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NPO法人岡崎研究所　理事長 和歌山県知事

岡崎久彦 仁坂吉伸
OKAZAKI,Hisahiko NISAKA,Yoshinobu

明治を支えた
歴史を語る。
ー紀州人のDNAー

陸奥宗光の書を前に・岡崎研究所（東京都港区虎ノ門）で

紀州藩改革の舞台となった和歌山城（和歌山市）

1852 年　紀州藩の勘定奉行だった父宗広が藩内抗
争により失脚、貧窮生活に陥る

1858 年　脱藩し江戸に出て漢学を学び、維新の志
士らと交流

1863年　父宗広と親交のあった坂本竜馬の推薦で、
勝海舟の海軍操練所に入る

1867 年　坂本の海援隊に参加
1868 年　新政府の外国事務局御用掛に就任
1869 年　伊藤博文と廃藩置県の意見書を発表後、

和歌山の藩政改革に参画
1872 年　地租改正を建議、租税頭として実施に当

たる
1878 年　土佐立志社系の陰謀に加担したとされ、

５年間投獄される
1884 年　伊藤博文の勧めで欧州留学
1888 年　駐米公使として、メキシコとの修好通商

条約に調印（初の対等条約）
1889 年　第 1次山県内閣の農商務大臣
1890 年　第 1回衆院選挙で和歌山 1区から当選
1892 年　第２次伊藤内閣の外務大臣
1894 年　日英通商航海条約を締結し、治外法権の

撤廃に成功
1895 年　日清戦争後、伊藤首相とともに全権とし

て下関条約に調印

陸奥宗光（1844 － 1897）

明治時代の政治家。第２次伊藤博文内閣の外相とし
て、不平等条約の改正に成功した。

我
が
「
故
郷
」

和
歌
山

仁
坂
知
事　

私
は
若
い
頃
、
岡
崎
さ
ん

の
戦
略
的
思
考
に
関
す
る
著
書
を
読

み
、
世
界
観
を
身
に
つ
け
た
と
い
っ
て

も
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
岡
崎
さ

ん
の
ご
祖
父
・
岡
崎
邦く
に
す
け輔
さ
ん
は
和
歌

山
県
出
身
の
偉
大
な
政
治
家
で
、
立

憲
政
友
会
の
幹
部
と
し
て
活
躍
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
岡
崎
邦
輔
さ
ん
の
従

兄
弟
で
あ
り
、
不
平
等
条
約
改
正
に
尽

力
し
た
陸
奥
宗
光
を
は
じ
め
と
し
た
紀

州
・
和
歌
山
県
は
、
明
治
維
新
期
の
近

代
国
家
建
設
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
、
そ
れ

ら
の
人
材
を
輩
出
し
た
和
歌
山
県
民
の

気
質
、
さ
ら
に
日
本
人
は
二
十
一
世
紀

に
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て

も
、
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

岡
崎
理
事
長　

先
祖
が
、
三
河
か
ら
初

代
藩
主
の
徳
川
頼よ
り
の
ぶ宣

侯
に
つ
い
て
き

た
ん
で
す
。
私
の
曽
祖
父
は
幕
末
の
紀

州
藩
勘
定
奉
行
、
陸
奥
の
お
父
さ
ん
も

勘
定
奉
行
を
務
め
て
い
ま
す
。
祖
父
の

生
ま
れ
た
屋
敷
の
跡
が
和
歌
山
城
近

く
、
今
の
和
歌
山
東
急
イ
ン
で
、
和
歌

浦
（
和
歌
山
市
）
の
家
は
最
近
ま
で
残

し
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
に
な
っ
て
か
ら
東
京
に
出
ま
し

た
か
ら
、
私
は
和
歌
山
の
学
校
に
縁
が

な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
三
十
年
位
前
、

当
時
の
仮
谷
志
良
知
事
（
一
九
七
五
〜

一
九
九
五
年
在
任
）
が
「
人
間
は
故
郷

を
持
た
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
あ
な
た

の
故
郷
は
和
歌
山
な
ん
だ
か
ら
」
と
。

そ
れ
以
来
ず
っ
と
和
歌
山
県
と
お
付
き

合
い
し
て
い
ま
す
。

廃
藩
置
県
を
提
唱

し
た
陸
奥
宗
光

仁
坂
知
事　

岡
崎
さ
ん
の
著
書
『
陸
奥

宗
光
』、『
陸
奥
宗
光
と
そ
の
時
代
』
な

ど
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
教

科
書
に
は
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
明
治
維
新
期
の
紀
州
藩
は
、
日

