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浦戸の歴史 悲劇の武將
　東

と う

條
じ ょ う

関
せ き

之
の

兵
ひ ょ う

衛
え

実
さ ね み つ

光 長宗我部顕彰会

吉松　由宇子

現
在
、坂
本
龍
馬
記
念
館
の
建
つ
浦

戸
城
跡
は
、
長
宗
我
部
元
親
、
盛
親
親

子
最
期
の
本
城
で
あ
り
、織
豊
期
の
土

佐
で
は
唯
一
、天
守
台
と
石
垣
を
そ
な

え
た
中
世
よ
り
近
世
へ
の
移
行
途
上

の
築
城
様
式
を
擁
し
て
い
る
と
さ
れ
、

坂
本
龍
馬
の
銅
像
の
建
つ
桂
浜
も
出

丸
の
一
つ
で
あ
る
。浦
戸
全
域
と
そ
の

周
辺
は
史
跡
で
あ
り
多
く
の
伝
承
が

残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
話
は
郷
土
史
家
、
瀬
戸
鉄
男
翁

や
実さ

ね
み
つ光
の
御
子
孫
で
あ
る
天あ

も
う羽
達
郎
氏

（
徳
島
県
在
住
）よ
り
聞
書
き
し
た
も
の

で
あ
る
。
天
羽
氏
は
、
阿
波
で
も
又
土

佐
で
も
評
判
の
悪
い
先
祖
の
東
條
関
之

兵
衛
実
光
の
名
誉
回
復
を
望
ん
で
い
る

と
そ
の
墓
に
手
を
合
わ
せ
て
涙
ぐ
む
。

元
亀
２
年
（
１
５
７
１
）
長
宗
我
部

元
親
の
末
弟
、
島
弥
九
郎
親
益
は
有
馬

温
泉
に
湯
治
に
行
き
そ
の
帰
り
嵐
を

さ
け
阿
波
国
海

部
奈
佐
に
停
泊

中
、
海
部
宗
寿

に
襲
撃
さ
れ
一

行
の
も
の
三
十

余
名
と
と
も
に

殺
さ
れ
た
。
元

親
は
天
正
３
年

（
１
５
７
５
）
土

佐
を
統
一
す
る

と
、弟
弥
九
郎
の

仇
討
と
の
口
実

で
阿
波
に
侵
攻

し
、宍
喰
、海
部
、

日
和
佐
と
攻
め

上
が
る
。そ
の
一

方
で
は
、
元
親
は
縁
者
で
あ
り
明
智

日
向
守
光
秀
の
筆
頭
家
老
斎
藤
内
蔵

介
利
三み

つ

を
通
じ
織
田
信
長
に
接
近
し

嫡
子
弥
三
郎
に
諱い

み
な

を
賜
り
長
宗
我
部

信
親
と
名
乗
る
。
そ
の
上
、「
四
国
は

切
り
取
り
勝
手
次
第
」
と
の
朱
印
状

を
得
て
い
た
。
だ
が
阿
波
の
桑
野
城

は
難
攻
不
落
で
あ
り
城
主
の
東
条
関

之
兵
衛
は
甲
斐
の
武
田
の
血
を
引
く

猛
將
で
あ
っ
た
、
攻
め
あ
ぐ
ね
た
元

親
は
家
老
の
久
武
内
蔵
助
の
娘
を
養

女
と
し
て
関
之
兵
衛
に
嫁
が
せ
、
一

族
と
し
て
味
方
と
し
た
。

一
方
信
長
に
降
伏
し
た
三
好
山
城

守
は
、
茶
道
具
に
興
味
を
示
す
信
長

に
自
慢
の
名
物
茶
器
を
献
上
し
、
信

長
の
三
男
信
孝
を
養
子
に
も
ら
い
た

い
と
急
接
近
し
元
の
領
地
で
あ
る
阿

波
国
の
帰
属
を
懇
願
し
た
。

天
正
９
年
信
長
は
元
親
と
の
約
束

を
破
り
阿
波
の一
部
を
残
し
切
り
取
っ

た
土
地
を
返

上
せ
よ
と
命
じ

た
。
従
わ
な
い

元
親
に
、
四
国

攻
め
を
決
意

し
た
。

天
正
10
年

に
６
月
