
さ
く
ら
て
ん
し

ぎ
ん
な
ん　

ぎ
ん
ち
ゃ
ん

し
い
た
け　

た
け
ち
ゃ
ん

ゆ
ず
ぼ
う
や

フ
ラ
フ
ラ　
フ
ラ
く
ん

あ
じ
さ
い
ひ
め

森
の
モ
リ
く
ん

物
部　
ア
ユ
ち
ゃ
ん

龍
河
洞　

リ
ュ
ー
く
ん

瀧
の
シ
ブ
キ
ち
ゃ
ん

さ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

土
佐
打
刃
物　

タ
ン
ち
ゃ
ん

か
り
か
り　

モ
モ
コ
ち
ゃ
ん

や
な
せ
た
か
し

Ｃ

い
伝
統
文
化
と
４
千
年
の
歴
史

い
伝
統
文
化
と
４
千
年
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
白
族
の
伝
統
文

が
あ
り
ま
す
。
白
族
の
伝
統
文

化
に
は
詩
、
音
楽
、
舞
踊
、
伝

化
に
は
詩
、
音
楽
、
舞
踊
、
伝

統
工
芸
、
劇
な
ど
が
あ
り
、
中

統
工
芸
、
劇
な
ど
が
あ
り
、
中

国
で
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
高

国
で
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
高

く
評
価
さ
れ
続
け
て
き
ま
し

く
評
価
さ
れ
続
け
て
き
ま
し

た
。
『
生
き
た
音
楽
化
石
』
と

た
。
『
生
き
た
音
楽
化
石
』
と

か
『
純
粋
音
楽
』
と
か
呼
ば
れ

か
『
純
粋
音
楽
』
と
か
呼
ば
れ

る
〝
洞
〝
洞
経
（
ド
ン
ジ
ン

（
ド
ン
ジ
ン
）
音
楽
〞

音
楽
〞

は
最
近
ま
た
評
判
を
呼
ん
で
い

は
最
近
ま
た
評
判
を
呼
ん
で
い

ま
す
。
単
調
で
ゆ
っ
た
り
し
た

ま
す
。
単
調
で
ゆ
っ
た
り
し
た

曲
調
が
自
然
回
帰
を
願
う
現
代

曲
調
が
自
然
回
帰
を
願
う
現
代

人
の
審
美
的
な
感
性
に
合
っ
て

人
の
審
美
的
な
感
性
に
合
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
も
音

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
も
音

楽
無
し
の
生
活
は
考
え
ら
れ
ま

楽
無
し
の
生
活
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。

せ
ん
。

　

10
年
前
東
京
で
１
年
ほ
ど
暮

年
前
東
京
で
１
年
ほ
ど
暮

し
た
よ
い
思
い
出
が
あ
り
ま

し
た
よ
い
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
香
美
市
は
き
れ
い
で
、
静

す
。
香
美
市
は
き
れ
い
で
、
静

か
で
、
研
究
に
向
い
た
町
で

か
で
、
研
究
に
向
い
た
町
で

す
。
皆
さ
ん
と
て
も
暖
か
く
て

す
。
皆
さ
ん
と
て
も
暖
か
く
て

優
し
い
し
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な

優
し
い
し
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ

ど
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　                     
                     

　宮地彦三郎は、慶応３年

（１８６７）１１月１１日に

山内公の命で英国公使に親

書を持参、面談を果たし、

１１月１５日に帰京した。

河原町の近江屋方の坂本隊

長を訪れたら、龍馬は２階

から高声で使命を終えた労

を喜び、「上がって来ぬか」

と言い、中岡も同様に言っ

たが、彦三郎は「帰途であ

るから旅装を改めてからにします」と下宿に帰っ

た。帰宿後間もなく刺客襲来し、坂本・中岡が倒

れたとの急報があり、驚いて近江屋に行った。

　宮地彦三郎は、高知市桜井町に生まれ、文久元

年（１８６１）に上洛。京都土佐藩邸で勤務中に監

察役に昇進した。諸国の志士と交流し、勤皇心を

持つようになり、文久３年京都土佐藩邸を抜けて脱

藩した。八木彦三郎などと称し、慶応３年８月龍

馬が京へ来た折、海援隊に入隊した。翌年正月、

戊辰戦争がおこると新海援隊を組織、瀬戸内海の

香川県塩飽（しわく）諸島本島（ほんじま）の小坂浦

で起きた暴動事件を解決するため彦三郎を隊長と

して出動した。人名（にんみょう）※側は浦の全戸

を焼き、浦人１８人を焼死させる。さらに漁船を

すべて沈没させ４８０人を捕らえて監禁したところ

であった。新海援隊は浦人を救出して生活できる

ようにした。浦人は隊士たちを命の恩人だとして

“生神様”として祭り、隊員１３人の十三（とさ）

神社が建てられ、現在も重三神社として祭られて

いる。

　彦三郎は明治７年に帰郷してからは、教員就任

を勧められ、明治２６年から退職の３９年３月まで

は、旧槇山村の各小学校に務め、教えを受けた者

も多い。　　　　　　　　　　　（香美史談会）

※人名とは、海の本百姓といったところで、塩飽

諸島に６５０人が散在しており、徳川幕府のお抱え

水夫として公認され、有事の際には無償で船や労

力、操船技術を提供した。

◆
ま
た
き
い
や
谷
相
へ

　

