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私
は
文
化
財
修
理
技
術
者
と

し
て
、
長
年
、
国
宝
重
要
文
化
財

を
は
じ
め
と
す
る
文
化
財
の
修

理
を
行
っ
て
き
た
。

坂
本
龍
馬
の
手
紙
と
掛
け
軸

平
成
27
年
、
29
年
と
続
け
て
坂
本
龍

馬
直
筆
の
書
簡
を
修
理
す
る
機
会
を
得

た
。
坂
本
龍
馬
記
念
館
前
田
由
紀
枝
学

芸
課
長
に
は
、
何
度
か
工
房
の
あ
る
京

都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理
所
に

修
理
監
督
の
た
め
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い

た
。
書
簡
本
紙（
ほ
ん
し
＝
表
装
の
修
理

を
行
う
者
は
絵
や
書
を
こ
う
呼
ぶ
）
の
修

理
方
針
や
、表
装
（
本
紙
の
周
囲
に
取
り

付
け
ら
れ
た
裂
・
軸
な
ど
）
の
裂き

れ

地じ

や
軸

先
を
決
め
て
い
た
だ
い
た
。

1
5
0
年
前
の
手
紙
と
は
い
え
同
じ

日
本
語
な
の
に
、
私
が
断
片
的
に
し
か
読

め
な
い
こ
と
に
い
ら
立
っ
て
い
る
と
、
す
か

さ
ず
前
田
先
生
が
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
場

面
が
多
々
あ
っ
た
。
坂
本
龍
馬
の
手
紙
は

数
多
く
あ
り
、
活
字
に
な
っ
て
い
る
と
聞

い
た
の
で
、
修
理
に
少
し
で
も
役
立
つ
か

と
思
い
、
本
＊
を
読
ん
で
み
た
。
坂
本
龍

馬
の
生
き
て
い
た
時
代
や
龍
馬
自
身
の
人

柄
が
伝
わ
って
く
る
。ほ
の
ぼ
の
と
し
た
印

象
の
手
紙
の
訳
文
を
読
ん
で
い
る
そ
ん
な

時
、ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
坂

本
龍
馬
に
関
わ
る
も
の
で
こ
れ
が
初
め
て

の
修
理
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
。

半
世
紀
近
く
前
の
こ
と
だ
。
昭
和
54

年
、私
が
文
化
財
修
理
と
い
う
仕
事
に
携

わ
って
間
も
な
い
こ
ろ
、ま
だ
20
代
の
修
理

に
取
り
付
け
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
。）

で
あ
り
通
常
の
修
理
対
象
と
同
じ
く
周

囲
の
装
飾
紙
は
劣
化
が
進
行
し
て
お
り

折
れ
た
り
し
て
い
る
個
所
も
多
く
み
ら
れ

た
。
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
朽
ち
て
い
く
。

展
示
で
き
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

掛
軸
は
最
低
で
も
２
枚
か
ら
３
枚
の
裏

打
ち
紙
に
よって
支
え
ら
れ
て
い
る
。小
麦

で
ん
ぷ
ん
糊
は
水
で
膨
潤
さ
せ
る
こ
と
で

は
が
す
こ
と
が
で
き
る
。
掛
軸
全
体
を
本

紙
と
し
て
取
り
扱
う
。裏
側
か
ら
掛
軸
両

端
に
走
る
亀
裂
や
欠
損
な
ど
損
傷
の
著
し

い
箇
所
を
、部
分
的
に
裏
打
ち
紙
を
剥
が

し
、
新
し
い
紙
に
取
り
換
え
補
強
す
る
。

地
道
に
掛
軸
全
体
に
こ
の
作
業
を
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
り
、
龍
馬
の
血
痕
跡
が
残