３
日
総

攻
撃
と
決
め

岸
和
田
に
兵

１
万
５
千
と
百

艘
の
船
を
集
結

し
た
。
し
か
し

そ
の
前
日
の
６

月
２
日
に
信
長

は
本
能
寺
で

殺
さ
れ
た
。
当
然

な
が
ら
四
国
攻
め

は
中
止
と
な
る
。

こ
れ
は
単
な
る

偶
然
か
？
そ
れ
と

も
元
親
を
助
け
る

た
め
斎
藤
利
三
が

明
智
光
秀
を
そ
そ

の
か
し
た
の
か
？

「
元
親
黒
幕
説
」。

強
力
な
援
軍
を

失
っ
た
阿
波
の
三
好
軍
は
、
同
年
８

月
上
旬
、
２
万
３
千
の
兵
を
率
い
て

阿
波
の
北
方
に
侵
攻
し
て
来
た
長
宗

我
部
元
親
に
中
富
川
の
戦
で
敗
退
し

た
。
勝
瑞
城
に
籠
城
す
る
敵
將
十
河

存
保
に
関
之
兵
衛
は
使
者
に
立
ち
存

保
に
開
城
を
促
し
、
退
路
を
作
り
讃

岐
に
逃
し
た
。
余
談
で
あ
る
が
十
河

存
保
の
母
親
は
小
少
將
と
呼
ば
れ
た

絶
世
の
美
女
で
あ
り
、
の
ち
に
元
親

の
側
室
に
な
り
盛
親
と
右
近
太
夫
、

そ
し
て
女
子
一
人
を
産
ん
だ
と
の
説

も
あ
る
。

そ
の
後
関
之
兵
衛
は
要
害
の
地
木

津
城
を
預
か
る
事
と
な
る
。
天
正
13

年
四
国
統
一を
目
前
に
し
た
元
親
で
は

あ
っ
た
が
秀
吉
の
四
国
攻
め
が
始
ま

る
。
秀
吉
の
弟
秀
長
は
淡
路
、鳴
門
方

面
よ
り
、蜂
須
賀
正
勝
は
讃
岐
方
面
よ

り
木
津
城
を
挟
み
討
ち
に
し
た
。

蜂
須
賀
軍
に
水
源
を
断
た
れ
る

も
、
八
昼
夜
奮
戦
す
る
が
叔
父
東
条

紀
伊
之
守
を
通
し
秀
長
は
関
之
兵
衛

に
和
睦
を
促
す
、
秀
長
は
『
木
津
城

明
け
渡
し
を
条
件
に
長
宗
我
部
氏
に

土
佐
一
国
を
安
堵
さ
せ
る
』
と
の
約

束
を
結
ぶ
。
こ
の
報
告
の

為
、７
人
の
家
老
と
と
も

に
土
佐
に
向
か
っ
た
関

之
兵
衛
で
し
た
が
、『
木

津
城
が
落
城
し
東
条
関

之
兵
衛
は
土
佐
に
逃
げ

帰
っ
た
』
と
の
噂
が
立

ち
、
阿
波
の
武
将
は
兵
を

引
き
上
げ
た
。
東
部
戦
線

は
一
挙
に
崩
れ
て
し
ま

う
。
密
約
を
知
ら
ぬ
元
親

は
「
な
ぜ
木
津
城
に
踏
み
と
ど
ま
っ

て
戦
わ
な
い
の
か
」
と
激
怒
し
た
。

新
居
浜
の
金
子
城
主
、
金
子
備
後
守

の
よ
う
に
最
後
の
一
兵
ま
で
戦
い
全

滅
す
る
城
が
相
次
ぐ
中
、
他
の
武
将

へ
の
示
し
が
つ
か
ず
、
浦
戸
城
内
の

牢
屋
（
旧
浦
戸
小
学
校
の
辺
り
、
長

宗
我
部
地
検
帳
に
よ
る
）
に
入
牢
さ

せ
た
後
、
涙
を
呑
ん
で
自
刃
を
命
じ

た
。
身
内
と
し
て
の
礼
を
尽
し
た
畳

上
で
の
切
腹
で
あ
っ
た
が
家
老
七
人

と
共
に
無
念
の
自
刃
で
あ
っ
た
。
元

親
は
他
の
戦
線
に
い
て
土
佐
に
は
い

な
か
っ
た
為
直
接
命
じ
た
の
は
信
親

で
あ
る
。
元
親
は
関
之
兵
衛
が
命
懸

け
で
伝
え
た
か
っ
た
秀
長
と
の
密
