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「
坂
本
龍
馬
湿
板
写
真
」
に
は
、
技
術
的
な

謎
が
あ
る

本
作
で
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
は
、
コ
ロ

デ
ィ
オ
ン
湿
板
方
式
で
、
ア
イ
ボ
リ
ー
か
ら

透
明
に
向
か
っ
て
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
画

像
を
形
成
す
る
。
一
八
五
一
年
に
英
国
で
発

表
さ
れ
た
技
術
で
、
一
九
世
紀
後
半
で
も
っ

と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
写
真
方
式
で
あ
る
。
日

本
が
開
国
し
て
輸
入
さ
れ
た
中
心
的
な
方
式

で
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
方
式
に
は
二
つ
の

用
い
方
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
印
画
紙
に
プ

リ
ン
ト
す
る
た
め
の
撮
影
原
板
と
し
て
使
用

す
る
方
法
（
湿
板
ネ
ガ
）。
も
う
ひ
と
つ
は
、

撮
影
原
板
を
そ
の
ま
ま
眺な
が

め
る
方
法
（
ア
ン

ブ
ロ
タ
イ
プ
）
で
あ
る
。
通
常
、
こ
の
ふ
た

つ
は
明
確
に
分
か
れ
る
。
印
画
紙
に
焼
き
付

け
る
た
め
に
は
、
濃
度
の
高
い
部
分
が
し
っ

か
り
と
光
を
遮
断
で
き
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
た
め
画
像
は
光
に
か
ざ
せ
ば
解
る
程
度
の

暗
い
も
の
と

な
る
。
一
方
、

ア
ン
ブ
ロ
タ

イ
プ
は
ア
イ

ボ
リ
ー
か
ら

透
明
で
形
成

さ
れ
た
ネ
ガ

像
の
下
に
黒

色
の
紙
や
布

を
敷
く
こ
と

で
、
黒
か
ら

ア
イ
ボ
リ
ー

に
向
け
て
の

ポ
ジ
像
へ
変
換
す
る
。
画
像
濃
度
は
薄
く
、

逆
に
光
に
か
ざ
す
と
画
像
が
薄
す
ぎ
て
内
容

が
わ
か
り
に
く
い
。
同
じ
材
料
だ
が
、
非
常

に
明
確
な
区
別
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
坂
本
龍
馬
湿
板
写
真
」
は
、
こ

の
ど
ち
ら
か
判
じ
か
ね
る
の
で
あ
る
。
明
治

時
代
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
印
画
紙
が
現
存
す

る
（
幕
末
の
も
の
は
未
見
）
こ
と
か
ら
、
原

板
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
事

実
で
あ
る
。
濃
度
を
測
定
し
て
も
、
焼
付
け

が
可
能
な
だ
け
の
差
が
あ
り
、
濃
い
部
分
は

濃
度
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

在
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ガ
ラ
ス
の
後
ろ
に
暗

色
布
を
置
く
と
画
像
は
し
っ
か
り
と
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

本
作
が
被
写
体
（
坂
本
龍
馬
）
の
側
に
伝

承
し
た
の
で
は
な
く
、
撮
影
者
側
に
伝
承
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
ネ
ガ
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
龍
馬
へ
渡
し
た
ア

ン
ブ
ロ
タ
イ
プ
の
別
カ
ッ
ト
が
残
っ
た
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
。

日
本
で
も
っ
と
も
著
名
な
幕
末
写
真
で
あ

る
本
作
に
は
、
ま
だ
ま
だ
謎
が
残
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

坂本龍馬湿板写真　武市祐吉氏寄贈
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二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展

「
龍
馬
伝
」
を
七
月
三
一
日
か
ら
高
知
県
立
歴

史
民
俗
資
料
館
で
開
催
し
ま
す
。

こ
の
特
別
展
は
、
二
〇
一
〇
年
N
H
K
大

河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
の
放
送
と
連
動
し
て
、

高
知
や
京
都
な
ど
に
伝
わ
る
龍
馬
の
遺
品
や

書
簡
類
、
幕
末
の
騒
動
を
伝
え
る
歴
史
資
料

な
ど
で
構
成
し
な
が
ら
坂
本
龍
馬
の
波
乱
に

満
ち
た
生
涯
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
ま
す
。

展
示
会
は
、
東
京
・
京
都
・
高
知
・
長
崎

と
全
国
四
会
場
を
巡
回
し
て
い
き
ま
す
。
東

京
都
江
戸
東
京
博
物
館
【
東
京
展
】
か
ら
始

ま
っ
た
こ
の
展
示
会
は
、
東
京
会
場
で
約

一
四
万
人
の
入
館
者
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
京
都
文
化
博
物
館
【
京
都
展
】（
六
月