る
掛
軸
は
次
の
修
理
ま
で
の
期
間
皆
さ
ん

に
ご
覧
い
た
だ
け
る
状
態
を
保
つ
こ
と
が

で
き
た
。

背
景
に
あ
る
歴
史
を
謙
虚
な
姿
勢
で

半
世
紀
前
に
補
佐
と
し
て
関
わ
っ
た
修

理
の
仕
事
と
は
い
え
、
い
ま
だ
に
記
憶
に

新
し
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
確
か
に
作
品

の
歴
史
的
な
存
在
感
と
い
う
の
か
、
事
実

を
こ
の
掛
軸
一幅
が
具
現
化
し
て
い
る
。今

で
こ
そ
冷
静
に
淡
々
と
し
た
言
葉
を
並
べ

ら
れ
る
の
だ
が
、

当
時
は
こ
れ
が
龍

馬
惨
殺
を
見
届

け
て
い
た
掛
軸
な

ん
だ
と
思
う
と

興
奮
し
た
記
憶

が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
こ
の
掛
軸

を
見
た
人
で
歴

史
を
知
っ
て
い
る
方
な
ら
同
じ
よ
う
に
感

じ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
が
そ
の
時
は
は
っ
き
り
と
理
解
で
き

な
か
っ
た
け
れ
ど
、今
理
解
で
き
て
い
る
こ

と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
修

理
技
術
者
は
貴
重
な
文
化
財
そ
の
も
の

を
未
来
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
修
理
を
し

て
い
る
と
同
時
に
、
背
景
に
あ
る
歴
史
そ

の
も
の
を
修
理
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
文
化
財
に
直
接
手
を
下
し
、修
理

を
行
う
も
の
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
作
品

に
対
し
て
冷
静
で
ス
ト
イ
ッ
ク
で
謙
虚
な

姿
勢
で
臨
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
の
う
え
で
手
を
加
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
ま
ず
文
化
財
を
含
め
た
歴
史
に
対
し

謙
虚
で
あ
る
べ
き
で
、
文
化
財
そ
の
も
の

に
は
、
現
代
の
余
計
な
情
報
を
付
け
加
え

て
は
い
け
な
い
。
こ
の
基
本
を
こ
の
時
の
修

理
が
教
え
て
く
れ
て
い
た
と
思
う
。
将
来

こ
の
掛
軸
を
鑑
賞
す
る
人
々
に
掛
軸
を
通

し
て
私
た
ち
と
同
じ
く
歴
史
の
事
実
を

受
け
取
って
も
ら
え
る
よ
う
な
修
理
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
私
た
ち

は
歴
史
を
修
理
し
て
い
る
の
だ
。と
い
う
こ

と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
修
理
が
こ
の
掛

軸
で
あ
っ
た
。

「
修
理
」
と
「
修
復
」
と
い
う
言
葉

遊
び
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
歴
史
を

復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
不
可
能
な

こ
と
で
あ
る
。
修
理
で
よ
い
と
思
う
。「
修

理
」
と
い
う
言
葉
が
私
た
ち
の
仕
事
に
ふ

さ
わ
し
い
。
文
化
財
の
本
質
を
と
ら
え
、

少
し
で
も
長
く
保
存
・
展
示
で
き
る
よ
う

に
心
が
け
、意
図
的
な
技
術
は
最
小
限
に

留
め
、
過
度
な
加
飾
は
控
え
、
そ
の
う
え

で
次
の
修
理
の
邪
魔
を
し
な
い
処
置
が
で

き
れ
ば
良
い
と
思
う
。

龍馬史料を修理して
～龍馬書簡と血染めの掛け軸

技
術
者
と
し
て
か
け
だ
し
の
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
坂
本
龍
馬

資
料
一括
の
修
理
を
先
輩
技
術
者
の
補
佐

と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
、
誰
も
が
ご
存
じ
で
あ
る
京

都
の
近
江
屋
で
坂
本
龍
馬
が
惨
殺
さ
れ

た
部
屋
に
か
け
ら
れ
て
い
た
掛
軸
、
板
倉

槐か
い

堂ど
う

筆
「
梅
椿
図
」
が
あ
っ
た
。
龍
馬

の
血
が
飛
び
散
り
今
も
血
痕
の
残
る
掛

軸
で
あ
る
。
通
常
の
掛
軸
の
修
理
は
本
紙

を
表
装
部
分
か
ら
取
り
外
し
、
修
理
を

施
し
、
表
装
部
分
は
取
り
替
え
て
新
調

す
る
。
そ
し
て
次
の
修
理
ま
で
の
お
よ
そ

1
0
0
年
～
1
5
0
年
の
期
間
、
保
全

と
展
示
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
、一般
的
な
修
理
の
セ
オ
リ
ー
で
あ
る
。