約

を
知
っ
て
い
た
上
で
の
命
令
だ
っ
た

の
か
、
知
ら
な
か
っ
た
の
か
？
こ
の

数
ケ
月
後
の
７
月
、
元
親
は
降
伏
し

関
之
兵
衛
の
願
っ
た
土
佐
一
国
は
長

宗
我
部
氏
に
安
堵
さ
れ
、
秀
長
は
関

之
兵
衛
と
の
約
束
を
守
っ
た
事
に
な

る
。浦

戸
城
址
遺
構
発
掘
調
査
が
来

年
度
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

私
の
テ
ー
マ

関之兵衛は７人の家老とともに今も浦戸で
静かに眠っている。

浦戸城とその城下町（想像図）
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「明治維新１５０年
～龍馬が目指した新国家～」

テーマ

今
年
の
「
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館・現
代
龍
馬
学
会
」
は
５
月
26
日
（
土
）、

４
月
の
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
新
設
し
た
新
館
ホ
ー
ル
を
会
場
に
行
わ

れ
、
第
10
回
の
記
念
大
会
開
催
と
な
っ
た
。

来
賓
の
高
知
県
文
化
生
活
ス
ポ
ー
ツ
部
の
門
田
登
志
和
部
長
様
、
高
知
市
教
育

委
員
会
の
高
岡
幸
史
教
育
次
長
様
か
ら
、
明
治
維
新
１
５
０
年
に
あ
た
り
、
改
め

て
坂
本
龍
馬
の
果
た
し
た
役
割
に
関
心
が
高
ま
る
中
、
今
後
の
坂
本
龍
馬
記
念
館

と
10
年
目
を
迎
え
た
本
学
会
の
活
動
へ
の
期
待
を
込
め
た
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。

特
別
講
演
に
は
、
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
館
長
の
角
鹿
尚
計
様
を
お
招
き

し
、「
福
井
藩
と
坂
本
龍
馬
～
特
に
『
越
行
の
記
』・『
新
国
家
』
書
簡
を
中
心
に

～
」
と
題
し
て
福
井
藩
側
か
ら
の
視
点
で
書
簡
を
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。

会
員
に
よ
る
研
究
発
表
は
、
左
頁
の
通
り
、

網
屋
喜
行
氏
、
岩
﨑
義
郎
氏
、
中
村
茂
生
氏
、

髙
山
嘉
明
氏
の
４
氏
に
よ
る
興
味
深
い
も
の

と
な
っ
た
。
詳
細
は
本
学
会
の
発
行
す
る
「
論

集
」
を
お
目
通
し
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

る
が
、
敢
え
て
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
吉
田
東
洋
の

藩
政
改
革
」、「
西
郷
隆
盛
の
土
佐
来
国
」、「
海

援
隊
快
挙
」、「
幕
末
京
都
の
土
佐
藩
」
と
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

今
年
は
、
74
名
の
参
加
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
発
表
に
触
発
さ
れ
、
来
年
の
再
会