香
北
町
谷
相
地
区
で
は
、
地

域
交
流
を
目
的
に
ま
た
き
い
や

谷
相
へ
を
開
催
し
ま
す
。
当
日

は
地
元
で
と
れ
た
お
米
を
食
べ

て
い
た
だ
き
、
い
も
掘
り
・
稲

わ
ら
リ
ー
ス
づ
く
り
の
体
験
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
11
月
７
日
（
日
）

10
時
集
合
〜
15
時
30
分

※

雨
天
決
行

【
集
合
場
所
】
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
香
北
駐
車
場

※

こ
こ
か
ら
先
導
車
に
続
い
て

谷
相
へ
移
動

【
参
加
費
】
大
人
３
千
円
・
小

学
生
千
円
・
未
就
学
児
無
料

【
ご
持
参
い
た
だ
く
物
】

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
マ
ス
ク

長
靴
・
軍
手
・
タ
オ
ル
・
帽
子

【
募
集
人
員
】
先
着
20
人

【
申
込
方
法
】
ハ
ガ
キ
に
申
し

込
み
代
表
者
の
氏
名
・
住
所
・

電
話
番
号
・
参
加
者
全
員
の
氏

名
・
年
齢
を
書
い
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。※

10
月
20
日
必
着

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

谷
相
地
区
集
落
営
農
組
合
代
表

前
田
泰
生（
つ
ね
お
）

☎
59
・
３
３
５
７

※

20
時
〜
22
時

〒
781―

４
２
３
２

香
北
町
谷
相
２
３
４
８

◆
地
震
模
擬
体
験

【
日
時
】
11
月
10
日
（
水
）

10
時
〜
12
時
・
13
時
〜
15
時

【
場
所
】
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
し

ら
ゆ
り
駐
車
場
（
土
佐
山
田
町

岩
積
）

【
内
容
】
起
震
車
に
よ
る
地
震

の
模
擬
体
験

【
そ
の
他
】

①
雨
天
決
行
で
す
が
、
台
風
等

の
荒
天
時
に
は
中
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

②
お
車
で
お
越
し
の
方
は
、
係

が
駐
車
場
所
を
ご
案
内
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
白
ゆ
り

☎
52

・

４
１
３
１

◆
岡
西
先
生
を
悼
む

　

５
月
28
日
、
私
の
体
の
中
を

驚
愕
が
走
り
抜
け
ま
し
た
。
先

生
が
死
ん
だ
！
岡
西　

雄
先
生

（
土
佐
山
田
神
母
ノ
木
・
歯
科

医
師
）
が
亡
く
な
っ
た…

。
ど

う
し
て…

。
ど
う
し
て…

。
テ

レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
見
つ
め
た
ま

ま
、
動
く
こ
と
も
声
を
出
す
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
後

日
、
先
生
の
奥
様
か
ら
、
遺
品

を
整
理
し
て
ま
し
た
ら
こ
の
様

な
文
書
が
出
て
き
ま
し
た
と
、

懐
か
し
い
先
生
の
字
で
書
か
れ

た
便
せ
ん
を
届
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

歌
に
は
音
楽
性
人
間
性
抒
情（
じ

ょ
じ
ょ
う
）
性
が
な
く
て
は
な

ら
な
い　

無
心
で
歌
う
歌
に
は

聞
く
人
の
心
の
嗚
咽（
お
え
つ
）

が
目
頭
に
溢（
あ
ふ
）れ
出
る　

清
き
涙
の
一
粒
を　

そ
れ
は
人

の
心
の
一
粒
だ
よ　

瞼
（
ま
ぶ

た
）に
溢
れ
頬（
ほ
お
）
を
流
れ

落
ち
る
涙
を
如
何（
い
か
が
）な

る
も
の
か　

君
知
る
や　

そ
う

言
う
歌
を
貴
女（
あ
な
た
）は
歌

い
給
え　

人
の
心
の
中
を
唄
う

　

無
冠
の
歌
い
手
さ
ん
こ
そ
私

の　

最
高
の
珠
玉
（
し
ゅ
ぎ
ょ

く
）
で
あ
る　

人
の
心
の
中
に

沁
（
し
）
み
込
む
歌
こ
そ
眞
（
し

ん
）
の
歌
で
あ
る　

喜
び
の
極

み
も
涙
な
り 

悲
し
み
の
極
み

も
涙
な
り　

た
か
が
演
歌
と
言

う
勿（
な
か
）れ　

さ
れ
ど
艶
歌

（
え
ん
か
）
な
り　

日
本
人
の

心
の
源
点
な
り

　