一
九
日
〜
七
月
一
九
日
）、
そ
し
て
七
月
三
一

日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
高
知
県
立
歴
史
民

俗
資
料
館
【
高
知
展
】
で
開
催
（
開
催
期
間

中
無
休
）
さ
れ
ま
す
。
最
後
は
、
長
崎
歴
史

文
化
博
物
館
【
長
崎
展
】（
一
〇
月
二
日
〜

一
一
月
三
日
）
と
な
り
ま
す
。

展
示
は
、
四
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

一
章
「
土
佐
に
生
ま
れ
て
」、
第
二
章
「
坂ば
ん

龍り
ゅ
う

飛ひ

騰と
う

！
」、
第
三
章
「
薩
長
同
盟
成
る
」、
第
四

章
「
夢
は
世
界
へ
」、
そ
し
て
特
設
コ
ー
ナ
ー

と
し
て
「
写
真
に
遺
さ
れ
た
龍
馬
像
」、「
坂
本

龍
馬
ゆ
か
り
の
資
料
」、「
岩
崎
弥
太
郎
ゆ
か
り

の
資
料
」、「
坂
本
龍
馬
ゆ
か
り
の
地
」
が
あ
り

ま
す
。

な
お
、
今
回
の
展
示
資
料
に
は
、
国
の
重

要
文
化
財
や
重
要
資
料
の
た
め
展
示
期
間
が

限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
資
料

保
存
の
た
め
、
展
示
会
場
に
よ
り
展
示
資
料

が
や
や
異
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
岡
本
）

で
は
、
高
知
会
場
の
見
所
と
主
な
展
示
資

料
を
紹
介
し
ま
す
。

 　
　本

章
で
は
、
土
佐
藩
の
政
治
状
況
や
龍
馬

の
人
間
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

龍
馬
の
思
想
の
原
点
を
探
り
ま
す
。

坂
本
龍
馬
は
、
上
町
本
町
（
現
・
高
知
市

上
町
一
丁
目
七
番
三
四
号
）
で
、
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
旧
暦
の
一
一
月
一
五
日
に
誕
生

し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

龍
馬
が
生
ま
れ
た
土
佐
藩
は
、
上じ
ょ
う

士し

（
土

佐
に
入
国
す
る
前
か
ら
山
内
家
に
仕
え
て
き

た
侍
）
と
下か

士し

（
山
内
家
よ
り
前
か
ら
土
佐

に
在
住
し
て
い
た
侍
）
と
の
間
に
は
厳
し
い

差
別
が
あ
り
、
下
士
の
生
活
様
式
も
細
か
く

規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
憲け
ん

章し
ょ
う

簿ぼ

」

（
写
真
①
）
と
い
う
土
佐
藩
の
法
律
を
集
大
成

し
た
も
の
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
絹
製
の
衣
類
を
着
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
上
士
の
み
で
そ
の
他
は
木
綿

製
で
あ
る
、
道
で
上
士
に
あ
っ
た
ら
下
士
は

道
端
に
よ
け
て
平
伏
す
る
、
下
士
は
郭か

中ち
ゅ
う

（
高
知
城
周
辺
の
武
家
屋
敷
地
、
現
在
の
高
知

市
廿
代
町
三
〜
高
知
市
升
形
付
近
）
を
通
行

す
る
と
き
に
笠
を
か
ぶ
っ
て
は
い
け
な
い
、

な
ど
で
す
。
ま
た
下
士
が
藩
の
政
治
に
携た
ず
さ

わ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

龍
馬
の
実
家
は
、
一
六 

一
石
の
領
地
を
も
つ
裕
福

な
家
で
、
本
家
の
才さ
い

谷だ
に

屋や

は
高
知
城
下
で
も
指
折
り

の
豪
商
で
し
た
。
身
分
が

高
い
上
士
が
家
禄
を
抵
当

に
金
を
借
り
に
来
る
さ
ま

は
龍
馬
に
身
分
制
度
の
矛

盾
を
感
じ
さ
せ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

少
年
時
代
の
龍
馬
は
、

ど
こ
か
頼
り
な
い
印
象
で

し
た
が
、
小お

栗ぐ
り

流り
ゅ
う

・
日ひ

根ね

野の

弁べ
ん

治じ

に
入
門
し
剣
術

を
始
め
て
か
ら
は
、
め
き

め
き
と
上
達
し
、
嘉か

永え
い

六
年
（
一
八
五
三
）
に
は

「
小お

栗ぐ
り

流り
ゅ
う

和や
わ
ら

兵へ
い

法ほ
う
の

事こ
と

目も
く

録ろ
く

」

（
重
要
文
化
財　

写
真
②
）

が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
龍

馬
は
江
戸
へ
剣
術
修
行
に

赴お
も
む

き
、
北
辰
一
刀
流
・
千ち

葉ば

定さ
だ

吉き
ち

に
入
門
し
ま
す
。

「
芸
は
身
を
助
け
る
」
と

い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
龍

馬
は
剣
術
を
通
じ
て
た
く

ま
し
く
成
長
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
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　江

