
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

物
の
物
の“

た
こ
た
こ”

な
ど
、
な
い
で

な
ど
、
な
い
で

す
か
ら

す
か
ら…

…
…
…

」　」　

「
パ
ン
ダ
は

「
パ
ン
ダ
は“

た
こ
た
こ”

を
食
べ

を
食
べ

る
の
？
」　

る
の
？
」　

「
そ
う
だ
よ
、
ま
さ
か
、
知
ら

「
そ
う
だ
よ
、
ま
さ
か
、
知
ら

な
い
？
」　

な
い
？
」　

相
手
は
複
雑
な
表
情
を
し
な
が

相
手
は
複
雑
な
表
情
を
し
な
が

ら
初
耳
だ
と
言
い
ま
し
た
。

ら
初
耳
だ
と
言
い
ま
し
た
。

今
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と

今
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と

笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

　

日
本
語
が
上
手
に
な
る
と
と

　

日
本
語
が
上
手
に
な
る
と
と

も
に
、
こ
ち
ら
で
の
生
活
を
享

も
に
、
こ
ち
ら
で
の
生
活
を
享

受
し
始
め
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の

受
し
始
め
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の

番
組
で
〝
イ
モ
ト
ア
ヤ
コ
〞
さ

番
組
で
〝
イ
モ
ト
ア
ヤ
コ
〞
さ

ん
の
お
も
し
ろ
い
言
動
に
笑
い

ん
の
お
も
し
ろ
い
言
動
に
笑
い

こ
ろ
げ
た

こ
ろ
げ
た
り
、〝
ワ
ン
ピ
ー
ス
〞

〝
ワ
ン
ピ
ー
ス
〞

の
主
人
公
と
冒
険
を
し
た
り
す

の
主
人
公
と
冒
険
を
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
で
も
、
今
の
日
本
語

ま
し
た
。
で
も
、
今
の
日
本
語

レ
ベ
ル
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。
一

レ
ベ
ル
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。
一

生
懸
命
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

生
懸
命
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
本
の
魅
力
的
な
文
化

な
い
。
日
本
の
魅
力
的
な
文
化

を
も
っ
と
楽
し
め
る
よ
う
に
な

を
も
っ
と
楽
し
め
る
よ
う
に
な

り
た
い
で
す
か
ら
。
香
美
市
の

り
た
い
で
す
か
ら
。
香
美
市
の

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も　

ど
う

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も　

ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
。

ぞ
よ
ろ
し
く
。

　人斬り以蔵と呼ばれた岡

田以蔵の本家は、土佐山田

町神通寺にある。武市瑞山

（半平太）の遠祖は伊予国

で、家来であった岡田家も

共に土佐に来て、長宗我部

家に仕えた。

　岡田家は豪農で、天明６

年（１７８６）に郷士に取り

立てられた。以蔵の父・義平は、家老桐間家に仕

えており、以蔵は天保９年（１８３８）、義平の長男

として、高知市相生町で生まれ、嘉永元年（１８４

８）足軽となった。身分は下級であり、剣術や学

問は独習し、道場剣術に無い独自の太刀筋を生み

出したと言われる。安政２年（１８５５）、武市道場

に入門すると、瑞山は剣術の素質を見抜き、愛弟

子とし、以蔵はこれに絶対服従で応えた。瑞山に

随伴し、江戸の桃井道場に入門し、鏡心明智流中

目録を取得した。安政５年に帰藩すると、終身２

人扶持を給されている。藩内では徳弘董斎に入門

し、西洋砲術を学び、成績が優秀だったらしく、

徳弘文書砲術稽古名簿の２番目に以蔵の名が見え

る。万延元年（１８６０）、瑞山は以蔵を帯同し、８

カ月、西国を遊歴して剣の修行を行っている。以

蔵著の道中控諸藩剣客歴訪の日程が残されている。

文久元年（１８６１）吉田東洋が暗殺され、土佐勤皇

党が結成され、１９２名の血盟者が参加したが、岡

田姓は、岡田啓吉宜稔（以蔵の実弟）の１名で、

故意に署名させなかったとも考えられる。

　文久２年、参勤交代で大坂滞在時、東洋暗殺者

探索で在坂していた横目付井上佐市郎を殺害し、

さらに幕府間諜など１３名を暗殺した。一連の首

謀者は、京都土佐藩邸応接役の瑞山と言われる。

　文久３年１月、以蔵は勝海舟の門下に入り、護

衛役を勤めていた。８月、京都で刺客３名が海舟

を襲撃時、抜き打ちで斬り下げて地に這わせた。

「岡田君、見事な腕だが無益な殺生は止めた方が

いい」とたしなめられたが、「私が斬らねば先生が

斬られていましたよ」と、応じたと言われる。

　８月１８日の政変で、公武合体派が権力を掌握

すると、海舟の元を離れ、土居鉄造と称して潜行

した。　　　　　　　　　　　　（香美史談会）

【参考】愛知県

　會田由佳さん

　調べ

　