し
か
し
血
痕
は
表
層
部
分
に
あ
り
表

装
を
取
り
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
の

掛
軸
の
文
化
財
た
る
所
以
は
飛
び
散
って

掛
軸
に
付
着
し
た
血
痕
に
こ
そ
あ
る
。
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
本
紙
よ
り
も
掛
軸
全

体
を
保
全
し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
。
掛
軸
全
体
が
修
理
の
対
象
で

あ
り
、
掛
け
軸
全
体
が
文
化
財
で
あ
る
。

掛
軸
そ
の
も
の
は
簡
素
な
紙
表
具（
掛

軸
の
表
装
部
分
は
通
常
裂
地
が
多
く
、茶

室
に
か
け
る
掛
軸
や
、
簡
素
に
仕
立
て
る

場
合
装
飾
紙
な
ど
の
紙
を
本
紙
の
周
囲

国宝修理装
そう

潢
こう

師
し
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最
後
の
勤
務
校
で
は
、「
中
学
生
版
・

坂
本
龍
馬
検
定
」を
全
校
で
実
施
し
ま

し
た
。ま
た
、龍
馬
の
授
業
を
小
中
学
生

向
け
に
飛
び
込
み
で
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。真
面
目
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
に
は
、

２
０
１
０
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
龍
馬
伝
」を

楽
し
く
見
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。そ
う
い
え
ば
、こ
の
年
に
は
10

回
く
ら
い
ミ
ニ
講
演
会
の
講
師
と
し
て
、い

ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
龍
馬
の
お
話
を
す
る
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―
―
―
子
ど
も
た
ち
に
龍
馬
を
教
え
る
時
、

ど
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
か
？

龍
馬
の
業
績
を
詳
し
く
教
え
過
ぎ
な

い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
龍
馬
が

好
き
に
なって
、
身
近
な
図
書
を
開
い
た

ら
自
力
で
簡
単
に
理
解
で
き
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
、
全
国
に
あ
る
龍
馬
像
の
紹

介
に
時
間
を
割
い
て
い
ま
す
。
北
海
道
か

ら
鹿
児
島
ま
で
ス
ラ
イ
ド
を
使
って
見
て

も
ら
い
ま
す
。
龍
馬
が
足
を
運
ん
で
い
な

い
所
に
ま
で
龍
馬
の
銅
像
が
で
き
て
い
る
。

な
ぜ
だ
ろ
う
…
と
。

こ
の
銅
像
で
す
が
、
二
宮
尊
徳
を
別
格

に
す
る
と
、
歴
史
上
の
人
物
の
中
で
は
龍

馬
が一番
多
い
ん
で
す
ね
。
昭
和
期
は一番

多
い
の
は
板
垣
退
助
で
し
た
。（
板
垣
が

5
体
で
龍
馬
が
4
体
で
し
た
。）
平
成
に

なって
か
ら
、
急
激
に
龍
馬
像
が
増
え
て

き
た
。
新
た
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
…
と
い

う
ね
ら
い
が
あ
った
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

そ
れ
に
し
て
も
、な
ぜ
、龍
馬
な
の
か
…
と

子
ど
も
た
ち
に
問
い
か
け
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
自
然
と
答
え
が

出
て
き
ま
す
。「
他
の
人
が
で
き
な
い
こ
と

を
し
た
か
ら
」「
ま
わ
り
の
人
に
好
か
れ
て

い
る
か
ら
」「
人
気
が
あ
る
か
ら
」「
新
し

い
日
本
を
つ
くった
か
ら
」
等
々
。
ど
れ
も

正
し
い
訳
で
す
。「
よ
く
考
え
た
ね
」
と

誉
め
て
あ
げ
ま
す
。
こ
の
時
、
子
ど
も
た

ち
は
龍
馬
の
入
り
口
か
ら
、
す
で
に
2
～

3
歩
入って
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
、

そ
こ
に
銅
像
が
で
き
た
か
を
話
し
て
あ
げ

る
こ
と
で
龍
馬
の
世
界
が
広
がって
い
き
ま

す
。視

覚
で
訴
え
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を

―
―
―
館
と
し
て
も
、様
々
な
形
で
龍
馬
の

出
前
授
業
を
し
て
い
ま
す
が
、子
ど
も
た
ち

向
け
の
授
業
の
時
に
、ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い

ま
す
か
？

先
程
来
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
で
す

が
、歴
史
に
関
心
の
な
い
子
ど
も
た
ち
も

い
る
の
で
、社
会
科
の
話
に
深
入
り
し
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。龍
馬
の
業
績
に
つい