本
の
近
代
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

岡
崎
理
事
長　

廃
藩
置
県
は
陸
奥
宗
光

が
ま
っ
さ
き
に
提
唱
し
た
ん
で
す
ね
。

廃
藩
置
県
を
し
て
日
本
を
近
代
国
家
に

し
よ
う
と
、
明
治
二
年
に
陸
奥
と
伊
藤

博
文
が
提
唱
し
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の

時
に
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

陸
奥
は
考
え
た
こ
と
を
実
行
す
る
人
だ

か
ら
、
二
年
後
に
実
現
す
る
廃
藩
置
県

を
待
た
ず
に
、
和
歌
山
に
帰
っ
て
近
代

化
に
取
り
組
む
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
戊
辰

戦
争
の
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
後
、
幕
府

側
の
敗
兵
が
み
ん
な
紀
州
に
逃
げ
込
む

ん
で
す
よ
。
御
親
藩
で
す
か
ら
冷
た
く

も
で
き
ず
、
手
厚
く
も
て
な
し
船
で
送

り
返
す
。
そ
れ
が
朝
廷
側
の
逆
鱗
に
触

れ
る
ん
で
す
。
こ
こ
で
、
陸
奥
が
岩
倉

具
視
に
面
会
し
、
紀
州
藩
を
罰
し
て
は

い
け
な
い
と
説
く
。「
そ
の
代
わ
り
に

紀
州
藩
を
改
革
し
て
、
天
皇
に
尽
く
さ

せ
る
よ
う
に
し
て
み
せ
る
」
と
言
っ
て

紀
州
藩
の
全
権
を
任
さ
れ
、
津
田
出
い
ず
るを

起
用
し
て
紀
州
を
プ
ロ
シ
ア
式
近
代
国

家
に
改
革
し
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。

仁
坂
知
事　

そ
の
先
見
の
明
と
実
行
力

は
さ
す
が
で
す
ね
。

近
代
国
家
の

ひ
な
型
を
示
し
た

紀
州
藩
改
革

岡
崎
理
事
長　

こ
の
紀
州
藩
の
改
革

が
、
日
本
の
近
代
国
家
の
先
駆
け
な
ん

で
す
。
西
郷
隆
盛
も
、
明
治
政
府
も
、

徴
兵
制
度
な
ど
陸
奥
の
改
革
の
真
似
を

し
た
ん
で
す
よ
。

仁
坂
知
事　
（
藩
士
に
払
う
）
家
禄
を

十
分
の
一
に
し
、
そ
の
お
金
で
洋
式
軍

隊
を
作
っ
て
、
し
か
も
四
民
平
等
。「
や

れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
天
下
に

示
し
た
も
の
で
す
よ
ね
。

岡
崎
理
事
長　

何
万
と
い
う
軍
隊
を
西

洋
式
訓
練
で
鍛
え
て
ね
。西
郷
が
本
当
に

驚
い
て
、腹
心
の
村
田
新
八
を
視
察
に
派

遣
し
た
。
西
郷
は
謙
虚
な
人
で
す
か
ら
、

津
田
出
の
教
え
を
請
い
、
上
京
し
た
津

田
の
話
を
聞
い
て
感
動
し
た
よ
う
で
す
。

「
あ
な
た
を
総
理
大
臣
に
し
て
、
日
本
を

変
え
よ
う
」と
、
そ
こ
ま
で
言
っ
た
。で

も
薩
長
政
府
で
そ
ん
な
話
が
通
る
わ
け

が
な
い
。
で
、弟
の
西
郷
従
道
を
使
者
に

し
て
違
約
を
詫
び
て
い
る
ん
で
す
。

　

地
租
改
正
も
陸
奥
が
発
案
し
、
実
行

し
て
い
ま
す
。
紀
州
の
改
革
を
モ
デ
ル

に
し
て
、
明
治
維
新
後
の
新
国
家
が
建

設
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
残
念
な
こ

と
に
薩
長
史
観
で
埋
没
し
て
し
ま
い
、

忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。

仁
坂
知
事　

和
歌
山
県
立
博
物
館
に
行

く
と
、
プ
ロ
シ
ア
の
軍
人
カ
ー
ル
・
カ
ッ

ペ
ン
率
い
る
洋
式
訓
練
の
こ
と
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
残
念
な
が

