
●
初
対
面
の
新
島
襄
に

京
都
府
顧
問
の
山
本
覚
馬
に
新
島
襄
が
初
め

て
会
っ
た
の
は
、
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
４

月
上
旬
で
あ
っ
た
。
新
島
は
当
時
、
当
面
の
任

地
で
あ
る
大
阪
の
川
口
居
留
地
に
い
た
。
初
め

て
京
都
見
物
に
来
て
山
本
に
会
っ
た
の
で
あ

る
。京

都
府
権
大
参
事
槇
村
正
直
の
紹
介
だ
と
さ

れ
て
い
る
が
、
参
議
木
戸
孝た

か

允よ
し

の
示
唆
が
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ
て
岩
倉
使
節
団
の
副

使
の
一
人
で
面
識
が
あ
っ
た
木
戸
に
、
新
島
は
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学
校
設
立
の

問
題
で
大
阪

で
接
し
て
い

た
。ま

た
、
新

島
は
川
口
居

留
地
で
Ｍ
・

Ｌ
・
ゴ
ー
ド

ン
宣
教
師
宅

に
止
宿
し
て

い
た
の
だ
っ

た
が
、
た
ま

た
ま
ゴ
ー
ド

52
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山
　
本
　
覚
　
馬

―
京
都
の
近
代
化
を
導
い
た
会
津
人
―

ン
夫
妻
は
京
都
に
滞
在
し
て
お
り
、
表
敬
訪
問

だ
っ
た
ろ
う
が
山
本
を
訪
ね
て
『
天
道
溯
原
』

を
贈
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
ゴ
ー
ド
ン
が
面
会
を

す
す
め
た
可
能
性
は
あ
る
。

こ
の
書
物
は
、
キ
リ
ス
ト
教
証
拠
論
に
基
づ

い
て
、
中
国
語
で
平
易
に
書
か
れ
た
布
教
書

（
Ｗ
・
Ａ
・
Ｐ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
著
。
１
８
５
４

年
刊
）
で
、
中
国
の
知
識
人
に
広
く
読
ま
れ
て

版
を
重
ね
て
い
た
。

山
本
は
訪
ね
て
き
た
新
島
に
言
っ
た
。「
そ

の
本
は
わ
た
し
に
と
っ
て
も
有
益
だ
っ
た
。
キ

リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
多
く
の
疑
問
を
氷
解

し
、
長
年
わ
た
し
を
苦
し
め
て
き
た
難
問
を
も

解
い
て
く
れ
た
の
だ
。（
中
略
）
法
律
は
悪
し

き
思
い
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
わ
た

し
に
も
明
け
方
の
光
が
さ
し
て
き
た
。
今
や
わ

た
し
に
は
、
以
前
に
は
全
く
わ
か
ら
な
い
で
い

た
道
が
見
え
る
」（『
新
島
襄
全
集
』
第
10
巻
）

全
盲
に
な
っ
て
い
た
山
本
は
、
彼
に
政
治
や

経
済
を
学
び
に
来
て
い
る
青
年
の
一
人
に
音
読

し
て
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
山
本
の
こ
と
ば
は
新
島
の
緊
張
や
警
戒

心
を
解
き
、
二
人
の
距
離
を
一
挙
に
縮
め
た
に

違
い
な
く
思
わ
れ
る
。

大
阪
に
帰
っ
た
新
島
は
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学

の
恩
人
Ｊ
・
Ｈ
・
シ
ー
リ
ー
あ
て
に
、
初
め
て

の
関
西
旅
行
に
つ
い
て
手
紙
を
書
い
た
。
そ
の

中
で
、
一
人
の
有
名
な
人
物
か
ら
、
京
都
に
カ

レ
ッ
ジ
を
創
る
よ
う
懇

ね
ん
ご

ろ
に
す
す
め
ら
れ
た
。

も
し
公
然
と
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
、
そ
の
す
す
め
に
従
っ
て
も
よ
い
と

思
っ
て
い
る
、
と
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る

（『
新
島
襄
全
集
』
第
６
巻
）。
山
本
が
初
対
面

の
新
島
に
何
を
語
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

『
天
道
溯
原
』
に
関
す
る
話
か
ら
察
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
教
育
に
つ
い
て
、
約
束
と
ま
で
は
い