戸
で
剣
術
修
行
に
励は

げ

ん
で
い
た
、
嘉
永

六
年
の
六
月
に
は
浦う
ら

賀が

沖
に
ペ
リ
ー
が
来
航

し
ま
し
た
（
写
真
③
）。
こ
の
黒
船
騒
動
は
そ

の
後
の
龍
馬
の
行
動
原
理
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

帰
国
後
、
土
佐
で
も
っ
と
も
海
外
通
で
あ

る
河か
わ

田だ

小し
ょ
う

龍り
ょ
う

を
訪
れ
西
洋
事
情
を
聞
い
て
い

ま
す
。
黒
船
騒
動
を
機
に
、
全
国
で
尊そ

ん

王の
う

攘じ
ょ
う

夷い

（
天
皇
を
尊
敬
し
、
外
国
の
言
い
な
り
に

な
ら
な
い
政
治
を
行
う
こ
と
）
を
主
張
す
る

志
士
た
ち
が
登
場
し
、
土
佐
で
は
武た
け

市ち

半は
ん

平ぺ
い

太た

を
盟
主
と
す
る
土
佐
勤
王
党
が
結
成
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
武
市
の
考
え
に
違
和
感
を

感
じ
た
龍
馬
は
脱
藩
し
ま
す
。

そ
し
て
後
に
彼
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
勝か
つ

海か
い

舟し
ゅ
う

（
写
真
④
）
と
運
命
的
な
出

会
い
を
し
ま
す
。

勝
か
ら
最
新
の
海
外
情
報
お
よ
び
日
本
全

体
の
力
を
結
集
し
た
（「
一
大
共
有
」）
海
軍

設
立
計
画
を
聞
い
た
龍
馬
は
直
ち
に
弟
子
入

り
し
ま
し
た
。
ま
た
勝
を
通
じ
て
大お
お

久く

保ぼ

一い
ち

翁お
う

、
横よ
こ

井い

小し
ょ
う

楠な
ん

、
西さ
い

郷ご
う

隆た
か

盛も
り

と
い
っ
た
人
々

と
の
人
脈
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
行
動
は
、
黒
船
に
欧
米
諸
国
の