ら
県
内
で
も
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
。

こ
う
い
う
史
実
を
、
ち
ゃ
ん
と
子
供
た

ち
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
せ
め

て
和
歌
山
だ
け
で
も
郷
土
教
育
を
き
ち

ん
と
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
、
思
っ
て

い
ま
す
。

政
争
に
敗
れ
て
も

獄
中
で
猛
勉
強

仁
坂
知
事　

陸
奥
宗
光
、
津
田
出
が
活

躍
し
た
こ
ろ
の
紀
州
は
、
徴
兵
制
と
洋

式
軍
隊
で
す
ご
く
強
い
。
そ
れ
で
、
士

族
中
心
の
社
会
な
ど
保
守
的
な
こ
と

ば
っ
か
り
言
っ
て
い
た
薩
長
政
府
が
、

「
紀
州
藩
の
改
革
を
全
部
取
り
入
れ
る

か
ら
、
あ
な
た
が
た
も
協
力
し
て
く

れ
」
と
。
そ
こ
で
お
人
好
し
っ
て
い
う

か
、
論
理
に
弱
い
と
い
う
か
、
紀
州
藩

の
洋
式
軍
隊
を
解
散
し
て
し
ま
う
。
そ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
今
も
続
く
紀
州
人

の
長
所
で
も
あ
り
、
弱
点
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
そ
の
後
、
陸
奥
や
津
田
以
外

の
北
畠
道
龍
、
岡
本
柳
之
助
な
ど
の
紀

州
藩
出
身
者
が
、
新
政
府
に
〝
上
の
下
〞

く
ら
い
の
幹
部
で
入
り
ま
す
よ
ね
。

岡
崎
理
事
長　

せ
い
ぜ
い
数
年
間
で
す

ね
。
薩
長
出
身
者
並
み
に
扱
わ
れ
る
の

は
。

仁
坂
知
事　

そ
の
後
は
、
誰
も
政
府
に

残
ら
な
い
。
薩
長
勢
力
に
や
ら
れ
ち
ゃ

う
。
津
田
出
は
、
世
が
世
な
れ
ば
、
総

理
大
臣
だ
っ
た
の
に
。

岡
崎
理
事
長　

私
、『
資し
じ
せ
い
り
だ
ん

治
性
理
談
』

と
い
う
陸
奥
の
書
物
の
序
を
昔
か
ら

持
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
親
父
が
「
こ

れ
は
陸
奥
さ
ん
の
書
生
が
写
し
た
も
ん

だ
よ
」っ
て
。写
本
で
す
ね
。明
治
十
一

年
八
月
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
陸
奥

が
収
監
さ
れ
る
直
前
に
仕
上
が
っ
た
ん

で
す
ね
。
歴
史
書
で
は
獄
中
の
本
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
監
獄
に

入
る
前
に
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。

仁
坂
知
事　

監
獄
に
入
っ
て
か
ら
の
生

むつむねみつ
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岡崎久彦
1930年　満州（中国東北部）大連出身。祖父は日本の政党政治の発展に尽
力した政治家、岡崎邦輔氏
東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し、外務省入省
外務省の初代情報調査局長を務め、駐サウジアラビア大使、駐タイ大使など
を歴任
2002年　外交・安全保障問題、国際協力事業に取り組むNP０法人岡崎研
究所を設立。国際情勢に関する的確な判断に定評があり、保守派の論客とし
て活発な提言を続けている。
『隣の国で考えたこと』（日本エッセイストクラブ賞）、『国家と情報』（サン
トリー学芸賞）、『戦略的思考とは何か』など著書多数
第11回正論大賞受賞