を
誓
い
合
っ
て
「
宣
言
」
の
発
表
と
な
っ
た
。

特
別
講
演

近
年
発
見
さ
れ
た

「
越
行
の
記
」
や
「
新

国
家
」の
書
簡
に
よって
、

改
め
て
福
井
藩
と
龍
馬

の
繋
が
り
が
注
目
さ
れ

て
お
り
、
今
回
は
こ
の
二

つ
の
書
簡
を
中
心
に
、
福

井
藩
と
龍
馬
に
つい
て
、
福
井
市
立
郷

土
歴
史
博
物
館
館
長
の
角
鹿
尚
計
氏

に
ご
講
演
い
た
だ
い
た
の
で
、
レ
ジ
メ
を

引
用
し
て
内
容
を
ご
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
両
書
簡
か
ら
言
え
る
こ
と

は
、『
由
利
公
正
傳
』
や
『
子
爵　

由

利
公
正
傳
』
等
が
大
い
に
信
頼
で
き
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
両
書
は

「
か
な
り
の
間
違
い
や
誇
張
、
そ
れ
に

検
証
困
難
な
記
事
が
み
ら
れ
る
」
と
し

て
「
参
考
の
範
囲
」
の
文
献
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
れ
が
、
龍
馬

が
書
い
た
史
料
が
見
つ
か
り
、
内
容
に

相
違
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
ま

で
「
参
考
の
範
囲
」
と
考
え
ら
れ
て
い

た
史
料
の
信
頼
性
が
証
明
さ
れ
た
。

こ
の
二
書
簡
を
書
い
た
頃
の
龍
馬

が
、福
井
藩
に
求
め
て
い
た
事
は
、大
き

く
二
件
考
え
ら
れ
る
そ
う
だ
。
ま
ず
そ

の一件
は
、福
井
藩
の
第
三
極
の
立
場
を

期
待
し
、特
に
春
嶽
の
上
洛
に
よって
朝

幕
間
を
平
和
的

に
調
整
し
、徳
川

慶
喜
の
新
国
家

政
府
へ
の
参
画

と
軍
事
権
の
返

上
を
朝
幕
両
方

の
勢
力
に
容
認

さ
せ
る
こ
と
。
い

ま一件
は
公
正
を

財
政
担
当
の
閣

僚
と
し
て
新
国

福井藩と坂本龍馬 ―特に「越行の記」・「新国家」書簡を中心に―
福井市立郷土歴史博物館　館長　角鹿 尚計 氏

家
政
府
に
参
画
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
龍
馬
は
松
平
春
嶽
は
じ

め
福
井
藩
の
上
洛
に
期
待
し
、
時
局

の
進
展
を
福
井
藩
と
と
も
に
遂
行
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
龍
馬
と
し
て
は
、
福
井
藩
士

が
挙
藩
上
洛
計
画
中
止
に
よ
り
二
派

に
分
化
し
、
対
立
し
て
い
た
こ
と
は
承

知
し
て
い
た
が
、
福
井
藩
の
内
情
を
超

え
て
今
は
新
国
家
の
建
設
に
公
正
が
必

要
で
あ
り
、
し
か
も
急
を
要
す
る
こ
と

を
中
根
雪
江
に
切
々
と
伝
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
龍
馬
と
永
井
玄
蕃
の
面
談