「
文
明
」
を
見
出
し
、
海
軍
設
立
を
通
じ
て
新

た
な
国
づ
く
り
を
行
う
方
向
性
を
決
定
す
る

ヒ
ン
ト
を
龍
馬
に
与
え
た
と
い
え
ま
す
。

そ
し
て
文ぶ
ん

久き
ゅ
う

三
年
（
一
八
六
三
）、
神
戸
海

軍
操
練
所
の
横
に
併
設
し
た
勝
塾
で
高
松
太

郎
、
沢
村
惣そ
う

之の

丞じ
ょ
う

ら
と
と
も
に
海
軍
修
行
に

励は
げ

み
ま
す
。
自
ら
の
夢
の
実
現
に
前
進
し
た

矢
先
、
操
練
所
の
中
に
池
田
屋
事
件
や
禁
門

の
変
で
長
州
軍
に
加
わ
っ
た
者
が
い
た
と
い

う
理
由
で
海
軍
操
練
所
は
閉
鎖
、
勝
は
江
戸

に
呼
び
戻
さ
れ
ま
し
た
。
勝
と
い
う
保
護
者

を
失
っ
た
龍
馬
た
ち
は
、
西
郷
隆
盛
の
い
る

薩
摩
藩
に
身
を
寄
せ
た
の
で
す
。

 　
　本

章
で
は
、
同
志
や
家
族
に
宛
て
た
手
紙

か
ら
龍
馬
の
志
士
と
し
て
の
活
動
と
と
も
に
、

龍
馬
の
人
間
的
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

西
郷
に
誘
わ
れ
て
薩
摩
を
訪
れ
た
龍
馬
は
、

薩
摩
藩
の
強
大
な
力
を
知
り
、
長
州
と
の
同

盟
を
画か
く

策さ
く

し
ま
す
。
犬
猿
の
仲
だ
っ
た
両
藩

を
結
び
つ
け
る
に
は
様
々
な
苦
労
が
あ
り
ま

③ ペリー浦賀来航図　（重要文化財）彦根城博物館蔵　　　　　　　　　　

④ 勝海舟江
え
戸
ど
開
かい
城
じょう
図
ず
　川村清雄筆

江戸東京博物館蔵　　　　　
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う

！

全期間展示

8/17 ～ 8/31 展示
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し
た
が
、
中な
か

岡お
か

慎し
ん

太た

郎ろ
う

、
土ひ
じ

方か
た

久ひ
さ

元も
と

ら
土
佐

出
身
の
同
志
た
ち
の
協
力
を
得
て
、
実
現
し

ま
し
た
。
同
盟
は
秘
密
の
う
ち
に
結
ば
れ
た

の
で
す
が
、
薩
長
が
和
解
し
た
と
い
う
噂
は

早
く
か
ら
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
噂
を
聞
い

た
勝
は
、「
彼
な
ら
お
そ
ら
く
実
現
し
た
で
あ

ろ
う
」
と
日
記
に
書
い
て
い
ま
す
。

薩
摩
藩
の
協
力
を
得
た
長
州
藩
は
、
国
を

挙
げ
て
軍
事
調
練
を
行
う
な
ど
、
幕
府
と
の

全
面
戦
争
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
そ
の
様

子
は
慶け
い

応お
う

元
年
（
一
八
六
五
）
九
月
七
日
付

で
家
族
に
宛
て
た
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
⑤
）。

こ
の
時
期
に
龍
馬
が
家
族
に
宛
て
た
書
簡

を
見
ま
す
と
、
家
族
だ
け
で
な
く
乳
母
、
友

人
の
家
族
の
こ
と
も
気
遣
っ
て
い
る
記
述
が

見
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
慶
応
元
年
九
月
七
日
付
書
簡

（
写
真
⑤
左
▼
）
に
は
「
南
町
の
う
バ
は
ど
ふ

し
て
い
る
や
ら
」
と
時
々
気
に
な
っ
て
い
る

こ
と
や
、
秋
頃
に
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
乙と

女め

宛
の
書
簡
（
写
真
⑥
左
▼
）
に
は
「
西
町

蔵
母
ハ
い
か
ゞ
定
き
づ
か
い
な
る
べ
し
」
と

友
人
池い
け

内く

蔵ら

太た

の
母
親
を
心
配
し
、
こ
の
書

簡
に
書
い
た
内
蔵
太
の
近
況
を
知
ら
せ
て
あ

げ
て
く
だ
さ
い
、
と
結
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
に
池
内
蔵
太
を
は
じ
め
と
す
る
土
佐

を
脱
藩
し
た
も
の
が
各
地
で
活
躍
し
て
い
る

様
を
事
例
に
、
土
佐
藩
の
保
守
的
な
政
治
動

向
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
が
乙
女
宛
の
手
紙

（
写
真
⑥
右
推
定
慶
応
元
年
夏
）
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。

故
郷
土
佐
に
歯
が
ゆ
い
思
い
を
す
る
龍
馬

が
土
佐
藩
を
救
う
た
め
に
奔ほ
ん

走そ
う

す
る
の
は
後ご

藤と
う

象し
ょ
う

二じ

郎ろ
う

と
の
会
談
後
の
こ
と
で
す
。

 　
　本

章
で
は
、
平
和
を
希
求
し
続
け
た
龍
馬

の
思
想
や
、
世
界
を
目
指
し
た
海
援
隊
の
本

質
に
迫
り
ま
す
。

慶
応
三
年
二
月
（
一
月
説
も
あ
る
）、
龍
馬

は
長
崎
で
後
藤
象
二
郎
と
会
談
し
た
の
ち
、
土

佐
藩
に
復
帰
し
、
海
援
隊
を
組
織
し
ま
し
た
。

海
援
隊
は
、
海
運
事
業
や
商
取
引
、
開
拓
、

「
和わ

英え
い

通つ
う

韻い
ん

以い

呂ろ

波は

便び
ん

覧ら
ん

」
な
ど
の
出
版
事
業

等
を
行
い
、
さ
ら
に
有
事
の
際
は
海
軍
と
し

て
土
佐
藩
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

組
織
で
す
。
ま
た
隊
士
た
ち
に
と
っ
て
は
政

治
・
経
済
、
鉄
砲
術
、
蒸
気
機
関
、
語
学
な

ど
近
代
国
家
建
設
に
必
要
な
知
識
と
技
術
を

実
践
し
な
が
ら
学
べ
る
と
こ
ろ
と
し
て
の
側

面
も
も
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
は
「
海か
い

援え
ん

隊た
い

日に
っ

史し

」、「
海か
い

援え
ん

隊た
い

商し
ょ
う

事じ

秘ひ

記き

」、「
雄ゆ
う

魂こ
ん

姓せ
い

名め
い

録ろ
く

」（
以
上
、
重
要

文
化
財
）、
な
ど
の
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

特
に
注
目
す
べ
き
資
料
は
、「
海
援
隊
日

史
」（
写
真
⑦
）
で
す
。
そ
こ
に
は
大
政
奉
還

実
現
の
た
め
に
結
ば
れ
た
薩
土
盟
約
（
慶
応

三
年
六
月
二
二
日
）
の
盟
約
文
が
の
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
内
容
は
一
〇
月
に
後
藤
象
二
郎

ら
土
佐
藩
の
代
表
者
が
幕
府
に
提
出
し
た
大

⑤ 坂本龍馬書簡　兄・権
ごん
平
ぺい
、姉・乙女、おやべ宛　慶応元年九月七日　当館蔵　　　　　　

⑥ 坂本龍馬書簡　姉・乙女宛　（右の書簡）推定  慶応元年夏（左の書簡）推定  慶応元年秋　当館蔵　　　　　　

⑦ 海援隊日史　（重要文化財）京都国立博物館蔵　　　　　　　　　　
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と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。