仁坂吉伸
1950年　和歌山市生まれ
東京大学経済学部を卒業後、
通商産業省（現経済産業省）に入省
ブルネイ国大使を経て
2006年12月　和歌山県知事に就任

活
が
ま
た
、
す
ご
い
で
す
ね
。
監
獄
に

入
る
と
が
っ
く
り
き
ち
ゃ
う
と
思
う
ん

で
す
け
ど
、
も
の
す
ご
い
勉
強
を
す
る
。

そ
の
う
ち
楽
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
、

暇
が
で
き
て
ち
ょ
う
ど
い
い
わ
っ
て
。

こ
の
神
経
た
る
や
…
。

岡
崎
理
事
長　

約
五
年
間
の
入
獄
中
、

イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
・
ベ
ン
サ
ム
の
著

書
を
翻
訳
す
る
な
ど
、
勉
強
三
昧
の
日
々

を
送
り
ま
し
た
。当
時
の
人
た
ち
は
、勉

強
を
一
種
の
修
行
と
思
っ
て
い
ま
す
ね
。

紀
州
人
は

群
れ
な
い

仁
坂
知
事　

薩
摩
、
長
州
は
、
郷
党
と

い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
で
組
み
ま
す
よ

ね
。
紀
州
は
先
進
的
な
人
が
新
政
府
に

入
る
け
れ
ど
、
郷
里
の
人
を
同
郷
だ
か

ら
と
い
っ
て
推
し
た
り
し
な
い
。
決
し

て
群
れ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

岡
崎
理
事
長　

群
れ
な
い
で
す
ね
。
そ

れ
が
紀
州
人
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い

ま
す
よ
。
つ
ま
り
、
御
三
家
で
、
し
か

も
八
代
将
軍
吉
宗
侯
の
後
の
将
軍
は
ほ

と
ん
ど
紀
州
系
で
す
か
ら
、
江
戸
の
徳

川
家
と
同
格
の
気
な
ん
で
す
よ
。
一
地

方
の
こ
と
を
考
え
ず
に
天
下
国
家
を
考

え
、
郷
党
意
識
が
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、

小
さ
な
郷
党
意
識
は
あ
り
ま
す
よ
。
私

は
御
坊
だ
と
か
新
宮
だ
と
か
ね
。

仁
坂
知
事　

懐
か
し
さ
の
郷
党
意
識
で

す
ね
。
外
に
出
て
も
、
和
歌
山
の
こ
と

を
声
を
大
に
し
て
そ
う
言
わ
な
い
が
心

の
中
で
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
人

は
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
和
歌
山

出
身
で
活
躍
し
て
い
る
人
は
、
個
人
の

実
力
で
頭
角
を
現
し
て
い
き
ま
す
ね
。

陸
奥
も
、
投
獄
さ
れ
て
、
ま
た
復
活
し

た
。
才
能
が
あ
っ
て
、
考
え
る
こ
と
は

い
つ
も
他
人
よ
り
先
の
こ
と
。

岡
崎
理
事
長　

本
当
に
す
ご
い
で
す

よ
。
構
想
力
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
哲

学
者
で
も
あ
る
。
明
治
一
の
哲
学
者
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