先
生
が
演
歌
に
こ
れ
程
ま
で

の
愛
情
と
情
熱
を
お
持
ち
く
だ

さ
っ
て
い
た
こ
と
に
、
私
た
ち

土
佐
山
田
町
紅
白
歌
合
戦
実
行

委
員
一
同
は
、
今
更
な
が
ら
、

感
謝
と
感
激
を
新
た
に
し
て
お

り
ま
す
。
思
い
起
こ
せ
ば
平
成

６
年
に
始
ま
っ
た
土
佐
山
田
町

紅
白
歌
合
戦
の
審
査
員
を
快
く

お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
て
よ
り
、

今
年
の
３
月
に
行
わ
れ
た
第
17

回
ま
で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
た
ち
実
行
委
員
一
同
感

謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
先
生

の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。
岡
西
先
生
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

来
年
も
、
再
来
年
も
、
紅
白
歌

合
戦
が
続
く
限
り
、
あ
の
優
し

い
ほ
ほ
え
み
を
浮
か
べ
て
舞
台

を
ご
覧
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
信

じ
て
、
頑
張
っ
て
い
く
こ
と
を

お
誓
い
い
た
し
ま
す
。

（
土
佐
山
田
町
紅
白
歌
合
戦
実

行
委
員　

山
本
三
恵
子
）

 

私
は
情
報
シ
ス
テ
ム
工
学
博

士
後
期
課
程
の
２
年
生
で
、
去

年
４
月
に
中
国
の
南
西
部
に
あ

る
大
理
か
ら
来
ま
し
た
。
篠
森

研
究
室
で
『
視
覚
心
理
物
理

学
』
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。
私

の
故
郷
、
大
理
を
紹
介
し
ま
す
。

　

大
理
は
大
理
石
の
由
来
の
町

で
す
。
高
知
の
よ
う
に
太
陽
光

と
雨
量
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

４
千
㍍
の
峰
々
が
連
な
る
『
蒼

山
』
、
山
脈
と
澄
ん
だ
水
を
湛

え
る
『
エ
ル
ハ
イ
湖
』
が
大
理

の
美
し
い
自
然
を
作
っ
て
い
ま

す
。
面
積
２
９
，
５
０
０
平
方

㌔
、
人
口
330
万
人
、
低
緯
度
で

す
が
、
山
岳
地
帯
な
の
で
最
も

寒
い
１
月
の
平
均
気
温
が
９

℃
、
最
も
暑
い
７
月
の
平
均
気

温
が
22
℃
で
す
。
大
理
は
中
央

平
原
に
つ
な
が
る
集
落
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
後
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
イ
ン
ド
、
北
京
を
結

ぶ
交
通
の
要
所
と
し
て
発
展
し

て
き
ま
し
た
。

　

大
理
に
は
、
白
色
を
最
も
貴

い
色
と
定
め
て
い
る
白
族
が
、

独
自
に
発
展
さ
せ
て
き
た
素
晴

ら
し
い
伝
統
文
化
と
４
千
年
の

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
白
族
の
伝

統
文
化
に
は
詩
、
音
楽
、
舞

踊
、
伝
統
工
芸
、
劇
な
ど
が
あ

り
、
中
国
で
何
世
紀
に
も
わ
た

っ
て
高
く
評
価
さ
れ
続
け
て
き

ま
し
た
。
『
生
き
た
音
楽
化

石
』
と
か
『
純
粋
音
楽
』
と
か

呼
ば
れ
る
〝
洞
経
（
ド
ン
ジ

ン
）
音
楽
〞
は
最
近
ま
た
評
判

を
呼
ん
で
い
ま
す
。
単
調
で
ゆ

っ
た
り
し
た
曲
調
が
自
然
回
帰

を
願
う
現
代
人
の
審
美
的
な
感

性
に
合
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
私
も
音
楽
無
し
の
生
活
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

10
年
前
東
京
で
１
年
ほ
ど
暮

し
た
よ
い
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
香
美
市
は
き
れ
い
で
、
静

か
で
、
研
究
に
向
い
た
町
で

す
。
皆
さ
ん
と
て
も
暖
か
く
て

優
し
い
し
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　                     

香美史

記訪探
第１７回
土佐海援隊士
宮地彦三郎
（旧槇山村）
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シ
ー　
　
　
　

リ
ン

 　　

施　　　　　　　　

 　
　
（
中
国
・
雲
南
省
大
理
市
）

　　
作：山田高校マンガ部

掲　

示　

板

　

猛
暑
の
お
か
げ
か
、
例
年
よ

り
秋
の
訪
れ
を
あ
り
が
た
く
感

じ
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。
異
常

気
象
に
負
け
ず
、
美
し
い
紅
葉

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。　
　
　
　
　
　

（
細
木
）

編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

押谷バス停

押谷公会堂

佐岡トンネル

国道１９５号

★

▲槇山第５尋常小学校跡（押谷）

彦三郎が明治２６年～３４年ま

で勤めた小学校。現在は民家が

建っており、手前の石垣も増設

されたもの。
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