さ
て
、
湿
板
は
自
製

す
る
こ
と
か
ら
I
S
O

感
度
に
換
算
す
る
と

〇
・
一
〜
一
く
ら
い
の

幅
を
持
っ
て
い
ま
す
。

晴
天
下
に
お
い
て
絞
り

F
一
六
で
一
〜
一
〇
秒

が
適
正
露
光
時
間
と
な

る
計
算
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
方
式
で

撮
影
す
る
写
真
器
に
は

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
付
い
て

い
ま
せ
ん
。
レ
ン
ズ
の

蓋
を
開
け
閉
め
す
る
こ

と
で
露
光
し
ま
す
。
こ

の
間
の
ど
の
段
階
で
露

光
を
や
め
る
の
か
は
、

す
べ
て
写
真
師
の
胸
先

三
寸
で
決
ま
る
の
で

す
。
坂
本
龍
馬
の
写
真
は
、
現
在
と
は
大
き

く
異
な
り
、
機
械
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
写

真
で
は
な
く
、
職
人
の
経
験
と
勘
に
よ
っ
て

培つ
ち
か

わ
れ
た
技
術
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
な

の
で
す
。

（
東
京
都
写
真
美
術
館
学
芸
員　

三
井
圭
司
）

■ 

会
場
は
三
階
総
合
展
示
室
・
一
階
企
画
展

示
室
と
な
り
ま
す
。

政
奉
還
建
白
書
と
そ
の
副
書
に
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。

実
は
、
建
白
書
の
内
容
に
は
、
船
中
八
策

と
新し
ん

政せ
い

府ふ

綱こ
う

領り
ょ
う

八は
っ

策さ
く

と
い
う
龍
馬
ら
海
援
隊

が
主
張
す
る
新
国
家
構
想
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
一
説
に
よ
る
と
、
長な
が

岡お
か

謙け
ん

吉き
ち

が
建
白
書
の
起
草
に
関
わ
っ
て
い
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
政
奉
還
が
実
現
し
、「
世
界
」
の
海
援
隊

を
め
ざ
す
龍
馬
で
す
が
、
そ
の
矢
先
、
京
都

近お
う

江み

屋
で
何
者
か
に
お
そ
わ
れ
三
三
年
の
生

涯
を
閉
じ
ま
す
。
暗
殺
現
場
の
床
の
間
に
掛

け
ら
れ
て
い
た
板い
た

倉く
ら

槐か
い

堂ど
う

筆
「
梅ば
い

椿ち
ん

図ず

」（
写

真
⑧
、
重
要
文
化
財
）
は
何
を
私
た
ち
に
語

り
か
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

龍
馬
の
死
後
、
妻
・
お
龍り
ょ
う

は
、
土
佐
の
坂

本
家
と
妹
・
君き
み

枝え

が
嫁
い
だ
菅す
が

野の

覚か
く

兵べ

衛え

の

兄
の
家
で
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

お
龍
は
土
佐
を
去
る
時
、
龍
馬
と
の
思
い

出
を
自
分
の
心
に
と
ど
め
る
た
め
、
龍
馬
か

ら
の
手
紙
は
焼
き
捨
て
ま
し
た
。
し
か
し
龍

馬
が
贈
っ
た
と
い
わ
れ
る
帯お
び

留ど
め

（
写
真
⑨
）

は
、
仲
良
く
な
っ
た
覚
兵
衛
の
姪め
い

・
仲な
か

子こ

に

贈
り
ま
し
た
。
龍
馬
が
自
分
の
刀
の
下さ

げ

緒お

と

目め

貫ぬ
き

で
作
ら
せ
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ド
ラ
マ
に
映
し
出
さ
れ
る

様
々
な
場
面
に
ま
つ
わ
る
資
料
約
二
〇
〇
点

（
展
示
替
資
料
を
含
む
）
が
一
堂
に
展
示
さ
れ

ま
す
（
う
ち
、
重
要
文
化
財
は
一
一
点
）。

ま
た
、
特
別
展
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

た
め
、
木
村
幸さ
ち

比ひ

古こ

氏
（
霊り
ょ
う

山ぜ
ん

歴
史
館
学
芸

課
長
・「
龍
馬
伝
」
本
展
企
画
監
修
・
企
画
委

員
）、
佐
々
木
克す
ぐ
る

氏
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

を
講
師
に
招
い
て
の
講
演
会
、
本
展
の
企
画

委
員
に
よ
る
展
示
解
説
を
開
催
し
ま
す
（
日

程
等
は
八
頁
に
掲
載
）。

（
中
岡
慎
太
郎
館
学
芸
員　

豊
田
満
広
）

最
後
に
、
巻
頭
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
坂

本
龍
馬
湿
板
写
真
に
つ
い
て
の
紹
介
で
す
。

期
間
限
定
で
平
成
二
二
年
七
月
三
一
日
か
ら

八
月
二
日
ま
で
実
物
公
開
し
ま
す
。（
八
月
三

日
〜
三
一
日
ま
で
は
複
製
展
示
）

坂
本
龍
馬
は
「
湿
板
（
正
確
に
は
、
コ
ロ

デ
ィ
オ
ン
湿
板
方
式
）」
と
い
う
写
真
方
式
に

よ
っ
て
撮
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
八
五
一
年
、

英
国
で
発
表
さ
れ
、
開
国
後
の
日
本
に
も
輸

入
さ
れ
た
一
九
世
紀
後
半
で
も
っ
と
も
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
方
式
で
す
。
こ
の
方
式
は
、
ガ