内
容
は
、
中
根
更
に
春
嶽
や
福
井
藩
に

も
関
わ
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の

書
簡
が
龍
馬
暗
殺
の
五
日
前
で
あ
り
、

永
井
は
龍
馬
暗
殺
の
黒
幕
と
目
さ
れ

て
来
た
人
物
の一人
で
も
あ
る
こ
と
か
ら

「
追
曰
」
と
付
箋
の
朱
筆
と
の
関
係
を

ど
う
見
る
か
に
よ
っ
て
こ
の
書
簡
の
重

要
性
が
高
く
な
る
そ
う
だ
。

ま
と
め
と
し
て
、
幕
末
動
乱
期
の
福

井
藩
が
公
武
合
体
・
大
政
奉
還
・
王
政

復
古
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
、

倒
幕
・
佐
幕
で
も
無
い
第
三
極
の
公
議

政
体
論
の
立
場
を
貫
き
、
そ
の
活
動
家

と
し
て
土
佐
藩
の
坂
本
龍
馬
を
評
価

し
、
支
援
し
協
力
・
共
鳴
し
て
福
井
藩

論
を
推
進
し
た
こ
と
を
改
め

て
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
、と

結
ば
れ
た
。

龍
馬
が
春
嶽
や
三
岡
を
高

く
評
価
し
、期
待
し
て
い
た
こ

と
は
二
書
簡
か
ら
も
読
み
取

れ
る
が
、
反
対
に
福
井
藩
か

ら
も
高
く
評
価
し
て
も
ら
っ

て
い
た
こ
と
を
、
福
井
に
残
る

史
料
を
用
い
て
教
え
て
い
た

だ
き
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
。
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明
治
維
新
の
研
究
は
多
く

の
蓄
積
が
あ
る
が
、そ
の
研
究

史
の
な
か
に
、土
佐
藩
政
研
究

者
で
あ
る
池
田
敬
正
氏
の
説

を
位
置
づ
け
る
。

明
治
維
新
の
捉
え
方
の
変

遷
は
、戦
前
に
お
け
る
「
王
政

復
古
論
」、
戦
後
を
中
心
と
す

る
「
絶
対
主
義
成
立
論
」、
そ

の
後
の
「
国
民
国
家
形
成
論
」

と
い
う
、三
つ
の
時
期
に
大
別

で
き
る
。な
か
で
も
注
目
す
べ

き
は
「
絶
対
主
義
成
立
論
」
で

あ
る
が
、そ
こ
で
は
明
治
維
新

に
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
が
認

め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
が
議

論
さ
れ
た
。こ
の
観
点
か
ら
天

保
期
以
降
の
土
佐
藩
の
藩
政

改
革
を
分
析
し
た
の
が
池
田

氏
で
、天
保
改
革
を
復
古
的
反

動
的
改
革
、安
政
改
革
を
絶
対

主
義
へ
の
傾
斜
が
認
め
う
る

も
の
と
位
置
づ
け
た
。

「明治維新」研究史における、
池田敬正氏の「吉田東洋による藩政改革」論

鹿児島県立短期大学名誉教授
（「吉田」本家末裔）　

網屋　喜行

西
郷
隆
盛
は
、前
後
２
回
土

佐
を
訪
れ
て
い
る
。第
１
回
目

は
慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）
２

月
16
日
に
到
着
し
た
。薩
摩
藩

の
島
津
久
光
の
命
を
受
け
て
、

山
内
容
堂
の
上
洛
を
促
す
た

め
に
土
佐
を
訪
れ
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、こ
の
滞
在
中
に

坂
本
龍
馬
の
兄
権
平
が
銘
刀

吉
行
を
携
え
て
西
郷
を
訪
ね
、

龍
馬
に
渡
し
て
く
れ
る
よ
う

依
頼
し
た
。

第
２
回
目
と
し
て
、西
郷
隆

盛
は
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

１
月
再
び
土
佐
に
来
て
い
る
。

こ
の
時
は
、鹿
児
島
藩
大
参
事

と
し
て
の
来
国
で
、明
治
新
政

府
の
権
力
強
化
の
た
め
薩
摩
・

長
州
・
土
佐
の
３
藩
か
ら
親
兵

を
献
上
す
る
こ
と
に
つ
い
て

協
議
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
２
度
の
来
国
に
つ

い
て
、当
時
の
記
録
や
滞
在
先

に
遺
さ
れ
た
ゆ
か
り
の
資
料

な
ど
を
紹
介
し
た
。

西郷隆盛、二度の土佐来国

NPO法人土佐観光ガイド 
ボランティア協会顧問

岩﨑　義郎

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
坂

本
龍
馬
像
に
つ
い
て
、特
に
昭

和
８
年
の
無
声
映
画「
海
援
隊

快
挙
」（
監
督
脚
本
志
波
西
果
、

撮
影
大
井
幸
三
、主
演
月
形
龍

之
介
、
朝
日
映
画
連
盟
製
作
）

に
注
目
し
た
。

こ
の
作
品
に
は
、
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
に
帝
国
海
軍
の
実
写