い
ま
す
。
他
者
を
理
解
し
、
自

分
た
ち
と
違
う
と
こ
ろ
を
認
め

て
い
く
こ
と
。
話
し
合
い
を
じ

っ
く
り
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
生
命
・
人
権
が
守

ら
れ
る
世
の
中
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
で
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

僕
は
ま
だ
中
学
生
な
の
で
、
授

業
で
平
和
の
こ
と
に
つ
い
て
や

っ
て
い
て
、
話
を
聞
く
だ
け
で

も
恐
ろ
し
く
て
驚
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
恐
ろ
し
い
戦
争
を
、
世

界
で
は
ま
だ
ま
だ
し
て
い
る
の

で
早
く『
戦
争
』『
核
兵
器
』
と

い
う
言
葉
が
無
く
な
っ
て
ほ
し

い
で
す
。◇　

　

◇　
　

◇

小
学
校
の
頃
か
ら
戦
争
に
つ
い

て
学
ん
で
き
た
が
、
広
報
に
載

っ
て
い
た
よ
う
な
体
験
を
読
ん

だ
り
、
聞
い
た
り
す
る
度
に
当

然
の
よ
う
に
あ
る
今
の
平
和
は

大
事
な
も
の
だ
と
改
め
て
感
じ

る
。
香
美
市
に
平
和
活
動
が
あ

る
こ
と
も
初
め
て
知
っ
た
。

◇　
　

◇　
　

◇

３
〜
４
歳
（
昭
和
19
〜
20
年
）

頃
、
高
知
市
が
戦
争
で
一
面
火

の
海
に
な
っ
た
事
、
そ
し
て
食

べ
物
の
な
い
時
代
を
過
ご
し
ま

し
た
。
終
戦
か
ら
65
年
が
経
っ

た
今
、
平
和
で
楽
し
く
生
活
で

き
る
こ
と
は
大
変
し
あ
わ
せ
に

思
い
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

昭
和
19
年
よ
り
20
年
８
月
の
終

戦
ま
で
、
学
徒
動
員
で
防
空
監

視
哨
に
勤
務
。
現
空
港
を
爆
撃

す
る
米
機
を
目
の
当
た
り
に
、

操
縦
機
内
の
ア
メ
リ
カ
兵
の
マ

フ
ラ
ー
ま
で
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見

え
ま
し
た
。
命
惜
し
い
と
は
思

わ
ぬ
10
代
の
学
生
で
し
た
。
今

平
和
は
あ
り
が
た
く
、
戦
争
は

ゼ
ッ
タ
イ
い
や
で
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

小
学
校
１
年
の
授
業
中
で
し
た
。

舟
谷
山
の
池
が
光
り
、
B
29
が

爆
弾
を
落
と
し
ま
し
た
。
当
時

は
、
片
地
小
の
運
動
場
に
防
空

壕
が
作
ら
れ
、
遠
く
か
ら
通
う

者
は
こ
こ
へ
、
神
母
ノ
木
の
者

は
、
自
宅
の
防
空
壕
へ
避
難
し

ま
し
た
。
今
で
も
忘
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇　
　

◇　
　

◇

戦
争
を
知
ら
な
い
年
齢
で
す
が
、

今
も
世
界
中
で
戦
争
が
お
き
て

い
ま
す
。
日
本
の
平
和
が
い
つ

ま
で
も
続
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。

◆
山
小
ま
つ
り

　

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く

さ
ん
。
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
！

【
日
時
】
12
月
５
日
（
日
）

10
時
30
分
〜
14
時
00
分　

【
場
所
】
山
田
小
学
校

【
内
容
】

・
各
学
年
別
の
催
し

・
バ
ザ
ー

・
地
域
の
方
々
の
出
店

・
大
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

・
も
ち
投
げ

・
体
育
館
ス
テ
ー
ジ
を
中
心
と

　

し
た
た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト

【
問
い
合
わ
せ
先
】

山
田
小
学
校
☎
53・

３
１
８
５

◆
第
9
回
刃
物
供
養
菜
祭

【
日
時
】

12
月
４
日（
土
）〜
12
日（
日
）

　

平　

日　

８
時
30
分
〜
17
時

　

土
・
日　

10
時
〜
16
時

【
場
所
】

　

土
佐
刃
物
流
通
セ
ン
タ
ー

（
土
佐
山
田
町
上
改
田
）

【
催
し
】

・
不
要
に
な
っ
た
刃
物
の
供
養
、

　

リ
サ
イ
ク
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
設
置

・
再
生
品
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

・
供
養
作
業
実
演

　