ラ
ス
の
磨
き
か
ら
始
め
て
、
乳に
ゅ
う

剤ざ
い

・
感か
ん

光こ
う

材ざ
い

料り
ょ
う

の
塗
布
ま
で
写
真
師
が
行
わ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
乳
剤
の
性
質
上
、
撮
影
か
ら
現

像
ま
で
の
間
に
乾
い
て
し
ま
う
と
撮
像
が
現

れ
な
い
た
め
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
湿
っ
た
板

⑨ 龍馬がお龍に贈ったといわれる帯留　個人蔵　　　　　　

⑧ 梅椿図　〈血染掛軸〉
（重要文化財）　　　　　　　　　　　

全期間展示

8/17 ～ 8/31 展示
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会　期：平成22年 7月31日㈯～8月31日㈫
 ●休　館　日：会期中休館日はありません
 ●開館時間：午前9時～午後7時

利用交通機関
会期中、毎日JR高知駅南口（高知・龍馬ろまん社中）と県立歴史民俗資料館の間に往復無料
シャトルバスを運行します。（所要時間約25分）
（行き）高知･龍馬ろまん社中発 ９：30から17：00まで30分毎
（帰り）歴史民俗資料館発 10：00から18：30まで30分毎

前売り券取扱場所
●高新プレイガイド、県立美術館ミュージアムショッ
プ、高知大丸プレイガイド、高知市文化プラザミュー
ジアムショップ、県庁生協売店、高知県内サニーマー
ト（毎日屋あさくらセンター店・毎日屋あさくらセン
ター旭店・毎日屋さんばし店・毎日屋大橋通り店・清
水店・四万十店を除く）、こうち生活協同組合（コー
プよしだ・コープかもべ）、高知県内TSUTAYA、
ホームセンターマルニ、ホームセンターハマート（ハ
マート清水店は除く）、とさてらす、城西館、イオン
モール高知2Fサービスカウンター、ローソンチケッ
ト（Lコード69447）、高知県立歴史民俗資料館

主　催： ㈶高知県文化財団・高知県立歴史民俗資料館・NHK高知放送局・NHKプラネット四国・
高知新聞社　制作協力：NHKプロモーション

後　援： 高知市・高知県教育委員会・高知市教育委員会・RKC高知放送・KUTVテレビ高知・KSS
さんさんテレビ・エフエム高知

協　賛： 日本写真印刷・ハウス食品・三井住友海上

観覧料 当　日 前売り 団体（20人以上）

一般（18歳以上） 1,000円 800円 800円

65歳以上 500円 500円 500円
【前売特典】65歳以上前売券ご購入の方から抽選で40名様を、当館が11
月に開催する史跡探訪「長宗我部元親・戸次の戦い 大野川合戦まつり
（大分市）観覧ツアー」にご優待致します。
※ 会期中、高知県立坂本龍馬記念館と北川村立中岡慎太郎館の
半券持参者は団体割引料金となります
※ 無料　高校生以下・療育手帳・身体障害者手帳・障害者手帳、
戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者（1名）

※ 駐車場のご案内/会期中の土・日曜日に館の駐車場が満車の場合は、高知大学医学部駐車場が
臨時駐車場として利用できます。（無料送迎バス有り）

　高知県交通定期路線バス時刻表（ ）内は土日祝日
 県庁前 堺　町 JR高知駅 一宮高知営業所 歴民館着 
 ８:56（８:46） ９:00（８:50） ９:05（８:55） ９:15（９:05） ９:33（９:23）
 14:36 14:40 14:45 14:55 15:13
 16:51（16:51） 16:55（16:55） 17:00（17:00） 17:10（17:10） 17:28（17:28）
 大人 650円 大人 580円 大人 580円 大人 390円 ―

