
の
手
紙
は
お
か
し
い
。
な

ぜ
宿
の
女
将
が
「
品
物
を
か
く
さ
ん
」

と
す
る
の
か
。
奉
行
所
役
人
に
見
ら

れ
て
は
い
け
な
い
物
を
龍
馬
が
持
って
い

る
、
と
お
登
勢
は
知
って
い
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
普
通
で
あ
れ
ば
、
龍
馬

が
持
って
逃
げ
る
か
、火
鉢
で
燃
や
し
て

処
分
す
る
べ
き
重
要
文
書
を
、
置
い
て

いっ
た
こ
と
も
知
って
い
て
、
二
階
へ
上
る

の
だ
。宮
川
氏
は
こ
の
行
動
を
、お
登
勢

の
芝
居
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

龍
馬
と
お
登
勢
の
謀
略
の
目
的
は
、

薩
長
同
盟
の
情
報
リ
ー
ク
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
宮
川
氏
の
見
立
て
で
あ

る
。
長
州
藩
と
手
を
結
ぶ
こ
と
に
つ
い

て
、
薩
摩
藩
内
に
は
反
対
派
も
存
在
し

た
。
し
か
し
、
世
間
に
も
幕
府
に
も
薩

長
同
盟
が
知
れ
渡
れ
ば
、
薩
摩
藩
は
後

戻
り
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
を
見
越
し

て
の
謀
略
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
説
の
証
明
は
難
し
い
が
、非
常
に

興
味
深
い
推
測
で
あ
り
、
示
唆
に
富
む

も
の
だ
っ
た
。
今
後
、「
違
和
感
の
あ
る

文
章
」
に
行
き
当
た
れ
ば
、
そ
の
先
に

隠
さ
れ
た
真
意
を
読
み
解
く
必
要
性

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。



3・現代龍馬学会

高知県立坂本龍馬記念館
主任学芸員

亀尾　美香

岡崎菊右衛門日記に見る幕末
―参勤・江戸詰の記録を中心に―

平
成
二
十
八
年
度
に
寄
贈
を

受
け
た
岡
崎
家
文
書
の
う
ち
、幕

末
の
日
記
五
点（
嘉
永
四
年
～
安

政
六
年
）
を
中
心
に
考
察
し
た
。

岡
崎
菊
右
衛
門
は
土
佐
藩
士

（
軽
格
）
で
、
藩
主
の
参
勤
に

何
度
も
随
従
し
て
い
る
。
主
に

豊
信
（
容
堂
）への
随
従
を
中
心

に
六
回
の
参
勤
記
録
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
土
佐
か
ら
江
戸
ま
で
は

二
十
五
～
三
十
二
日
の
旅
程
、
中

山
道
を
通
っ
た
一
回
以
外
は
東
海

道
を
通
行
し
て
い
た
。
菊
右
衛
門

日
記
に
は
参
勤
の
旅
の
様
子
の
ほ

か
、
江
戸
詰
の
勤
務
や
生
活
、
供

を
す
る
藩
主
の
行
動
な
ど
も
詳

細
に
書
か
れ
て
お
り
、
極
め
て
貴

重
な
記
録
と
い
え
る
。

ま
た
、日
記
の
安
政
元
年
四
月

部
分
に
は
、
菊
右
衛
門
が
坂
本

龍
馬
か
ら「
ヒ
ス
銃
打
方
詞
遣
小

冊
」を
借
り
た
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
江
戸
滞
在
中
の
龍
馬
と
接

点
が
あ
っ
た
点
も
去
る
こ
と
な
が

ら
、龍
馬
と
砲
術
と
の
関
わ
り
を

示
す
初
期
の
記
録
と
し
て
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。

龍馬脱藩祭代表

佐竹　敏彦

「龍馬のこころを伝えたい」
龍
馬
生
誕
一
五
〇
年
の
昭
和

六
〇
年
に
、
た
ま
た
ま
、
司
馬
遼

太
郎
の
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
読

ん
だ
。
す
る
と
、
第
二
巻
「
風

雲
篇
」
に
和
霊
神
社
が
出
て
き

た
。
脱
藩
前
に
立
ち
寄
っ
た
竜
馬

が
、
先
祖
の
霊
と
和
霊
さ
ん
の
神

霊
に
呼
び
か
け
る
場
面
で
あ
る
。

高
知
市
神
田
高
神
に
居
を
構

え
て
以
来
、
誘
わ
れ
る
が
ま
ま
に

地
元
の
神
々
の
氏
子
に
な
り
、
奉

納
活
動
に
参
加
し
て
き
た
。
そ
の

神
社
が
坂
本
龍
馬
の
脱
藩
に
大

い
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
ぐ
に
事
実
関
係
を
調
査

し
、
県
内
に
残
る
数
少
な
い
龍
馬

関
連
の
史
跡
だ
と
把
握
し
た
。

脱
藩
し
て
ま
で
国
の
た
め
に

奔
走
し
た
「
龍
馬
の
こ
こ
ろ
」
を

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
た
め
、昭

和
六
〇
年
か
ら
毎
年
、
龍
馬
が

脱
藩
し
た
三
月
二
十
四
日
を
中

心
に
「
龍
馬
脱
藩
祭
」
を
開
催

し
て
い
る
。

土佐中高等学校
国語教師

広井　護

「『竜馬がゆく』のスリルとサスペンス」
司
馬
遼
太
郎
の
『
竜
馬
が
ゆ

く
』
の
総
発
行
部
数
は
、す
で
に

二
千
五
百
万
部
を
超
え
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。〝永
遠
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
”
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と