映
像
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
、い
く
つ
か
注
目
す
べ

き
点
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、満

洲
事
変
、
血
盟
団
事
件
、
五
・

一
五
事
件
、
国
際
連
盟
脱
退
、

映
画
国
策
樹
立
に
関
す
る
建

議
案
が
衆
議
院
を
通
過
し
た

こ
と
な
ど
、昭
和
８
年
に
起
き

た
出
来
事
が
影
響
を
与
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か

ら
、「
海
援
隊
快
挙
」
で
は
、

昭
和
八
年
な
ら
で
は
の「
龍
馬

像
」が
提
示
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
。

「海援隊」はどう描かれたか―
戦前期の舞台と映画から

高知大学非常勤講師

中村　茂生

幕
末
期
は
多
く
の
藩
が
上

京
し
、中
央
政
局
に
お
け
る
主

導
権
を
争
っ
た
が
、そ
の
土
佐

藩
の
事
例
を
概
観
す
る
。特
に

注
目
す
る
の
が
藩
主
山
内
豊

範
と
、一
族
山
内
兵
之
助
の
二

人
の
上
京
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
、三
条
家
と
の
姻
戚
関
係
が

強
く
影
響
し
た
豊
範
の
上
京
、

藩
を
代
表
す
る
立
場
を
担
う

こ
と
で
長
期
に
わ
た
っ
た
兵

之
助
の
滞
京
、と
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
ま
た
、当
地
で
の
主
要

任
務
で
あ
っ
た
御
所
の
警
衛

は
、
尊
王
の
観
点
か
ら
も
非

常
に
重
視
さ
れ
た
点
が
特
筆

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、

従
来
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
な

か
っ
た
土
佐
藩
の
京
都
で
の

活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、容
堂
を
中
心
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
幕
末
期
の

土
佐
藩
政
に
つ
い
て
新
た
な

側
面
の
提
示
を
試
み
た
。

幕末期京都における土佐藩の活動

坂本龍馬記念館学芸員

髙山　嘉明
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こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
三
十
四
）
ー