て
簡
単
に
触
れ
た
う
え
で
、銅
像
・写
真
・

手
紙
の
紹
介
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。写

真
も
、当
時
の
人
と
し
て
は
驚
く
ほ
ど
の

枚
数
が
残
っ
て
い
る
こ
と
や
未
だ
に
新
発

見
が
続
く
手
紙
の
こ
と
な
ど
を
話
す
と

子
ど
も
た
ち
は
身
を
乗
り
出
し
て
き
ま

す
ね
。

そ
れ
と
、で
き
る
だ
け
視
覚
に
訴
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。難
し
い
話
だ
な
、

と
思
わ
れ
る
と
頭
に
入
ら
な
く
な
る
の

で
写
真
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
銅
像
を
教
室
へ

持
ち
込
ん
で
い
ま
す
。実
物
が
一
番
で
す

が
、実
物
に
最
も
近
い
雰
囲
気
の
あ
る
も

の
で
、龍
馬
と
そ
の
時
代
を
感
じ
取
っ
て

ほ
し
い
と
願
って
い
ま
す
。

―
―
―
子
ど
も
た
ち
へ
龍
馬
を
伝
え
る
際
の

視
点
と
し
て
、大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
…
？

ス
ー
パ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
龍
馬
に
せ
ず

に
、高
知
の
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
お

兄
さ
ん
の
雰
囲
気
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よって
龍
馬
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
ね
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、子
ど
も
た
ち
に
「
一
生
懸
命

に
頑
張
れ
ば
自
分
も
で
き
る
ん
だ･･･

」と
いっ
た

プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。ま
た
、龍
馬
愚
童
伝
説
も
強
調
せ
ず

に
、龍
馬
は
子
ど
も
の
時
は
目
立
た
な
い
、ご
く
普

通
の
少
年
だ
っ
た
と
い
う
程
度
に
留
め
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

―
―
―
「
小
中
学
生
の
坂
本
龍
馬
物
語
」に
つ
い
て
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

高
知
で
暮
ら
し
て
い
る
の
に
、子
ど
も
た
ち
は
龍

馬
の
こ
と
を
意
外
と
知
ら
な
い
。こ
の
ま
ま
で
は
い

か
ん･･･

と
。そ
こ
で
、歴
史
を
学
習
し
て
い
な
い

小
学
5
年
生
で
も
わ
か
る
内
容
に
し
よ
う
と
い
う

方
針
を
確
認
し
合
っ
て
、絵
本
の
雰
囲
気
の
物
語

編
を
前
半
に
つ
く
り
ま
し
た
。後
半
は
、大
人
で
も

楽
し
め
る
資
料
編
と
し
ま
し
た
。表
か
ら
も
裏
か

ら
も
楽
し
め
る
本
、珍
し
い
資
料
も
満
載
と
い
う

こ
と
で
好
評
で
し
た
。現
在
は
、改
版（
第
9
刷
）

さ
れ
て
い
ま
す
が
、少
し
間
違
い
が
あ
る
の
が
残
念

で
す
。

間
違
い
と
い
え
ば
、最
初
の
完
成
版
に
大
き
な

間
違
い
が
あ
っ
て
真
っ
青
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て

い
ま
す
。何
と
、桂
浜
の
龍
馬
像
の
写
真
が
裏
焼

き
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。校
正
は
何
度
も
し
た
の
で

す
が
、真
っ
黒
に
な
っ
た
コ
ピ
ー
で
文
字
ば
か
り
を
追

い
か
け
て
い
た
の
で
写
真
の
間
違
い
に
は
気
づ
き
ま

せ
ん
で
し
た
。印
刷
屋
さ
ん
の
素
早
い
対
応
で
完
璧

に
修
正
さ
れ
ま
し
た
。記
念
と
し
て
、希
少
な
間
違

い
本
を
わ
が
家
の
家
宝（
？
）と
し
て
い
ま
す
。（
実

は
、世
間
に
出
回
っ
た
間
違
い
本
は
２
冊
あ
って
、も

う
１
冊
は
ち
ょ
う
ど
お
招
き
し
て
い
た
大
学
の
先

生
に
お
土
産
に
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。）

―
―
―
教
科
書
の「
龍
馬
記
述
」に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
騒

が
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
…
。

平
成
元
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
小
学
校

の
学
習
指
導
要
領
社
会
科
で
は
、人
物

中
心
の
歴
史
学
習
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し

た
。そ
し
て
、42
人
の
歴
史
上
の
人
物
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、「
例
え
ば
、次
に
掲
げ

