
■一丈木公園から町を見渡す理一郎の銅像■一丈木公園から町を見渡す理一郎の銅像

坂
本
東
嶽
が
目
指
し
た
理
想
の
村
づ
く
り

在
の
一
丈
木
地
区
周
辺
か
ら
放
射
状
に
広
が
る
道
路
と
、
そ

の
両
側
に
佇
む
松
・
杉
並
木
。
そ
の
近
く
の
高
台
に
は
一
丈

木
公
園
が
あ
り
、
人
が
集
う―

。

　
こ
れ
ら
は
、
偉
大
な
先
人
で
あ
る「
坂
本 

理
一
郎（
東
嶽
）」の
村
づ

く
り
構
想
に
よ
り
明
治
30
年
代
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
す
。当
時
と

し
て
は
画
期
的
で
あ
っ
た
幅
６
メ
ー
ト
ル
前
後
も
あ
る
道
路
や
見
事

な
松
、
杉
の
並
木
道
は
、
そ
の
景
観
が
新
・
日
本
街
路
樹
１
０
０
景

（
読
売
新
聞
社
）に
選
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

今
に
残
る
理
一
郎
の
理
想
の
村
づ
く
り
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

理
一
郎
は
、
文
久
元
年
（
１
８
６
１
年
）
旧
千
屋
村
に
、
父
藤
兵
衛
、

母
し
げ
子
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
漢
文
や
漢

詩
の
素
養
が
あ
り
、
10
歳
に
な
っ
た
年
に
六
郷
村
の
熊
谷
松
陰
に
師
事

し
、
儒
学
や
和
漢
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　

14
歳
の
時
に
、
先
進
的
な
政
治
、
経
済
を
学
ぶ
た
め
慶
応
義
塾
に
入

学
し
た
理
一
郎
は
、
後
の
総
理
大
臣
で
あ
る
犬
養
毅
と
出
会
い
、
友
人
、

ま
た
政
友
と
し
て
親
交
を
深
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
20
歳
代
で
県
議
会
議
員
、
30
歳
代
に
は
衆
議
院
議
員
と
し

て
活
躍
し
ま
し
た
が
、
政
治
的
人
材
が
こ
と
ご
と
く
都
会
に
集
中
し
、

地
方
農
村
が
立
ち
遅
れ
て
い
く
さ
ま
を
憂
い
、
代
議
士
を
辞
し
て
故
郷

へ
帰
る
事
を
決
意
し
ま
す
。

　

明
治
29
年
、
理
一
郎
36
歳
の
時
で
し
た
。

理
一
郎
の
生
い
立
ち

現
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■松・杉並木■松・杉並木

■現在の一丈木公園■現在の一丈木公園

■現在も一部が残る坂本東嶽邸 ■現在も一部が残る坂本東嶽邸 

■理一郎の銅像が作られた当時の一丈木公園■理一郎の銅像が作られた当時の一丈木公園■理一郎の銅像が作られた当時の一丈木公園

■坂本理一郎（東嶽）■坂本理一郎（東嶽）

坂本東嶽が目指した理想の村づくり

　

故
郷
へ
戻
っ
た
理
一
郎
が
最
初
に
着
目
し
た
の
は
原
野
の
開
発
で
し

た
。
当
時
は
荒
地
で
あ
っ
た
一
丈
木
台
地
を
公
園
に
し
、
公
園
の
下
に

役
場
、
学
校
、
郵
便
局
な
ど
の
公
共
施
設
を
配
置
し
て
、
村
の
心
臓
部

を
つ
く
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
各
地
区
へ
向
け
て
６
本
の
直
線
道
路
を

放
射
状
に
配
し
、
そ
の
両
側
に
は
松
、
杉
を
植
栽
し
、
並
木
道
を
作
り

ま
し
た
。

　

こ
の
構
想
は
単
に
外
見
的
な
事
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
地
区
に
も
属

さ
な
い
原
野
に
、
村
の
中
心
と
な
る
施
設
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

藩
政
時
代
の
旧
村
意
識
が
抜
け
き
ら
な
い
村
民
感
情
を
緩
和
し
、
一
歩

進
ん
だ
一
体
感
を
培
う
と
こ
ろ
に
真
意
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
の
構
想
は
、
農
業
生
産
性
の
向
上
で
し
た
。
千
屋
村
農
会
が
創

立
さ
れ
る
と
そ
の
初
代
会
長
と
な
り
、
乾
田
馬
耕
の
奨
励
、
指
導
に
心

血
を
注
ぎ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
の
お
か
げ
か
、
明
治
35
年
に
は
秋

田
県
内
で
も
最
初
に
属
す
る
耕
地
整
理
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
金
収
入
を
確
保
す
る
た
め
養
蚕
・
果
樹
な
ど
を
奨
励
し
た

ほ
か
、
地
質
調
査
の
実
施
、
指
導
者
を
招
い
て
の
技
術
の
伝
授
な
ど
、

常
に
先
進
的
な
取
り
組
み
を
推
し
進
め
ま
し
た
。

　

第
三
の
構
想
は
、教
育
の
振
興
で
す
。
次
代
を
担
う
青
年
層
に
着
目
し
、

千
屋
青
年
会
を
結
成
。
会
長
と
し
て
熱
心
に
指
導
に
当
た
り
、
農
閑
期

を
利
用
し
て
討
論
会
、
演
説
会
、
夜
学
会
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
現
在
の
千
畑
小
学
校
周
辺
の
土
地
を
教
育
用
地
と
し
て
確
保

し
、
公
共
施
設
な
ど
を
建
設
。
広
大
な
土
地
に
桑
畑
を
造
成
し
て
養
蚕

を
行
い
、
そ
の
収
益
を
教
育
資
金
に
充
当
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
多

額
の
私
費
を
投
じ
て
い
ま
す
。

　

晩
年
体
調
を
く
ず
し
、
静
岡
県
で
静
養
し
て
い
た
理
一
郎
で
す
が
、

大
正
６
年
（
１
９
１
７
年
）
57
歳
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
私
心
の
な
い
高
潔
な
理
念
、
郷
土
を
愛
す
る
心
、

雄
大
な
思
想
は
「
東
嶽
精
神
」
と
し
て
、
教
え
を
受
け
た
青
年
た
ち
に

受
け
つ
が
れ
、
今
に
至
り
ま
す
。

理
一
郎
の
村
づ
く
り

東
嶽
精
神
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