（
土
・
日
の
11
時
〜
）

・
刃
物
研
ぎ　

200
円
〜

（
Ｚ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
商
品
は
無
料
）

※

土
・
日
依
頼
分
は
、
当
日
返

却
。
平
日
依
頼
の
あ
っ
た
物
お

よ
び
ハ
サ
ミ
類
は
お
預
か
り

し
、
後
日
返
却
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

土
佐
刃
物
流
通
セ
ン
タ
ー

☎
52

・
０
４
６
７

（
土
佐
打
刃
物
技
伝
職
集
団　

　
　
　
　
　

Ｚ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
）

 

私
は
電
子
・
光
シ
ス
テ
ム
工

学
博
士
後
期
課
程
の
２
年
生

で
、
２
０
０
８
年
の
10
月
に
中

国
の
長
春
に
あ
る
大
学
か
ら
来

ま
し
た
。
今
は
半
導
体
デ
バ
イ

ス
研
究
室
で
イ
オ
ン
ビ
ー
ム
と

光
学
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
早

い
も
の
で
、
高
知
に
来
て
、
も

う
２
年
に
な
り
ま
す
。
研
究
論

文
を
書
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ

ラ
ス
で
開
か
れ
た
国
際
学
会
で

発
表
す
る
機
会
も
得
ま
し
た
。

　

外
国
人
の
僕
に
と
っ
て
は
、

来
日
の
前
は
も
ち
ろ
ん
、
来
日

後
も
、
い
ろ
い
ろ
と
不
安
を
抱

い
て
い
ま
し
た
。
研
究
領
域
に

つ
い
て
の
不
安
も
あ
っ
た
し
、

日
本
語
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

か
ら
。
い
わ
ば
、
左
も
右
も
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
失

敗
も
た
く
さ
ん
し
ま
し
た
。
一

つ
挙
げ
ま
す
。
あ
る
日
、
日
本

人
の
友
達
と
パ
ン
ダ
に
つ
い
て

し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
し
た
。
相
手

は
故
郷
に
パ
ン
ダ
が
い
る
か
と

聞
き
ま
し
た
。

「
い
な
い
よ
。
僕
の
故
郷
は
北

の
方
で
す
け
ど
、
パ
ン
ダ
の
食

物
の
〝
た
こ
〞
な
ど
、
な
い
で

す
か
ら…

…

」　

「
パ
ン
ダ
は
〝
た
こ
〞
を
食
べ

る
の
？
」　

「
そ
う
だ
よ
、
ま
さ
か
、
知
ら

な
い
？
」　

 

相
手
は
複
雑
な
表
情
を
し
な

が
ら
初
耳
だ
と
言
い
ま
し
た
。

今
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と

笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

　

日
本
語
が
上
手
に
な
る
と
と

も
に
、
こ
ち
ら
で
の
生
活
を
享

受
し
始
め
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の

番
組
で
〝
イ
モ
ト
ア
ヤ
コ
〞
さ

ん
の
お
も
し
ろ
い
言
動
に
笑
い

こ
ろ
げ
た
り
、〝
ワ
ン
ピ
ー
ス
〞

の
主
人
公
と
冒
険
を
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
で
も
、
今
の
日
本
語

レ
ベ
ル
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。
一

生
懸
命
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
本
の
魅
力
的
な
文
化

を
も
っ
と
楽
し
め
る
よ
う
に
な

り
た
い
で
す
か
ら
。
香
美
市
の

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も　

ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
。

香美史

記訪探
第１８回
岡田以蔵宜振
（土佐山田町神通寺）
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チ
ュ
ウ　
　
　
　

フ
ン

 　　

邱　　　　　　

楓　　　　　　　　

 　
　
　
　
　
（
中
国
・
ハ
ル
ビ
ン
市
）

　　
作：山田高校マンガ部
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◆
平
和
へ
の
想
い
（
第
４
回

か
み
か
み
ク
イ
ズ
応
募
か
ら
）

今
、
普
通
に
毎
日
生
活
で
き
て

い
る
こ
と
が
平
和
で
あ
る
あ
か

し
だ
し
、
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

『
み
ん
な
は
地
球
人
』の
自
覚
で
、

笑
顔
を
忘
れ
な
い
世
の
中
に
な
っ

た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

◇　
　

◇　
　

◇

余
裕
の
な
い
生
活
で
は
あ
る
が
、

こ
の
さ
さ
や
か
な
日
々
が
ず
っ

と
続
き
ま
す
よ
う
に
。

◇　
　

◇　
　

◇

親
が
子
ど
も
、
子
ど
も
が
親
を

人
が
人
を
殺
す
こ
の
世
の
中
、

い
つ
に
な
っ
た
ら
こ
の
よ
う
な

事
が
な
く
な
る
の
か
。

◇　
　

◇　
　

◇

過
去
の
過
ち
を
き
ち
ん
と
学
び
、

同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た

め
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
、
一
人
ひ
と
り
が
考
え
、

国
と
し
て
国
際
社
会
へ
伝
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

（協）（協）