か
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
希
望
を
語
る
と
い
っ

た
こ
と
は
恐
ら
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

新
島
は
そ
れ
ま
で
、
古
い
都
京
都
に
学
校
を

創
ろ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
も
み
な
い
こ
と
だ
っ

た
。
彼
が
そ
の
一
員
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ

ー
ド
の
在
日
宣
教
師
団
は
、
あ
る
い
は
当
然
な

が
ら
、
日
本
人
伝
道
師
の
養
成
し
か
考
え
て
い

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
神
戸
で
で
き
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
新
島
は
、
近
代
科
学
を

も
教
え
る
学
校
に
し
な
け
れ
ば
優
秀
な
若
者
は

集
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
学
校
は
日
本

第
二
の
都
市
大
阪
が
適
地
だ
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
彼
を
積
極
的
に
支
持
す
る
宣
教
師
は

い
な
か
っ
た
。京
都
と
も
な
れ
ば
論
外
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
京
都
に
学
校
を
創
る
べ
く
、
新

島
は
行
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。

●
第
二
の
人
生
を
開
い
た「
管
見
」

山
本
は
文
政
11
（
１
８
２
８
）
年
１
月
11
日
、

会
津
藩
砲
術
師
範
権
八
の
長
男
と
し
て
生
を
享

け
た
。
藩
命
に
よ
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
が
23
歳

（
数
え
年
―
以
下
同
じ
）
の
と
き
江
戸
に
出
て
、

蘭
学
者
佐
久
間
象
山
の
門
に
入
っ
た
。
学
ん
だ

の
は
砲
術
や
兵
学
だ
っ
た
ろ
う
。

河
野

仁
昭

（
元
同
志
社
社
史
資
料
室
長
）晩年の山本　覚馬

（同志社社史資料センター蔵）

W.A.P.マーティン著『天
てん

道
どう

溯
そ

原
げん

』(1869年版）
1854年、宣教師マーティンによって中国語でかかれた教理書。
訓点本が明治初期に刊行され、キリスト教普及に大きな役割を
果たした。 （同志社社史資料センター蔵）



一
時
帰
藩
し
た
が
、
再
度
江
戸
へ
出
て
大
木

衷
域
に
蘭
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
洋
式
砲
術
に

つ
い
て
象
山
、
勝
海
舟
ら
の
意
見
を
質た

だ

し
、
そ

の
影
響
を
受
け
た
。

ほ
ぼ
３
年
間
江
戸
で
学
ん
だ
山
本
は
、
帰
藩

し
て
藩
校
日
新
館
の
教
授
と
な
り
、
保
守
派
の

反
対
を
押
し
切
っ
て
館
内
に
蘭
学
所
を
設
け

た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
洋
式
の
新
兵
器
の
導

入
を
め
ぐ
っ
て
上
司
と
対
立
し
、
禁
足
１
年
を

命
じ
ら
れ
て
な
お
主
張
を
変
え
ず
、
よ
う
や
く

実
現
の
緒
に
つ
こ
う
と
し
た
元
治
元
（
１
８
６

４
）
年
２
月
、
幕
府
か
ら
京
都
守
護
職
を
命
じ

ら
れ
た
藩
主
松
平
容か

た

保も
り

に
従
っ
て
、
京
都
に
駐

留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
会
津

へ
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
年
の
７
月
、
大
砲
隊
を
率
い
て
禁
門
の

変
を
戦
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
が
長
崎
へ
赴
い
た
の
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
福
本
武
久
・
高
橋

哲
夫
『
会
津
武
士
』
参
照
）。
そ
の
目
的
や
期

間
な
ど
詳
細
は
明
ら
か
に
す
べ
く
も
な
い
の
だ

が
、
の
ち
に
京
都
府
の
技
術
指
導
者
と
な
る
ル

ー
ド
ル
フ
＝
レ
ー
マ
ン
と
知
り
合
う
の
は
こ
の

と
き
、
長
崎
に
お
い
て
だ
っ
た
ら
し
い
。

や
が
て
慶
応
４
（
１
８
６
８
）
年
正
月
、
幕
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府
軍
が
大
敗
北
を
喫
し
た
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の