に
、文
学
作
品
と
し
て
は
ほ
と
ん

ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

今
回
の
研
究
発
表
で
は
、
竜

馬
と
西
郷
が
初
め
て
出
会
う
場

面
で
あ
る
〝鈴
虫
の
場
面
”
と

〝竜
馬
暗
殺
の
場
面
”
を
取
り

上
げ
て
、
深
層
読
み
を
行
っ
た
。

深
層
読
み
と
は
、
表
層
読
み

と
対
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
表

層
の
読
み
は
、
一
見
し
て
読
み

取
れ
る
も
の
で
、
深
層
の
読
み

は
、
作
者
が
文
中
に
仕
掛
け
た

も
の
を
分
析
し
、
深
く
読
み
解

い
て
い
く
方
法
。
文
章
の
中
で

違
和
感
の
あ
る
言
葉
に
は
、
必

ず
作
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
読
み
解
く
楽
し

さ
を
紹
介
し
た
。

高知近代史研究会会長・ 
土佐史談会副会長

今井　章博

平
成
二
十
九
年
度
、
安
田
町

ま
ち
な
み
交
流
館「
和
」で
開
催

し
た
企
画
展
「
其
の
後
の
海
援

隊
士
た
ち
」で
、県
立
坂
本
龍
馬

記
念
館
が
寄
贈
を
受
け
た
坂
本

直
宛
書
簡
を
数
点
借
用
し
、
展

示
し
た
。
そ
の
中
に
、
高
知
県

知
事
も
務
め
た
丸
岡
莞
爾
が
直

に
宛
て
た
坂
本
龍
馬
十
五
年
忌

祭
へ
の
欠
席
届
が
あ
っ
た
。

十
五
年
忌
祭
は
、
三
吉
慎
蔵

や
土
方
久
元
の
日
記
を
み
る
と

十
二
月
十
八
日
に
執
り
行
わ
れ

た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
佐
佐
木
高
行
や
勝
海
舟

の
日
記
に
も
関
連
の
事
項
が
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
出
席
し

た
人
や
で
き
な
か
っ
た
人
が
見

え
て
く
る
。元
海
援
隊
士
ら
が
、

維
新
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
変

遷
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
十
五

年
忌
祭
を
通
し
て
浮
か
び
上
が

る
諸
相
を
紹
介
し
た
。

坂本龍馬十五年忌祭をめぐる元海援隊士の動向
―県立坂本龍馬記念館所蔵坂本直宛書簡集より―
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
八
）
ー