仁
坂
知
事　

た
だ
、
残
念
な
が
ら
早
く

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

岡
崎
理
事
長　

肺
病
で
ね
。
あ
と
十
年

生
き
て
い
た
ら
…
。
も
う
二
、三
年
で

自
由
党
総
裁
で
す
よ
。
陸
奥
が
死
ん
だ

と
き
に
西
園
寺
公
望
が
よ
そ
目
も
は
ば

か
ら
ず
、
が
っ
か
り
し
た
。「
ど
う
し

て
、
い
い
や
つ
は
弱
い
ん
だ
ろ
う
、
薩

長
の
や
つ
な
ん
か
た
た
い
て
も
死
な
な

い
の
に
…
」
と
。

世
論
を
リ
ー
ド
し
た

岡
崎
邦
輔

仁
坂
知
事　

岡
崎
邦
輔
さ
ん
も
陸
奥
と

い
う
天
才
の
感
化
を
受
け
上
京
し
、
ア

メ
リ
カ
に
留
学
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
自

己
の
名
聞
を
求
め
ず
、
人
を
立
て
な
が

ら
働
い
て
、
政
党
政
治
の
発
展
に
大
き

な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
ね
。
陸
奥
は
原

敬
や
星
亨
な
ど
の
政
党
政
治
家
も
育
て

ま
し
た
。

岡
崎
理
事
長　

日
清
戦
争
の
後
、（
三

国
干
渉
に
対
し
て
）
臥が
し
ん
し
ょ
う
た
ん

薪
嘗
胆
っ
て

言
っ
て
、
日
本
全
体
が
こ
の
屈
辱
を
忘

れ
ず
に
、
干
渉
を
主
導
し
た
ロ
シ
ア
に

対
抗
で
き
る
よ
う
に
国
力
の
充
実
を
め

ざ
し
た
で
し
ょ
う
。
あ
る
方
が
私
に「
臥

薪
嘗
胆
っ
て
岡
崎
邦
輔
さ
ん
が
言
っ
た

ん
だ
よ
」
っ
て
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。

元
々
司し
ば
せ
ん
馬
遷
の
言
葉
で
す
が
、
祖
父
の

自
伝
を
よ
く
読
む
と
、
確
か
に
そ
う
い

う
こ
と
で
し
た
ね
。

仁
坂
知
事　

世
論
を
盛
り
上
げ
、
リ
ー

ド
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

岡
崎
理
事
長　

そ
れ
か
ら
ま
た
（
日
露

戦
争
の
講
和
条
約
を
結
ん
だ
）
ポ
ー
ツ

マ
ス
か
ら
全
権
の
小
村
寿
太
郎
が
帰
っ

て
き
て
、
賠
償
金
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
国
民
全
部
が
憤
激
す
る
で

し
ょ
。
あ
そ
こ
で
ね
政
友
会
が
反
対
し

た
ら
大
変
な
ん
で
す
よ
。
西
園
寺
と
祖

父
の
二
人
で
頑
張
り
、
反
対
だ
っ
た
政

友
会
の
大
勢
を
変
え
た
。
そ
れ
が
、
安

岡
正
篤
の
本
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

若
者
を
育
て
る

紀
州
の
伝
統

仁
坂
知
事　

陸
奥
は
若
い
政
治
家
を
育

て
ま
し
た
が
、
和
歌
山
で
は
、
藩
侯
が

も
の
す
ご
い
奨
学
金
を
出
し
て
、
若
い

人
た
ち
を
中
央
に
送
り
こ
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
特
に
林
業
を
中
心
と
し

た
篤
志
家
が
和
歌
山
に
は
た
く
さ
ん
い

て
、
こ
れ
が
大
変
な
奨
学
金
の
制
度
を

つ
く
っ
て
い
る
。
若
い
人
た
ち
を
育
て

る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

岡
崎
理
事
長　

そ
う
で
す
ね
、
濱は
ま
ぐ
ち
ご
口
梧

陵り
ょ
うな
ん
か
も
ね
。あ
の
人
は
お
醤
油
か
。

仁
坂
知
事　

濱
口
梧
陵
は
私
財
を
投
じ

て
欧
米
に
対
抗
し
得
る
人
材
を
育
て
よ

う
と
耐
久
舎
（
耐
久
中
学
・
高
校
の
前

身
）
を
設
立
す
る
。
さ
ら
に
、
安
政
の

大
地
震
後
に
は
、
広
村
堤
防
を
築
造
す

る
こ
と
で
、
地
元
の
人
た
ち
の
仕
事
を

つ
く
る
な
ど
、
社
会
活
動
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
ま
た
、
後
任
の
前
島
密
が
つ

く
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
久
保

利
通
に
推
さ
れ
て
初
代
駅え
き
て
い
の
か
み

逓
頭
、
わ
か

り
や
す
く
言
え
ば
郵
政
大
臣
に
就
き
、

郵
便
制
度
の
前
身
を
築
い
た
ん
で
す
。

岡
崎
理
事
長　

濱
口
梧
陵
は
町
人
出
身

な
が
ら
紀
州
藩
の
勘
定
奉
行
に
な
っ

て
、
藩
政
改
革
に
も
大
変
貢
献
し
て
い

ま
す
ね
。

仁
坂
知
事　

す
ご
い
人
だ
と
思
い
ま
す

ね
。
最
近
発
見
し
た
ん
で
す
け
ど
、
慶

応
大
学
の
福
沢
諭
吉
の
周
り
に
、
紀

州
出
身
の
人
が
多
い
。
藩
侯
が
、
身
分

を
問
わ
ず
若
い
人
を
ど
ー
ん
と
慶
応
に

送
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
受
験
と
か
立

身
出
世
が
す
べ
て
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
け
ど
、
そ
う
い
う
官
民
を
あ
げ
て
の