際
、
捕
ら
わ
れ
て
薩
摩
屋
敷
に
拘
禁
さ
れ
た
山

本
は
、
彼
の
後
半
生
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な

る
「
管
見
」
を
口
述
筆
記
し
た
。
当
時
す
で
に

眼
病
で
視
力
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
い
た
彼
は
、

同
じ
部
屋
に
い
た
数
名
の
虜
囚
の
中
に
、
17
歳

の
会
津
藩
士
野
沢
鶏
一
が
い
た
の
で
筆
記
を
頼

ん
だ
。
そ
の
序
文
の
日
付
は
、
慶
応
４
年
戊
辰

５
月
と
な
っ
て
い
る
。

内
容
に
立
ち
入
る
紙
幅
は
な
い
が
（
拙
編

『
山
本
覚
馬
・
新
島
八
重
兄
妹
の
生
涯
』参
照
）、

日
本
を
め
ぐ
る
列
強
の
動
向
を
略
述
し
、「
国

家
騒
擾
ノ
際
会
ニ
乗
ズ
レ
バ
変
制
モ
仕
易
キ
モ

ノ
ニ
テ
」
と
序
文
に
記
し
て
か
ら
、
わ
が
国
が

早
急
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
22
項
目
を
あ
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
解
決
策
ま
で
も
簡
潔
に
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
項
目
は
、
政
治
、
経
済
、
法
律
、

軍
備
、
産
業
、
通
商
、
教
育
、
そ
の
他
に
及
ん

で
い
る
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
海

外
事
情
に
ま
で
通
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
管
見
」
の
中
の
「
建
国
術
」
の
項
に
、
プ

ロ
イ
ス
（
ド
イ
ツ
）
人
レ
ー
マ
ン
、
和
蘭

オ
ラ
ン
ダ

人
ハ

ラ
ト
マ
、
ボ
ー
ト
ー
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
人
ゴ
ロ

ー
ル
ら
に
か
つ
て
聞
い
た
と
い
う
話
を
手
短
に

紹
介
し
て
い
る
。
安
政
の
仮
条
約
締
結
（
１
８

５
８
年
）
に
よ
り
、
横
浜
、
函
館
、
長
崎
が
開

港
し
た
か
ら
、自
由
に
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
、

外
国
人
に
接
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
し
て
も
、
武
士
で
あ
っ
た
山
本
が
、
農
業
、

工
業
、
商
業
に
関
す
る
知
識
ま
で
も
得
よ
う
と

し
て
い
た
事
実
は
、
極
め
て
興
味
ぶ
か
い
。

そ
の
該
博
な
知
識
に
基
づ
く
「
管
見
」
が
、

具
眼
の
士
の
注
意
を
引
か
な
か
っ
た
は
ず
が
な

い
。

●
京
都
の
復
興
・
近
代
化
の
智ち

嚢の
う

山
本
が
拘
禁
を
解
か
れ
て
兵
部
省
預
か
り
の

身
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
２
（
１
８
６
９
）
年

夏
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
山
本
に
、
京

都
の
勧
業
施
策
立
案
の
協
力
を
い
ち
早
く
求
め

た
の
は
、
大
参
事
の
河
田
左
久
馬
で
あ
っ
た
。

河
田
は
「
管
見
」
を
見
て
山
本
の
存
在
を
知
っ

た
に
違
い
な
か
ろ
う
。

「
管
見
」
は
薩
摩
藩
主
に
差
し
出
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
が
、
写
本
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

察
し
て
（
同
志
社
大
学
図
書
館
に
も
そ
の
一
通

が
保
存
さ
れ
て
い
る
）、
京
都
府
政
の
要
人
の

あ
い
だ
で
も
評
判
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
河
田
は
東
京
遷
都
後
の
京
都
の
衰
微
と
市