福
沢
諭
吉
が
嫌
い

宮 

川
　
禎 

一

福
沢
諭
吉
は
大
分
県
中
津
市
に
旧
居

が
あ
る
の
で
、
中
津
南
高
校
出
身
の
筆

者
が
ヒ
イ
キ
す
る
偉
人
だ
。
数
年
後
に

一
万
円
札
か
ら
引
退
さ
れ
る
と
い
う
の

で
、
こ
こ
に
一
文
を
書
い
て
置
き
た
い
。

明
治
日
本
の
近
代
化
は
『
西
洋
事

情
』
や
『
学
問
ノ
ス
ス
メ
』
や
『
文
明

論
之
概
略
』
な
ど
福
沢
先
生
の
膨
大
な

著
作
を
通
じ
て
進
ん
だ
と
言
っ
て
良

い
。
し
か
し
中
津
市
の
福
沢
諭
吉
記
念

館
の
方
に
伺
う
と
、
新
紙
幣
の
話
が
出

る
ず
っ
と
前
か
ら
、
記
念
館
に
「
お
札

は
も
う
す
ぐ
福
沢
じ
ゃ
な
く
な
る
の
だ

よ
ね
」
と
か
嫌
が
ら
せ
風
の
電
話
が
ぼ

つ
ぼ
つ
あ
っ
た
そ
う
で
「
な
ん
で
福

沢
先
生
は
嫌
わ
れ
て
い
る
の
か
？
」
と

ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
た
。

「
福
沢
諭
吉
が
嫌
い
」
の
根
底
に
は
、

こ
の
世
の
中
に
は
一
定
程
度
「
他
者
が

勉
強
し
て
知
恵
が
付
く
こ
と
を
嫌
う
人

間
の
存
在
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。

「
人
間
は
勉
強
し
て
こ
そ
文
明
化
す

る
」
と
は
福
沢
先
生
の
終
生
変
わ
ら
ぬ

主
張
だ
が
、「
人
は
無
知
で
愚
昧
の
方

が
都
合
良
い
」
と
考
え
る
個
人
や
シ
ス

テ
ム
は
い
つ
の
時
代
も
ど
こ
に
で
も
存

在
す
る
の
だ
。
そ
の
方
面
か
ら
す
れ
ば

「
学
問
を
し
て
賢
く
な
っ
て
一
身
独
立

し
て
自
尊
し
な
さ
い
」
や
「
個
人
の
独

立
の
の
ち
に
国
家
の
独
立
が
あ
る
」
や

「
人
は
賢
く
な
っ
て
こ
そ
上
下
無
し
」

な
ど
と
い
う
福
沢
諭
吉
は
永
遠
の
敵
で

あ
ろ
う
。
学
問
を
せ
ず
、
批
判
精
神
に

乏
し
い
人
間
は
騙
し
や
す
い
し
、
支
配

も
し
や
す
い
。
人
に
上
下
も
あ
る
べ
き

だ
。
そ
の
方
が
良
い
と
思
う
人
や
シ
ス

テ
ム
が
福
沢
諭
吉
を
攻
撃
し
て
い
る
ら

し
い
。

一
万
円
札
の
肖
像
が
教
育
を
勧
め
た

福
沢
諭
吉
か
ら
近
代
経
済
の
祖
渋
沢
栄

一
へ
と
転
換
す
る
ベ
ー
ス
に
は
「
勉
強

ば
っ
か
り
し
て
、
口
う
る
さ
く
批
判
す

る
よ
り
も
、
黙
っ
て
ち
ゃ
ん
と
働
い
て
、

日
本
経
済
に
貢
献
し
ろ
よ
」
と
い
う
経

済
界
や
財
務
省
の
思
惑
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
。
福
沢
諭
吉
は
口
が
悪
く
、
喧
嘩

上
等
の
ス
タ
ン
ス
な
の
で
こ
ん
な
こ
と

を
言
い
そ
う
だ
。
没
後
百
二
十
年
近
く

を
経
て
も
嫌
わ
れ
る
と
は
（
現
代
に
も

意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
）
福
沢
先
生

の
偉
大
さ
を
良
く
示
し
て
い
る
と
思
う
。

福沢諭吉旧居記念館　中津市留守居町

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

お待たせしました。第 3回「龍馬のひろば」は、
みなさんが愛読されている司馬遼太郎先生の「竜
馬がゆく」に焦点化してみたいと思います。
今年の第 11 回現代龍馬学会（5月 25 日開催）
においては、広井護先生の「『竜馬がゆく』のス
リルとサスペンス」も発表され、参加者が頷きな
がら、広井先生の世界に浸ったことでした。
本会に集うみなさんは、きっと何度も「竜馬が
ゆく」を読んでいることでしょう。そこで「私
は、ここがスキ！」という思いや「この文章で、
龍馬に惚れた」ということなどを発表しあってみ
ましょう。

原稿募集！
第3回「龍馬のひろば」

コラム・龍馬のこと

現代龍馬学会で二度の発表を頂いた窪内隆起氏は、元
産経新聞で司馬遼太郎の担当記者です。最初の発表が大
変面白く興味深かったので、森前館長に懇願したとこ
ろ、窪内氏にも快くご承諾頂きました。何しろ担当記者
というのは付き人みたいなもので、普段の生活や仕事ぶ
りをご存知故に、リアルに話して頂けます。「竜馬がゆ
く」執筆にあたり、3000冊に及ぶ資料本を購入読破され
たそうです。これらを読み終えるには、毎日1冊読んだ
としても８年かかります。ホンマかいな！と話しを聞く
うちに納得しました。実は、司馬先生は速読の達人だっ
たのです。２ページ読むのに１分とかからず、１～２時間
あれば１冊読み終える計算になります。そんな凄い司馬
先生も、生活面ではなんとも笑える微笑ましい行動があ
るそうで、ある時、窪内氏がクルマで出迎えに行ったと
ころ、ソックスが左右バラバラ！冬場に迎えに行った時
のこと、随分とズボンが膨らんでいたので、『先生！下
に何か履いていません？』すると、下ろしたズボンから
股引きが出てきたそうな。野暮な質問をしたところで、
『そんなもんどうでもえい。』と一喝されそう。さすが
天才は遥か先を見据えておいでです。

「  天 才 ？ 」
江上　英治

今回はハガキではなく事務局へのメールか郵
送ということにします。字数制限は、今までは
200 字でしたが、今回は 200 字を超えてもいい
ことにします。締め切りは、11月 15日。（あま
り長すぎる時には、少しカットがあるかも…。）
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