矢
印
の
研
究（
補
遺
）

宮 

川
　
禎 

一

何
号
か
前
に

「
矢
印
の
研

究
」
と
い
う
記

事
を
寄
せ
た
が
、

今
回
は
そ
の
補

遺
で
あ
る
。
江

戸
時
代
に
は
現

在
よ
く
使
わ
れ

て
い
る
↑
の
よ
う

な
矢
印
は
な
か
っ

た
云
々
と
い
う

話
を
書
い
た
の

だ
が
、
方
向
を
示
す
記
号
は
い
つ
の
時
代

も
必
要
だ
。

最
近
気
付
い
た
が
、
四
国
に
お
住
ま
い

の
方
な
ら
見
慣
れ
た
遍
路
道
標
（
遍
路

石
）
に
そ
の
図
像
が
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。

四
国
八
十
八
箇
所
を
巡
る
お
遍
路
さ
ん
の

た
め
に
道
路
の
辻
の
横
に
建
っ
て
寺
の
方

向
を
指
し
示
す
「
手
印
」（
て
じ
る
し
）

で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
明
治

時
代
を
中
心
に
四
国
各
地
に
多
数
建
立

さ
れ
、
自
動
車
時
代
で
な
い
徒
歩
の
お
遍

路
さ
ん
（
も
ち
ろ
ん
ち
ゃ
ん
と
し
た
地
図

や
ス
マ
ホ
ナ
ビ
も
な
い
時
代
）
に
役
立
つ
も

の
だ
。
お
遍
路
さ
ん
を
も
て
な
す
「
お

接
待
」
に
も
通
ず
る
行
為
だ
。
造
立
年

号
が
石
柱
に
刻
ま
れ
て
い
て
、
年
代
順
に

編
年
で
き
る
の
も
嬉
し
い
。

最
も
古
い
遍
路
石
は
貞
享
年
間
と
さ

れ
る
の
で
十
七
世
紀
の
後
半
に
建
て
ら

れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
通
常
の
人
差
し

指
を
出
し
た
「
指
差
し
形
」
で
は
な
く

て
、
手
の
ひ
ら
を
広
げ

て
や
ん
わ
り
導
く
形
だ
。

「
手
の
ひ
ら
形
」
と
呼

ぼ
う
。
こ
の
形
が
初
期
に

あ
っ
て
や
が
て
江
戸
時
代

後
期
、
十
八
世
紀
後
半

か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て

は
人
差
し
指
で
ピ
ス
ト
ル

を
つ
く
る
よ
う
な
「
指
差

し
形
」
が
隆
盛
を
極
め

る
。
も
う
こ
れ
が
普
通

だ
。
手
と
袖
口
（
弘
法

大
師
の
袖
）
を
表
わ
す
も
の
も
あ
る
。

さ
て
我
々
が
よ
く
知
る
「
↑
」
の
よ

う
な
表
現
の
遍
路
石
も
少
し
だ
け
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
昭
和
三
十
年
以
降
の

ご
く
最
近
の
も
の
だ
。
近
年
作
ら
れ
た

復
古
調
の
遍
路
石
で
も
「
指
差
し
形
」

が
多
い
（
写
真
）。

四
国
で
は
そ
う
だ
が
、
筆
者
の
住
む

京
都
山
科
で
は
近
所
に
「
み
ぎ
う
じ
み

ち
」「
ひ
だ
り
お
お
つ
み
ち
」
な
ど
文

字
で
方
向
を
示
す
江
戸
時
代
の
石
柱
が

建
っ
て
い
る
。

現
在
は
自
動
車
で
道
路
を
走
れ
ば
そ

こ
ら
中
が
交
通
標
識
と
し
て
の
矢
印
↑

だ
ら
け
だ
。
わ
か
り
や
す
い
が
味
気
な
い
。

遍
路
石
の
手
印
は
人
に
や
さ
し
い
気
が
す

る
の
で
あ
る
。

龍
馬
の
話
か
ら
遠
ざ
か
って
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
方
向
を
示
す
記
号
を
世
界
史

的
に
調
べ
て
も
面
白
そ
う
だ
。
誰
か
卒
論

で
や
って
み
ま
せ
ん
か
？

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
〒 781-0262 高知市浦戸城山 830

TEL（088）841- 0001　FAX（088）841- 0015
mail:gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

現代の遍路石（松山市石手寺前）

❶	

こ
の
会
の

	

将
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て

福
岡
県 

柳
川
市
　
森
貴
光

こ
の
国
の
頭
脳
明
晰
で
お
偉
い
方
々
が

熟
考
さ
れ
た
上
で
「
龍
馬
の
名
を
削
る
」

と
苦
渋
の
決
断
を
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

削
っ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
時
こ
そ
現
代
龍
馬
学
会

の
存
在
意
義
が
あ
る
の
で
は
？
「
入
試
」

と
「
教
育
」。
未
来
の
子
供
達
の
為
に
、

我
々
が
そ
の
「
教
育
」
を
受
け
持
て
る
よ

う
、会
と
し
て
会
員
と
し
て
自
己
研
鑽
す

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

❷	

教
科
書
か
ら
坂
本
龍
馬
が

	

消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

	

