
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

福
井
城
内
堀
公
園

福井県庁のお堀に面した公園。横
よ こ い

井小
しょうなん

楠と由
ゆ り

利公
きみまさ

正が一緒に
九州へ旅立つ姿を表現した「旅立ちの像」があります。旅の目
的は、長崎での物資販売ルートの開拓といわれています。

旅立ちの像

【住所】福井市大手 3 丁目（JR 福井駅より徒歩 5 分）

参考資料等
三上一夫・舟澤茂樹編『由利公正のすべて』新人物往来社
福井県立図書館編『五箇条の御誓文と由利公正』

明
治
新
政
府
の
基
本
方
針
を
示
し
た

「
五
箇
条
の
御
誓
文
」。
こ
の
ル
ー

ツ
を
た
ど
る
と
三
人
の
人
物
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
由
利
公
正
の
師
と
も
い
え
る

横
井
小
楠
。
熊
本
藩
士
だ
っ
た
小
楠
は
、

福
井
藩
の
求
め
に
応
じ
、
藩
校
明め

い
ど
う
か
ん

道
館
の

顧
問
に
招
へ
い
さ
れ
ま
す
。
小
楠
は
、
福

井
藩
の
藩
是
と
し
て
民
富
論
を
示
し
た

「
国こ

く
ぜ是
三さ

ん
ろ
ん論
」
を
起
草
し
て
い
ま
す
が
、

「
国こ

く
ぜ是
七し

ち
じ
ょ
う条
」
や
「
国こ

く
ぜ是
十じ

ゅ
う
に
じ
ょ
う

二
条
」
で
は
、

人
材
を
広
く
登
用
し
、
議
会
政
治
を
実
現

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

安
政
６
（
１
８
５
９
）
年
、
文
久
２

（
１
８
６
２
）
年
の
２
回
に
わ
た
り
、
由

利
は
熊
本
の
小
楠
宅
を
訪
ね
て
い
ま
す
。

１
回
目
の
道
中
は
小
楠
に
同
行
し
て
の
訪

問
で
し
た
。
小
楠
は
酒
好
き
と
い
わ
れ
て

お
り
、
二
人
は
、
毎
夜
酒
を
酌
み
交
わ
し

な
が
ら
、
国
の
在
り
方
な
ど
を
議
論
を
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　　

次
に
、
幕
末
の
土
佐
の
ヒ
ー
ロ
ー
、
坂

本
龍
馬
で
す
。
龍
馬
は
三
度
福
井
藩
を
訪

れ
、
松ま

つ
だ
い
ら
し
ゅ
ん
が
く

平
春
嶽
や
由
利
ら
と
面
会
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
滞
在
期
間
中
、
龍
馬

は
海
軍
操
練
所
の
建
設
に
必
要
な
資
金

５
千
両
を
借
り
受
け
た
り
、
由
利
と
莨た

ば
こ
や屋

旅
館
で
朝
か
ら
夜
ま
で
日
本
の
行
く
末
を

語
り
明
か
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

龍
馬
は
、
春
嶽
か
ら
小
楠
を
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
龍
馬
は
小
楠
に
惚
れ
込
み
、
熱

心
に
教
え
を
請
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
龍
馬
が
作
っ
た
新
政
府
の
基
本
方
針

で
も
、
上
下
議
院
の
設
置
に
よ
る
議
会
政

治
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後
に
由

利
は
新
政
府
の
財
政
担
当
に
招
へ
い
さ
れ

ま
す
が
、
こ
れ
は
龍
馬
の
強
い
推
挙
に
よ

る
も
の
で
し
た
。

　

最
後
に
由
利
公
正
。
由
利
は
、
小
楠
の

教
え
、
龍
馬
の
思
い
を
受
け
て
、
民
を
思

い
「
議ぎ

じ事
之の

体て
い

大た
い
い意
」
を
起
草
し
ま
し
た
。

そ
の
第
一
条
で
は
、「
人
民
に
志
を
か
な

え
る
機
会
を
与
え
、
投
げ
や
り
に
な
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
身
分
制
を

乗
り
越
え
た
四
民
平
等
の
理
念
を
記
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
第
２
条
で
は
、「
武
士

も
平
民
も
協
力
し
て
産
業
を
興
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
民
も
国
の
主
役
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
第

５
条
で
は
、「
天
下
の
政
治
は
世
論
の
方

向
に
従
っ
て
決
め
、
私
に
論
じ
て
は
い
け

な
い
」
と
国
家
の
政
治
は
公
議
公
論
に
よ

る
べ
き
と
の
考
え
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
木き

ど戸
孝た

か
よ
し允
ら
の
修
正
案
を
経

て
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
が
、新
政
府
の
基
本
方
針
は
、

こ
う
し
た
福
井
ゆ
か
り
の
人
た
ち
の
思
い

が
反
映
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

「
五ご

箇か

条じ
ょ
う

の
御ご

誓せ

い

も

ん文
」
に

つ
な
が
る
三
人
の
先
人

～
横よ

こ
い井

小し
ょ
う
な
ん楠

、
坂さ

か
も
と本

龍り
ょ
う
ま馬

、
由ゆ

り利
公き

み
ま
さ正

～

議事之体大意（福井県立図書館蔵）
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