民
の
動
揺
対
策
と
し
て
、
ま
ず
産
業
復
興
策
を

立
案
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
施
策
大
綱
」
を
右

大
臣
三
条
実
美
に
上
申
し
た
の
は
、
明
治
３
年

７
月
で
あ
っ
た
（
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
』

第
８
巻
参
照
）。

こ
れ
に
先
だ
つ
同
年
３
月
、
京
都
府
は
山
本

覚
馬
「
登
庸
伺
」
を
太
政
官
に
提
出
し
て
お
り
、

翌
月
そ
の
許
可
を
得
て
い
る
。「
施
策
大
綱
」

が
「
山
本
覚
馬
の
意
見
に
多
分
に
影
響
さ
れ
て

い
る
」（
同
右
『
京
都
の
歴
史
』）
と
し
て
も
不

思
議
は
な
い
。
山
本
は
顧
問
格
で
あ
っ
た
。

河
田
の
在
任
期
間
は
短
く
、
後
を
継
い
だ
槇

村
正
直

ま
さ
な
お

は
、
山
本
や
明
石
博
高

ひ
ろ
あ
き
ら

ら
の
ア
イ
デ

ア
を
フ
ル
に
生
か
し
た
。
技
術
面
の
指
導
者
と

し
て
、
ル
ー
ド
ル
フ
＝
レ
ー
マ
ン
、
カ
ー
ル
＝

レ
ー
マ
ン
兄
弟
を
雇
い
入
れ
た
の
も
、
山
本
の

勧
め
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。

復
興
・
近
代
化
の
柱
の
一
つ
に
教
育
制
度
が

あ
っ
た
。
明
治
５
年
頃
ま
で
に
は
、
府
中
学
、

英
学
校
、
ド
イ
ツ
学
校
、
フ
ラ
ン
ス
学
校
、
新

英
学
校
女
紅
場
（
女
学
校
）
な
ど
を
、
外
国
人

教
員
を
雇
用
し
て
開
設
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明

治
７
年
に
政
府
が
外
国
人
教
員
の
人
件
費
補
助

を
打
ち
切
っ
た
た
め
に
、
存
続
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
の
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
京

会津出身の生徒・学生たちとの写真
前列中央が山本覚馬。後列左2人目から新島襄、新島八重（覚馬の妹）、
松平容大（旧藩主・松平容保の子息） （同志社社史資料センター蔵）



人
た
ち
が
多
数
い
た
の
で
あ
る
。

会
長
に
就
任
し
た
月
の
17
日
、
山
本
は
時
栄

夫
人
（
再
婚
）
と
と
も
に
、
第
２
公
会
で
洗
礼

を
受
け
て
い
る
。
北
垣
府
政
の
も
と
で
は
問
題

に
な
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
大
沢
も
中
村
も

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。

北
垣
も
関
与
し
た
だ
ろ
う
と
い
ま
書
い
た
の

は
、
こ
の
年
の
６
月
２
日
に
琵
琶
湖
疏
水
工
事

の
起
工
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

北
垣
が
政
治
生
命
を
か
け
た
こ
の
大
事
業
は
、

金
と
人
と
技
術
の
総
動
員
を
必
要
と
し
た
。
若

手
政
財
界
人
に
影
響
力
を
持
つ
山
本
は
、
北
垣

に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
人
物
だ
っ
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
山
本
の
健
康
は
商
工
会
議
所
会
長
の

職
に
長
く
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
浜
岡
光

哲
に
後
事
を
託
し
て
、
明
治
18
年
末
を
も
っ
て

辞
任
し
た
。
病
を
養
い
な
が
ら
平
穏
な
余
生
を

過
ご
そ
う
と
願
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

明
治
23
（
１
８
９
０
）
年
１
月
23
日
、
新
島
襄

を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
12
年
に
第
１
回
卒
業
生
を
送
り
出
し
て

よ
う
や
く
10
年
を
経
た
ば
か
り
で
、
同
志
社
人

は
ま
だ
若
か
っ
た
。
加
え
て
「
教
育
勅
語
」
の

発
布
（
明
治
23
年
）
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校

木
戸
孝
允
の
懐
刀
と
い
わ
れ
た
槇
村
は
、
地

方
行
政
家
と
し
て
も
確
か
に
敏
腕
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
独
断
専
行
型
の
古
い
タ
イ
プ
で
、
地

方
税
の
追
加
徴
令
布
達
な
ど
重
要
議
案
に
お
い

て
さ
え
議
会
を
無
視
し
た
。
明
治
14
年
１
月
、

彼
は
つ
い
に
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
た
。

高
知
県
令
で
あ
っ
た
北
垣
国
道
が
、
第
３
代

府
知
事
に
着
任
し
た
の
は
、
そ
の
翌
月
で
あ
っ

た
。
彼
は
民
意
を
重
視
す
る
行
政
家
と
し
て
定

評
が
あ
り
、
槇
村
を
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
議
員

た
ち
の
支
持
を
得
た
。

全
盲
に
加
え
て
自
力
で
は
立
つ
こ
と
が
で
き

ず
、
衰
弱
も
進
ん
で
い
た
山
本
は
、
明
治
13
年

５
月
に
議
長
を
辞
任
し
て
い
た
。
し
か
し
、
依

然
と
し
て
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
し
、
北
垣
も

山
本
の
意
見
を
聞
く
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
新
島
襄
と
の
好
ま
し
い
関
係
を
生

む
こ
と
に
も
な
っ
た
。

そ
の
山
本
が
、
設
立
後
ま
も
な
い
商
工
会
議

所
会
長
に
就
任
す
る
の
は
、
明
治
18
年
５
月
で

あ
る
。
北
垣
も
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
副
会

長
浜
岡
光
哲
、
理
事
大
沢
善
助
、
中
村
栄
助
と

い
っ
た
顔
ぶ
れ
か
ら
察
し
て
（『
京
都
の
歴
史
』

第
８
巻
参
照
）、
こ
う
し
た
人
た
ち
の
懇
請
に

よ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
山
本
を
師
と
仰
ぐ

同
志
社
人
物
誌
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都
見
物
に
現
れ
た
の
が
新
島
襄
で
あ
っ
た
。
山

