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岩倉具視幽棲旧宅管理事務所　
学芸員 

重岡 伸泰さん

「岩倉具視がここに住んだ
のはわずか3年。でも、日
本の歴史を変える3年間
でした」重岡さんや重岡さ
んの研修を受けたスタッフ
による説明は、一聴の価値
あり。
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か
つ
て
流
通
し
て
い
た
五
百
円
紙
幣
を
憶
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？
あ
の
お
札
に
描
か

れ
て
い
た
肖
像
が
、岩
倉
具
視
。京
都
の
公
家

の
出
身
で
す
が
、〝
公
家
〞と
い
う
言
葉
の
優
雅

な
響
き
と
は
裏
腹
に
、な
ん
と
も
怖
い
顔
を
し

て
い
ま
す
。大
河
ド
ラ
マ『
西
郷
ど
ん
』で
は
、笑

福
亭
鶴
瓶
師
匠
の
怪
演
が
光
っ
て
い
ま
す
ね
。

幕
末
、孝
明
天
皇
の
近
習
と
し
て
、朝
廷
と
幕
府

の
協
力
強
化
を
進
め
た
具
視
は
、天
皇
の
妹
･
和

宮
と
将
軍
家
茂
の
結
婚
を
成
功
さ
せ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、朝
廷
内
に
尊
王
攘
夷
派
が
台
頭
す

る
と
、公
武
合
体
派
と
目
さ
れ
て
い
た
具
視

は
、洛
中
か
ら
追
放
さ
れ
て
、洛
北
･
岩
倉
村
に

幽
棲
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
時
の
住
居

が
こ
こ
、国
指
定
史
跡
の
岩
倉
具
視
幽
棲
旧
宅

で
す
。

　

購
入
し
た
時
に
は
、現
在
の
附
属
屋
部
分
の

み
で
、も
と
は
大
工 

藤
吉
の
居
宅
で
し
た
。後

に
主
屋
と
繋
屋
が
増
築
さ
れ
、式
台
玄
関
や
床

の
間
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
公
家

の
住
ま
い
と
し
て
は
、あ
ま
り
に
も
質
素
で
す
。

で
も
、具
視
は
こ
こ
で
お
と
な
し
く
身
を
慎
ん

で
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。薩
摩
･
水
戸
･

土
佐
藩
士
ら
と
頻
繁
に
交
流
し
、坂
本
龍
馬
や

中
岡
慎
太
郎
、大
久
保
利
通
な
ど
も
こ
の
家
を

訪
れ
ま
し
た
。大
政
奉
還
か
ら
倒
幕
、王
政
復

古
に
い
た
る
維
新
の
大
き
な
流
れ
の
少
な
く
と

も
一
部
は
、こ
の
侘
び
住
ま
い
の
中
で
計
画
さ

れ
た
の
で
す
。

　

実
は
、そ
れ
以
前
か
ら
岩
倉
具
視
は
こ
の
岩

倉
村
と
深
い
縁
が
あ
り
ま
し
た
。学
芸
員
の
重

岡
伸
泰
さ
ん
に
よ
る
と「
古
く
か
ら
公
家
社
会

で
は
、子
ど
も
を
里
子
に
出
す
習
わ
し
が
あ
り
、

具
視
も
幼
少
期
、こ
の
旧
宅
に
ほ
ど
近
い
農
家

に
里
子
に
出
さ
れ
て
、自
然
に
触
れ
て
の
び
の
び

と
育
っ
た
一
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。岩
倉
村

は
、具
視
に
と
っ
て
の
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
ね
」と
の
こ
と
。幽
棲
中
も
、村
人
は
作

物
を
届
け
、危
険
が
迫
っ
た
と
き
に
は
通
報
す

る
な
ど
、具
視
を
も
て
な
し
、守
り
ま

し
た
。岩
倉
村
で
は
、洛
中
で
病
を
得

た
人
を
民
家
が
受
け
入
れ
、ケ
ア
し
て

き
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。こ
の
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
が
明
治
維
新
を
支
え
た
、と

い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

　

維
新
後
、具
視
は
東
京
に
移
り
住

み
ま
す
が
、京
都
に
来
た
際
に
は
村

の
人
々
と
宴
席
を
も
っ
て
旧
交
を
温

め
、資
金
を
出
し
て
溜
め
池
を
つ
く
る

な
ど
、〝
恩
返
し
〞に
余
念
が
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。そ
の
公
家
ら
し
く
な
い

風
貌
の
せ
い
も
あ
っ
て
、時
代
劇
な
ど

で
は
陰
謀
家
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ

と
も
多
い
岩
倉
具
視
で
す
が
、こ
の

岩
倉
の
地
で
は
、心
の
鎧
を
外
し
て

寛
い
だ
ひ
と
と
き
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

岩倉具視お手植えと伝わる樹齢150年の松を中心とした庭。明治から昭和初期に活躍した造園家･
七代目小川治兵衛（植治）が整えたものです。

この床の間を背景に、岩倉具視と対面する坂
本龍馬や中岡慎太郎…。襖絵は当時のまま、
壁も、修復の際に当時と同じ土を探してきた
そうです。

附属屋に残る槍。のどかな里山の侘び住まいと
はいえ、幕末の最重要人物。厳重な警戒態勢の
中で暮らしていたようです。

岩倉具視に関する資料を展示している鉄筋コンクリート
平屋建ての洋館、対岳文庫。設計は、京都市庁舎や順正
清水店 五龍閣も手がけた建築家･武田五一。

ゆ
う
せ
い