教
育
熱
心
さ
は
和
歌
山
県
の
伝
統
と
し

て
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

岡
崎
理
事
長　

紀
州
は
江
戸
時
代
か
ら

国
学
の
中
心
で
す
か
ら
ね
。

仁
坂
知
事　

和
歌
山
で
は
、
篤
志
家
が

非
常
に
立
派
な
活
動
を
し
て
き
た
。
今

も
奉
仕
活
動
に
住
民
が
熱
心
な
ん
で

す
よ
。
た
と
え
ば
犯
罪
が
和
歌
山
で
多

か
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
他
県
以
下
に
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陸奥宗光の著書『資治性理談』の序（写本）を手に語る岡崎氏と仁坂

岡崎邦輔（1854 － 1936）

明治・大正時代の政党政治家。和歌山藩士の
家に生まれ、従兄弟の陸奥宗光の感化を受け、
1873 年上京。駐米公使となった陸奥に従っ
て渡米・留学。1891 年、衆議院議員に当選（以
後当選 10 回）、自由党に入党した。立憲政友
会結成、憲政擁護運動などで活躍。政界の策
士として知られ、星亨、原敬らを支えた。加
藤高明内閣の農林大臣を務め、後に貴族院議
員に勅選された。

津田出（1832 － 1905）

幕末から明治期に活躍した官僚、陸軍軍
人。和歌山で生まれ、江戸で蘭学を学ん
だ。帰藩して要職に就いたが政争に敗れ
て蟄居。王政復古で赦免され、和歌山藩
の執政・大参事として、徴兵制度など明治
維新の原型ともいわれる藩政の大改革を
行った。明治政府が津田の実力を高く評
価し、廃藩置県後、陸軍少将、元老院議
官、貴族院議員（勅選）を歴任。大農論を
唱え、政界引退後は千葉県で開墾事業を
行った。

濱口梧陵（1820 － 1885）

幕末・明治時代の社会事業家、実業家。安
政の大地震で故郷の広村を津波が襲った
際、住民の救済に尽力した「稲むらの火」
で知られる。（11ページ参照）

像
の
氏
輔
邦
崎
岡
つ
建
に
園
公
の
内
市
山
歌
和

果
成
の
組
取
た
し
や
増
を

い
と
う
ろ
や
で
な
ん
み
を

か
生
を
神
精
な
的
設
建
う

ま
い
思
と
る
び
伸
だ
ま
だ

と
つ
や
い
古

事
知
坂
仁

　

け
だ
域
地
う
い
と
山
歌
和

だ
き
べ
く
い
て
し
う
ど
は
本
日
の
紀
世

長
事
理
崎
岡

　

い
思
お
と
つ
や
い
古

夫
丈
大
ば
れ
け
な
て
捨
を
の
も
い
古

　

ご
す
の
も
が
準
水
の
民
庶
は
本
日

官
士
下
の
人
本
日
と
校
将
人
ツ
イ
ド

き
で
が
隊
軍
の
高
最
界
世
と
う
使
を

か
お
た
い
働
が
民
庶
は
の
た
き
で
興

事
知
坂
仁

　
長
事
理
崎
岡

　

ん
い
い
ば
れ
け
な
わ
失
を
育
教
の
本
日

で
」
心
の
州
紀
「

を
献
貢
に
本
日

事
知
坂
仁

　

並
と
育
教
史
歴
の
ど
ほ
先

長
事
理
崎
岡

　
事
知
坂
仁

　

と
だ
と
も
の
気
元
が
れ
そ

と
い
な
が
味
意
は
に
的
済
経
も
て
し

だ
ん
る
き
で
が
事
仕
な
き
向
前
に
い

長
事
理
崎
岡

　

唯
で
中
界
世
が
人
本
日

事
知
坂
仁

　

ネ
ル
ブ
た
し
を
使
大
が
私

思
と
い
な
ら
な
ば
れ
け
な
か
い
て
し
に

る
き
で
が
と
こ
く
い
て
え
応
に
ら
れ
そ

長
事
理
崎
岡

　
事
知
坂
仁

　

は
源
資
域
地
な
事
大
も
最

育
を
者
若
る
き
で
献
貢
に
本
日
や
界

い
ざ
ご
う
と
が
り
あ
も
う
ど
は
日
今

つだいずる

はまぐちごりょう

おかざきくにすけ
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