本
は
新
島
を
動
か
し
た
の
だ
。

山
本
と
新
島
を
結
社
人
と
す
る
同
志
社
英
学

校
は
、
京
都
府
に
と
っ
て
は
教
育
近
代
化
の
一

環
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
府
が
財

政
負
担
を
要
し
な
い
私
立
で
あ
っ
た
。

●
不
可
欠
の
人
物

明
治
９
（
１
８
７
６
）
年
９
月
、
同
志
社
英

学
校
最
初
の
専
用
校
舎
２
棟
と
食
堂
１
棟
が
竣

工
し
、
そ
の
献
堂
式
が
営
ま
れ
た
。
新
島
は
そ

の
模
様
を
ア
メ
リ
カ
の
恩
人
Ａ
・
ハ
ー
デ
ィ
ー

夫
妻
に
伝
え
る
手
紙
の
中
で
、
山
本
覚
馬
に
ふ

れ
て
い
る
。

「
山
本
氏
は
肉
体
こ
そ
弱
っ
て
お
り
、
体
の

自
由
も
き
き
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
中
の
最
も

す
ぐ
れ
た
思
索
家
の
一
人
と
見
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
京
都
に
宣
教
師
団
が
存
在
で
き
る
の
は
お

も
に
山
本
氏
の
お
か
げ
な
の
で
す
。（
中
略
）

こ
の
冬
の
暗
い
試
練
の
時
に
、
山
本
氏
は
私
た

ち
の
た
め
に
立
ち
上
が
り
、
知
事
を
説
得
す
る

た
め
に
最
善
を
つ
く
し
ま
し
た
」（『
新
島
襄
全

集
』
第
10
巻
）

京
都
の
近
代
化
の
一
環
と
は
い
う
も
の
の
、

キ
リ
ス
ト
教
主
義
同
志

社
英
学
校
の
創
設
と
維

持
は
、
山
本
に
と
っ
て

茨
の
道
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
の
同
志
社
と
の

関
係
に
よ
る
こ
と
と
思

わ
れ
る
が
、
明
治
10
年

12
月
、
山
本
は
ひ
と
こ

と
の
理
由
の
説
明
も
な

く
、
槇
村
に
よ
っ
て
府

庁
を
解
雇
さ
れ
た
。
槇

村
は
そ
の
前
年
に
第
２

代
知
事
に
就
任
し
て
い

た
。だ

が
、
明
治
12
年
に

京
都
府
議
会
が
開
設
さ

れ
、
そ
の
議
員
に
当
選

し
た
山
本
は
初
代
議
長

に
選
ば
れ
た
。
か
つ
て

自
宅
の
座
敷
で
政
治
や

経
済
を
教
え
た
青
年
た

ち
が
、
い
ま
や
京
都
の

新
進
実
業
家
、
政
治
家

に
成
長
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
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へ
の
国
の
圧
力
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

山
本
は
臨
時
総
長
と
し
て
、
新
島
の
後
継
者

を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
を
措
い
て
ほ

か
に
、
そ
の
任
に
耐
え
る
人
は
当
時
の
同
志
社

に
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。

明
治
25
（
１
８
９
２
）
年
３
月
、
小
崎
弘
道

第
２
代
社
長
の
誕
生
を
見
届
け
、
そ
の
年
の
12

月
28
日
、
65
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

山　本　覚　馬（やまもと　かくま）
1828.1.11 ～1892.12.28

会津藩士。1864年、藩主・松平容保に随行して上洛。
鳥羽・伏見の戦いで捕えられ、薩摩藩邸に幽閉中に失
明。明治維新後、口述筆記した「管見」が認められ京
都府顧問、京都府議会初代議長、京都商工会議所会頭
などを歴任。
1875年、新島襄とともに同志社英学校を設立。新島亡
き後、同志社臨時総長に就任（1890年１月～1892年
３月）。 山本覚馬・新島八重生誕の地碑

1989年に建立された生誕の地碑（会津若松市米代2丁目）。「生誕の地」の左側に、「明日の夜は
何国の誰かながむらん／なれし御城に残す月かげ」と、八重自筆の和歌が刻まれている。