る
人
物
を
取
り
上
げ
、人
物
の
働
き
を

通
し
て
学
習
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る

こ
と
。」と
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
、な

ぜ
か
坂
本
龍
馬
の
名
前
が
入
って
い
ま
せ

ん
で
し
た
。そ
の
後
も
学
習
指
導
要
領

は
何
度
か
改
訂
さ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
42

人
の
表
記
は
平
成
元
年
以
来
変
わ
って
い

ま
せ
ん
。ま
た
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、中

学
校
以
降
の
歴
史
学
習
に
も
影
響
を
与

え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の「
龍
馬
が
教
科
書
か
ら
消
え

る
か
も
し
れ
な
い･･･

論
議
」は
、ま
さ

に
平
成
元
年
度
版
の
学
習
指
導
要
領
と

そ
の
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。42
人
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、も

う
少
し
人
数
を
増
や
し
て
も
歴
史
学
習

に
差
し
支
え
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。そ
れ
に
、42
人
の
中
に
は
龍
馬

と
同
じ
時
代
を
生
き
た「
勝
海
舟
、西

郷
隆
盛
、大
久
保
利
通
、木
戸
孝
允
、板

垣
退
助
、伊
藤
博
文
、陸
奥
宗
光
」と
7

人
も
の
人
々
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
し
て･･･

。今
後
の
動
き
に
注
目
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

龍
馬
が
残
し
た
も
の
を
現
代
へ

―
―
―
学
校
だ
け
で
は
な
く
、成
人
向
け
の

「
龍
馬
講
座
」で
も
ご
活
躍
の
よ
う
で
す
が
…
。

公
民
館
等
か
ら
声
が
か
か
れ
ば･･･

く
ら
い
の
こ
と
で
す
が
、次
回
の
6
回

コ
ー
ス
の
プ
ラ
ン
を
以
下
の
よ
う
に
練
って

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

①
龍
馬
と
銅
像
、②
龍
馬
と
写
真
、③
龍

宮
　
英
司
（
み
や
・
え
い
じ
）

高
知
市
生
ま
れ
。

高
知
大
学
大
学
院
修
士
課
程 

修
了
。

高
知
県
の
中
学
校
で
社
会
科
教
師
と
し
て

教
壇
に
立
つ
。14
年（
潮
江
中
・
旭
中
）

高
知
市
教
育
委
員
会
に
勤
務
。15
年（
教

育
研
究
所
・
学
校
教
育
課
・
学
事
課
）

高
知
県
の
中
学
校
で
校
長
と
し
て
勤
務
。

8
年（
横
浜
中
・
青
柳
中
・
伊
野
南
中
）

現
在　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・

現
代
龍
馬
学
会 

会
長

高
知
市
立
寺
田
寅
彦
記
念
館
友
の
会
副
会
長

高
知
大
学
教
育
学
部 

非
常
勤
講
師

認
定
こ
ど
も
園 

一
宮
幼
稚
園 

園
長

日
本
教
育
新
聞
社 

四
国
版 

編
集
委
員

著
書

「
小
中
学
生
の
た
め
の
坂
本
龍
馬
物
語
」

　

高
知
市
教
育
委
員
会　

発
行（
共
著
）

「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
放
送
教
育
」

　

日
本
放
送
教
育
協
会　

発
行（
共
著
）

「
寺
田
寅
彦
銅
像
物
語
」

　