2010年NHK大河ドラマ特別展
　　　　　図録
7月31日より販売
1冊　2,300円
（A4版 188頁）

2010年NHK大河ドラマ特別展　　　　

高知県立歴史民俗資料館・北川村立中岡慎太郎館共同企画展

土佐勤王党盟主

武市半平太の手紙

高知県立歴史民俗資料館
北川村立中岡慎太郎館

─ 拝啓 おとみ殿 ─

好評発売中！
「土佐勤王党盟主　武市半平太の手紙

―拝啓  おとみ殿―」
1冊  200円（A4版 20頁）

→ → → →

料金：
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「
土
佐
勤
王
党
盟
主　

武
市
半
平
太
の
手
紙 

―
拝
啓
お
と
み
殿
―
」
が
、
七
月
一
〇
日
か

ら
九
月
一
二
日
に
か
け
て
北
川
村
立
中
岡
慎

太
郎
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

半
平
太
が
妻
・
冨
に
あ
て
た
手
紙
二
〇
〇

通
あ
ま
り
の
な
か
か
ら
人
間
・
武
市
半
平
太
を

よ
く
表
し
て
い
る
も
の
を
厳
選
し
て
展
示
し
ま

す
。
ま
た
半
平
太
が
描

い
た
書
画
、
遺
品
、
そ

し
て
死
後
の
名
誉
回
復

に
関
す
る
資
料
も
あ
わ

せ
て
展
示
し
ま
す
。

ま
た
中
岡
慎
太
郎
館

で
は
、
半
平
太
と
慎
太

郎
と
の
師し

弟て
い

関か
ん

係け
い

に
注

目
し
、
慎
太
郎
が
半
平

太
か
ら
受
け
た
影
響
な

ど
に
つ
い
て
探
り
ま
す
。

で
は
、
企
画
展
の
見

所
と
主
な
展
示
資
料
を

紹
介
し
ま
す
。

武
市
瑞
山
先
祖
書

（
写
真
①
）

こ
の
資
料
は
、
武
市

家
の
ル
ー
ツ
、
半
平
太

　
 

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
・
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館
共
同
企
画
展

　
「
土
佐
勤
王
党
盟
主　
武
市
半
平
太
の
手
紙　

―

拝
啓  

お
と
み
殿―

」  

平
成
二
二
年
七
月
一
〇
日
㈯
〜
九
月
一
二
日
㈰　

会
場
：
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館　
　

の
剣
術
指
導
の
履り

歴れ
き

等
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

武
市
家
は
、
山
内
家
が
土
佐
に
入
国
し
た

際
に
郷ご
う

士し

と
な
り
、
半
平
太
の
祖
父
は
藩
主
に

対
す
る
忠ち
ゅ
う

節せ
つ

を
信し
ん

条じ
ょ
う

と
し
、
ま
じ
め
な
勤
務

ぶ
り
が
評
価
さ
れ
白し
ら

札ふ
だ

に
昇
格
し
ま
し
た
。
半

平
太
は
、
二
二
歳
の
時
に
小
野
派
一
刀
流
の
初

伝
を
受
け
、
道
場
を
構
え
ま
し
た
。
そ
し
て
藩

命
で
、
田た

野の

、
赤あ
か

岡お
か

へ
剣
術
指
南
と
し
て
出
張

し
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
は
白
札
・
郷

士
た
ち
の
剣
術
世
話
方
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

半
平
太
の
指
導
能
力
の
高
さ
や
誠
実
な
人
柄
は

各
地
で
評
判
と
な
り
ま
し
た
。

藩
主
豊
範
名
建
白
書
草
稿
（
写
真
②
）

こ
れ
は
半
平
太
が
土
佐
藩
主
の
名
前
で
朝

廷
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
王お
う

政せ
い

復ふ
っ

古こ

案あ
ん

で
す
。

そ
の
根
本
は
朝
廷
を
政
治
の
中
心
に
据
え
る

体
制
を
つ

く
る
こ
と

で
す
。
し

か
し
、
性

急
な
内
容

と
山や
ま

内う
ち

容よ
う

堂ど
う

の
承
諾

を
得
な
い

ま
ま
提
出

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
後
に
問
題
と
な
り
ま

し
た
。

武
市
半
平
太
書
状 

第
十
六
巻
（
写
真
③
）

文
久
三
年
十
二
月
二
十
日 

本
来
、
牢
屋
か
ら
手
紙
を
書
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
牢ろ
う

役
人
た
ち
に
よ
っ
て
上

司
に
内
緒
で
手
紙
の
や
り
と
り
が
出
来
る
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
活

動
を
振
り
返
り
、「
京
都
で
の
活
動
は
、
数
百

年
に
わ
た
っ
て
山
内
家
か
ら
受
け
た
恩
に
報
い

る
た
め
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
祖
父
の

生
き
方
の
影
響
が
み
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
、
妻
に
宛
て
た
手
紙
の
内
容
は
、

差
し
入
れ
の
弁
当
の
鯛た
い

飯め
し

が
お
い
し
い
か
ら

ま
た
作
っ
て
ほ
し
い
、
牢
屋
で
詠よ

ん
だ
和
歌

を
姉
た
ち
に
見
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
個
人

的
な
こ
と
や
牢
屋
で
の
取
り
調
べ
の
状
況
、

政
治
活
動
に
関
す
る
内
容
も
詳
し
く
書
い
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
い
つ
の
日
か
妻
に
会
え

る
日
が
あ
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
、「
会
え
な
け

れ
ば
あ
の
世
で
語
り
合
お
う
」
と
い
う
内
容

の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

皆
様
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

（
中
岡
慎
太
郎
館
学
芸
員　

豊
田
満
広
）

【
バ
ス
ツ
ア
ー
の
お
知
ら
せ
】

八
月
二
一
日
㈯
に
本
展
と
大
河
ド
ラ
マ
特

別
展
「
龍
馬
伝
」
を
見
学
す
る
バ
ス
ツ
ア
ー

を
開
催
し
ま
す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は

中
岡
慎
太
郎
館
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。（
定

員
四
二
名
）

中
岡
慎
太
郎
館

〒
七
八
一
―
六
四
四
九

高
知
県
安
芸
郡
北
川
村
柏
木
一
四
〇

4
〇
八
八
七
―
三
八
―
八
六
〇
〇

6
〇
八
八
七
―
三
八
―
八
六
〇
一

① 武市瑞山先祖書　武市新一氏蔵　佐川町青山文庫寄託

③ 武市半平太書状　第16巻　文久三年十二月二十日　姉・美多、奈美、妻・冨宛

② 藩主豊範名建白書草稿
武市新一氏蔵　佐川町青山文庫寄託
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岡
豊
風
日
（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
）
第
71
号