こ
と
に
つ
い
て

高
知
県 

中
土
佐
町
　
佐
竹
敏
彦

高
大
連
携
歴
史
教
育
研
究
会
が
提
唱

し
た
坂
本
龍
馬
な
ど
を
覚
え
る
べ
き
用

語
が
多
す
ぎ
る
と
し
て
削
減
案
だ
が
、

代
り
に
あ
り
も
し
な
い「
南
京
大
虐
殺
」

や
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
ど
を
追
加
す
る

と
い
う
。
矛
盾
し
た
も
の
で
、
日
本
か

ら
正
し
い
歴
史
を
奪
う
行
為
で
あ
り
、

土
佐
人
の
誇
り
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で

す
。
人
は
先
人
の
事
跡
を
通
じ
て
目
標

を
知
る
も
の
。許
さ
れ
ざ
る
も
の
で
す
。

奈
良
県 

香
芝
市
　
保
田
健
志

私
が
歴
史
に
興
味
を
持
っ
た
入
口
は

坂
本
龍
馬
で
し
た
。
龍
馬
は
平
和
的
革

命
で
近
代
国
家
を
目
指
し
た
り
、
株
式

会
社
創
立
等
、
多
数
の
日
本
初
を
行
い

ま
し
た
。明
治
維
新
の
原
動
力
に
な
り
、

現
代
に
ま
で
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。
歴
史
だ
け
で
な
く
道
徳
に
も
通

用
す
る
人
物
で
、
次
世
代
に
も
伝
え
続

け
て
い
き
た
い
。
日
本
史
の
み
な
ら
ず

世
界
史
に
も
通
用
す
る
人
物
で
す
。

❸	

私
が
坂
本
龍
馬
に
惚
れ
込
ん
だ

理
由

高
知
市
　
大
﨑
隆
徳

龍
馬
が
他
の
偉
人
と
違
っ
た
の
は
、
自

分
が
天
下
を
取
ら
な
か
っ
た
事
で
す
。
多

く
の
偉
人
は
、
地
方
を
治
め
る
。
国
を

治
め
る
。
ま
た
は
世
界
を
支
配
す
る
事

が
目
的
で
あ
っ
た
人
が
多
い
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
自
分
の
私
利
私
欲
の
た
め
の
生
き

方
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
龍
馬
の
生
き
方

は
、
自
由
な
社
会
、
平
和
な
社
会
、
そ
し

て
平
等
な
社
会
を
作
る
た
め
に
奔
走
し

た
人
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
１
５
０
年

経
っ
た
今
で
も
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
の

は
そ
れ
が
大
き
い
。
自
分
の
た
め
な
ら
誰

で
も
頑
張
れ
る
が
、
他
人
の
た
め
、
世
の

中
の
た
め
に
命
を
懸
け
る
事
は
な
か
な
か

出
来
ま
せ
ん
。
私
が
龍
馬
に
惚
れ
込
ん
だ

一番
の
理
由
で
す
。

大
阪
府 

枚
方
市
　
影
井
冨
美
雄

龍
馬
を
読
ん
で
、
又
映
画
も
見
て　

青
春
時
代
を
飛
翔
す
る
気
持
ち
を
大
き

く
し
ま
し
た
。
龍
馬
の
誕
生
が
な
け
れ

ば
日
本
は
存
在
し
な
い
。
社
会
科
の
教

科
書
か
ら
消
え
る
記
事
が

あ
り
、
も
っ
て
の
ほ
か
で

す
。現
在
の
若
者
に
龍
馬
精

神
を
又
、教
育
者
に
尊
ば
せ

る
心
が
あ
り
、日
本
人
の
心

で
あ
り
ま
す
。是
非
貴
学
会

の
力
で
ご
努
力
で
も
っ
と

も
っ
と
訴
え
て
下
さ
い
。現

代
龍
馬
学
会
様

❹	

現
在
研
究
を
進
め
て

い
る	

事
柄
の
紹
介

高
知
県 

四
万
十
市

松
岡
利
光

龍
馬
の
ひ
ろ
ば

1　ジパング＆日本

2　近代～現在 解体親書4　「テラ」に恋して
進化が語る

現在過去未来

3　西部劇で読解く U・S5　映像からの龍馬史記
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