寺
田
寅
彦
記
念
館
友
の
会　

発
行

馬
と
手
紙
、④
龍
馬
と
女
性
た
ち
、⑤
一

度
だ
け
の
帰
郷
、⑥
龍
馬
暗
殺
犯
に
迫
る

タ
イ
ト
ル
と
し
て
は「
坂
本
龍
馬
講
座

～
お
孫
さ
ん
や
子
ど
も
さ
ん
への
教
え
方

～
」と
し
て
い
ま
す
。龍
馬
の
教
え
方
に
つ

い
て
は（
小
中
学
生
に
教
え
る
に
際
し
て

は
）少
し
自
信
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を
参

加
者
に
お
伝
え
す
る
こ
と
で
、家
族
の
団

欒
の
場
で
活
用
し
て
い
た
だ
け
た
ら･･･

と
夢
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
―
現
代
龍
馬
学
会
の
皆
様
へ一言
お
願
い

し
ま
す
。

会
長
に
な
っ
て
改
め
て
考
え
て
い
ま

す
。現
代
龍
馬
学
会
は
ど
こ
へ
向
か
う
の

か
…
と
。結
構
、難
し
い
課
題
で
し
た
。で

も
、次
第
に
難
し
く
考
え
過
ぎ
な
い
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、龍
馬
記
念
館

の
「
企
画
展
」や「
幕
末
写
真
館
」に
学

び
つつ
、わ
か
ら
な
い
こ
と
は
学
芸
員
さ
ん

へ
質
問
し
、館
主
催
の「
連
続
講
演
会
」

で
刺
激
を
受
け
、勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

会
員
の
み
な
さ
ん
に
は「
龍
馬
の
ひ
ろ

ば
」で
い
ろ
ん
な
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
っ

て
会
が
活
性
化
し
て
い
く
と
思
う
か
ら

で
す
。ま
た
、隔
月
で
実
施
し
て
い
る
例

会
へ
の
ご
参
加
を
呼
び
掛
け
た
い
と
思
い

ま
す
。２
０
１
９
年
は
、会
の
重
鎮
で
あ

る
渋
谷
雅
之
先
生
の「
い
ろ
は
丸
始
末
」

が
５
回
開
催
さ
れ
、こ
れ
ま
で
の
通
説
を

覆
す
切
込
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
、圧
倒

さ
れ
ま
し
た
。（
例
会
は
、原
則
と
し
て

偶
数
月
の
第
３
土
曜
日
の
午
後
２
時
半

か
ら
、新
館
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。詳
細
は
事
務
局
へ
そ
の
都
度
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。）

こ
れ
か
ら
も「
龍
馬
が
残
し
た
も
の

はじめに
　今回は、宮英司会長へのインタビューです。長らく中学校にお勤めだったと聞いています。2017年に現代龍馬学

会の会長に就任され、この春から4年目となります。龍馬が教科書にどのように取りあげられてきたか ･･･ 等の研究を続
けてこられました。また、子どもたち向けの「龍馬授業」についても実績十分だとお伺いしています。現在の本務は一宮
幼稚園長さんですが、幼稚園の玄関を入ったロビーには園児向けの「龍馬コーナー」を設置
されていて、園内では「一宮幼稚園版・坂本龍馬検定」を実施されているとのことです。
　なお、2020年度には、全国中学校社会科教育研究大会高知大会が開催されるとのことです
が、この大会では、坂本龍馬記念館の三浦夏樹チーフ（学芸担当）が記念講演をし、宮会長
は歴史的分野の助言者をされると伺いました。授業は「坂本龍馬」と「自由民権運動」だと
お聞きしています。� （聞き手：事務局�宮﨑＆手島）

龍
馬
を
教
え
る
き
っ
か
け

―
―
―
中
学
校
で
、龍
馬
の
特
設
授
業
を
積

み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、龍
馬
を

教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

中
学
校
で
社
会
科
を
教
え
て
い
ま
し

た
が
、高
知
の
子
ど
も
た
ち
に
「
も
っ
と
、

龍
馬
の
こ
と
を
詳
し
く
教
え
た
い
」と
い

う
気
持
ち
が
少
し
ず
つ
強
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。そ
れ
は
、自
分
自
身
が
小
さ
い

と
き
に
読
ん
だ
「
坂
本
龍
馬
」の
本
に

影
響
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新
し
い
歴
史
を
切
り
拓
い
て
き
た
龍
馬