平
成
二
二
年
七
月
一
日

編
集
・
発
行　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

〒
783―

0044 

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
１
０
９
９―

１

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　
０
８
８
（
８
６
２
）２
２
１
１

 

Ｆ
Ａ
Ｘ　
０
８
８
（
８
６
２
）２
１
１
０

 

（
通
常
期
）

開
館
時
間 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

休　
館　
日 

年
末
年
始（
12
月
27
日
〜
１
月
１
日
）、

 

臨
時
休
館
あ
り

観　
覧　
料 

通
常
期﹇
常
設
展
﹈大
人
（
18
才
以
上
）

 

450
円
・
団
体
（
20
人
以
上
）
360
円

無　

料
： 

高
校
生
以
下
、
高
知
県
及
び
高
知
市
長

寿
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
・
身
体
障

害
者
手
帳
・
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
・
被
爆
者
健
康
手
帳
所
持
者
と
そ

の
介
護
者
（
一
名
）

印
刷　

共
和
印
刷
株
式
会
社

NHK大河ドラマ特別展　　　

現在NHKで放映されている大河
ドラマ「龍馬伝」と連動して東京・
京都・高知・長崎の全国４会場を巡
回する特別展です。この夏歴民館を
会場として展示会を催します。
高知や京都に伝わる龍馬関係資料
や幕末騒乱に関係する重要文化財やペ
リー関係の資料も展示いたします。

会期：平成22年７月31日㈯～８月31日㈫
会期中休館なし［会期中は午後7時まで開館］

臨時休館のお知らせ
2010年NHK大河ドラマ特別展の展示にともなう搬入・展示・搬
出、復元などの作業のため下記期間を臨時休館とします。なお、
「龍馬伝」展期間中、3階総合展示室の常設展示は見学できませ
ん。2階長宗我部展示室のみ見学できます。

•平成22年7月22日㈭～7月30日㈮
•平成22年9月１日㈬～9月７日㈫

●観覧料：（「龍馬伝」展・長宗我部展示室観覧料込み）
大人（18才以上）1,000円（前売り800円）、団体（20
名以上800円）65才以上500円（特典付き前売券500
円）、高校生以下、療育手帳・身体障害者手帳・障害者
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　※前売り券の詳細は6頁参照

2010年ＮＨＫ大河ドラマ特別展「龍馬伝」関連行事
●講演会
■７月31日㈯　14：00～16：00
 「龍馬と池田屋事件」
　講 師　木村 幸比古氏（霊山歴史館学芸課長）
■８月22日㈰　14：00～16：00
 「坂本龍馬の新国家構想」
　講 師　佐々木　克氏
　（京都大学名誉教授、奈良大学教授）
※電話、eメール、葉書で要申込。先着150名。観覧料要
●展示室トーク
■８月１日㈰　14：00～15：00
　講 師　三浦夏樹氏
　（高知県立坂本龍馬記念館 主任学芸員）
■８月７日㈯・８月31日㈫　14：00～15：00
　講 師　豊田満広氏
　（北川村立中岡慎太郎館　学芸員）
●夏休みワクワクワーク（定員30名）
　８月８日㈰ 龍馬像を作ろう 14：00～16：00
　８月14日㈯ 琥

こ

珀
はく

で勾
まが

玉
たま

を作ろう 14：00～16：00
　８月15日㈰ 古代の鏡や和同開珎を作ろう 10：00～12：00
▲８月21日㈯ 水鉄砲を作ろう 10：00～12：00
　８月28日㈯ からくり人形を作ろう 13：00～16：00
参加費：▲以外は実費が必要となります。
※電話、ｅメール、葉書で要申込。先着30名。
　展示をご覧になる場合は観覧料要

予告　次回企画展
幕末維新土佐庶民生活誌
平成22年10月8日㈮～11月23日（祝・火）
龍馬や半平太が活躍した幕末、土佐の人々はど
のような暮らしを営んでいたのでしょう。当時
の日記や絵画などを手がかりに、暮らしぶりや
年中行事、祭礼などの様子をかいまみたいと思
います。

会場：3階総合展示室：1階企画展示室となります。

歴民館オリジナルグッズが増えました!
長宗我部手ぬぐい（数量限定）  1,000円
もとちか君ハンドタオル（2種類） 各400円
長宗我部家紋ストラップ（2種類） 300円・350円

当館2階受付にて発売中!!

オリジナルグッズ新商品登場!
「土佐年中行事図絵」　高知県立図書館蔵