に
つ
い
て
、教
科
書
だ
け
で
は
十
分
に
教

え
ら
れ
な
い
。こ
こ
は
高
知
だ
か
ら
、郷

土
の
先
人
に
つい
て
も
っ
と
教
え
て
や
る
べ

き
で
は
な
い
か･･･

。い
つ
も
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
ま
し
た
。

高
知
市
教
育
委
員
会
に
勤
務
し
て
い

た
時
に
、当
時
の
市
長
さ
ん
が「
龍
馬
都

市
宣
言
」を
さ
れ
て
、各
部
局
が
そ
れ
ぞ

れ
に
龍
馬
に
関
す
る
施
策
を
練
り
上
げ

る
こ
と
に
な
り
、副
読
本「
小
中
学
生
の

た
め
の
坂
本
龍
馬
物
語
」を
作
成
・
配

布
し
ま
し
た
。著
名
な
龍
馬
研
究
家
の

ご
意
見
を
直
接
い
た
だ
く
機
会
も
あ
り
、

大
い
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
現
在
も
、龍
馬
記
念
館
等
で
実
費
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。）

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会

会会長長
インタビューインタビュー

一宮幼稚園・坂本龍馬コーナー

を
現
代
に
活
か
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
…
。」に
つ
い
て
、と
も
に
意
見

交
換
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

史
実
と
小
説
の
隙
間
を
埋
め
て
い
き
な

が
ら
、
お
互
い
に
楽
し
み
つつ
集
い
あ
って

い
き
ま
し
ょ
う
。さ
ら
に
、子
ど
も
た
ち

に
龍
馬
の
生
き
方
を
正
し
く
伝
え
て
い

く
こ
と
に
も
力
を
注
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
、本
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
龍
馬
」と

「
現
代
」そ
し
て
「
子
ど
も
た
ち
」と

考
え
て
い
こ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。
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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

当会では偶数月に会員様
にご研究を発表していただ
き、皆様と気軽に勉強をす

る月例会を行っております。会員
の皆様の中にも日頃のご研究の成
果をお持ちの方がたくさんおられ
るのではないでしょうか？その成
果を月例会にて是非発表いただき
お聞かせ願いたいと思います。全

然堅苦しいものではありません。
渋谷雅之副会長のお言葉をお借りしますと「龍馬

が残したものを現代に活かすために、歴史学者と
一般の歴史愛好者が手を取り合って、ワイワイガ
ヤガヤ楽しく勉強をしよう」というものです。

また、会場である坂本龍馬記念館になかなか来るこ
とのできない会員様には、会報の「私のテーマ」など
で発表いただけます。「話してみるかよ」「コラム・

龍馬のこと」へは皆様
の身の回りのお話や龍
馬への思いなど、ほっ
こりするお話もお待ち
しております。皆さま
お気軽に事務局までお
寄せください。

月例会発表者・会報執筆者

今も墨田区で売られている「幾代餅」。
吉良邸跡横の「両国 縁処」で。

第12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	 「龍馬の思想と行動」
日　時	 2020年5月23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	 100名（参加無料・要申込）

【研究発表】
10：10～	 網屋 喜行	氏（鹿児島県立短期大学名誉教授（「吉田」本家末裔）

「石尾芳久氏の『海南政典』研究とM.ウェーバーの『官僚制論』」
11：10～	 山本 修	氏（株式会社便利堂　コロタイプ研究所所長）

「コロタイプ技術で龍馬の手紙を複製する
　　　　　　～100年以上前から続く古い写真印刷技術の話～」

【特別講演】
13：30~	大石 学	氏（日本芸術文化振興会	監事）

「坂本龍馬の現代的意義」

【研究発表】
15：10～	 坂本 世津夫	氏（国立大学法人愛媛大学	社会連携推進機構教授「地域連携コーディネーター」）

「明智光秀と龍馬」
16：10～	 前田 由紀枝	氏（高知県立坂本龍馬記念館	学芸課長）

「『新葉和歌集』を手がかりに龍馬の思想と歌心を考える」

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

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
四
十
一
）
ー

物
語
の
歴
史
性

宮 

川　

禎 

一

む
か
し
、
東
京
上
野
の
鈴
本
演
芸

場
で
聴
い
た
落
語
「
幾
代
餅
」
の
こ
と
。

若
く
て
働
き
者
の
搗
米
屋
の
職
人

清
蔵
が
錦
絵
に
描
か
れ
た
美
人
の
花

魁
、
幾
代
太
夫
に
一
目
惚
れ
し
て
恋

患
い
。
親
方
は
辛
抱
し
て
一
年
働
い

て
給
金
を
貯
め
た
ら
吉
原
に
つ
れ
て

い
っ
て
や
る
な
ど
と
そ
の
場
し
の
ぎ

を
言
う
も
の
だ
か
ら
、
清
蔵
は
懸
命

に
働
い
て
、
一
年
後
、
貯
め
た
十
五

両
も
の
大
金
を
持
っ
て
吉
原
に
行
き
、

な
ん
と
か
幾
代
太
夫
に
会
っ
て
・
・
・

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
結
ば
れ
て
、
夫
婦

で
始
め
た
餅
屋
が
大
繁
盛
で
め
で
た

い
か
ぎ
り
と
い
う
噺
だ
。
氏
素
性
や

社
会
的
立
場
を
超
え
た
純
愛
の
物
語

だ
。
作
り
話
の
中
で
だ
け
存
在
す
る

ピ
ュ
ア
な
恋
愛
だ
か
ら
こ
そ
聴
衆
に

支
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
っ
て
い

た
。と

こ
ろ
が
最
近
、
江
戸
時
代
の
旅

日
記
の
解
説
文
を
読
ん
で
い
た
ら
文

化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
の
江
戸
両

国
に
「
幾
代
餅
」
を
売
る
店
が
実
在

し
て
い
た
の
で
驚
い
た
（
金
森
敦
子

『
き
よ
の
さ
ん
と
歩
く
江
戸
六
百
里
』

二
〇
〇
六
年
）。
落
語
は
ま
さ
か
の
実

話
だ
っ
た
の
だ
。
幾
代
太
夫
が
は
じ

め
た
餅
屋
は
元
禄
時
代
と
さ
れ
る
の

で
百
年
を
超
え
て
幾
代
餅
が
売
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

歴
史
は
ど
ん
な
に
冷
静
に
記
述
し

よ
う
と
も
「
物
語
性
」
を
帯
び
て
い
る
。

事
実
だ
け
を
淡
々
と
書
く
こ
と
は
難

し
い
。
ひ
ら
き
な
お
っ
て
物
語
風
に

書
く
ほ
う
が
読
ん
で
も
ら
い
易
い
し

真
意
が
伝
わ
り
易
い
。
一
方
、
落
語

の
よ
う
な
面
白
い
話
は
作
り
話
で

あ
っ
て
歴
史
じ
ゃ
な
い
の
か
と
い
え

ば
、
こ
の
「
幾
代
餅
」
の
よ
う
に
実

際
に
あ
っ
た
話
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
た

も
の
も
あ
っ
た
の
だ
。

落
語
の
下
げ
で
餅
屋
の
繁
盛
ぶ
り

が
お
客
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。「
毎
度
、

あ
り
が
と
う
あ
り
ん
す
、
な
ん
て
言

い
や
が
っ
て
よ
ぉ
。
俺
ァ
う
れ
し
く

な
っ
ち
ま
っ
て
な
、
銭
を
置
い
て
餅

を
持
た
ず
に
来
た
」（
中
略
）「
傾
城

に
誠
な
し
と
は
誰
が
言
う
た
。
両
国

名
物
『
幾
代
餅
の
由
来
』
の
一
席

で
ご
ざ
い
ま
す
」（
古
今
亭
志
ん
生

『
志
ん
生
艶
ば
な
し
』
ち
く
ま
文
庫　

二
〇
〇
五
年
よ
り
）。
江
戸
の
人
情
を

今
に
伝
え
る
い
い
噺
で
あ
る
。

会員の皆様へ会員の皆様へ

●例会発表は1時間を目途にしております。（原則、偶数月第3
土曜日 14：30～）

●会報「私のテーマ」1,600字 「コラム･龍馬のこと」「話してみ
るかよ」写真1点+600字 写真なし700字

※今回のみ「第12回研究発表会」のご案内と「例会発表者・
会報執筆者募集」

待ちゆう
ぜよ！

大募集 !!

2019年10月例会の様子。発表者：渋谷雅之氏




