
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

松ま
つ
だ
い
ら平

春し
ゅ
ん
が
く嶽

と
山や

ま
う
ち内

容よ
う
ど
う堂

が
出
会
っ
た

福
井
藩
江
戸
上
屋
敷

松平春嶽と山内容堂が出会った
福井藩江戸上屋敷は、現在の東
京都千代田区大手町にありまし
た。現在は周辺に案内板や銅像
などがあり当時の面影をしのば
せています。また、江戸東京博
物館には、江戸時代の初期の上
屋敷の模型が展示されています。
模型を見れば、当時福井藩がい
かに勢威を誇っていたかがうか
がい知れます。
※画像は福井県が製作した再現ＣＧ
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将
軍
・
徳と

く
が
わ川
慶よ

し
の
ぶ喜
に
大
政
奉
還
を
建

白
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
山
内
容

堂
は
、
文
政
10
（
１
８
２
７
）
年
に
、
土

佐
藩
主
山
内
家
の
分
家
の
長
男
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。
第
13
、
14
代
藩
主
が

相
次
ぎ
急
死
し
た
こ
と
か
ら
、
嘉
永
元

（
１
８
４
８
）
年
に
第
15
代
藩
主
と
な
り

ま
す
。容
堂
が
心
を
許
し
信
頼
し
た
人
物
、

そ
れ
が
松
平
春
嶽
で
し
た
。
春
嶽
と
容
堂

は
、
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
、
何
で
も
言

い
合
え
る
仲
で
、
春
嶽
は
、
容
堂
の
率
直

さ
を
、
容
堂
は
、
春
嶽
の
誠
実
さ
を
認
め
、

信
頼
し
合
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

安
政
４
（
１
８
５
７
）
年
10
月
、
二
人

は
福
井
藩
江
戸
上
屋
敷
で
開
催
さ
れ
た
大

学
講
会
に
お
い
て
初
め
て
出
会
い
ま
す
。

後
日
、
第
二
回
の
会
合
が
開
か
れ
、
容
堂

に
つ
い
て
福
井
藩
士
、
橋は

し
も
と本
左さ

な
い内
は
こ
う

記
し
て
い
ま
す
。“
議
論
は
鋭
く
、
い
ず

れ
の
人
も
圧
倒
さ
れ
た
様
子
。
公
は
、
計

ら
ず
も
自
分
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
る
友

を
得
た
と
大
い
に
喜
ば
れ
た
。”
春
嶽
は
、

こ
れ
以
後
、容
堂
を
同
志
と
し
て
信
頼
し
、

将し
ょ
う
ぐ
ん軍
継け

い
し嗣
問も

ん
だ
い題
で
慶
喜
擁
立
に
奔
走
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
７
月
、
春
嶽

は
政せ

い
じ事
総そ

う
さ
い
し
ょ
く

裁
職
に
就
任
し
ま
す
。
容
堂

は
、
幕
政
の
中
枢
に
進
出
し
た
春
嶽
に
対

し
て
、“
容
易
で
は
な
い
、
大
が
か
り
な

仕
事
に
は
、
ゆ
っ
た
り
と
構
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
常
に
心
に
は
「
閑
」
の
文

字
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
切
”と
進
言
。

春
嶽
の
性
格
を
よ
く
知
る
容
堂
は
、
重
責

を
担
う
春
嶽
に
対
し
て
余
裕
の
心
構
え
を

持
つ
大
切
さ
を
説
い
た
の
で
す
。
春
嶽
の

性
格
は
、
謹
直
・
誠
実
・
几
帳
面
で
、
一

方
、
容
堂
は
情
熱
の
ま
ま
率
直
に
行
動
す

る
性
格
で
し
た
が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
調

和
し
、
終
世
変
わ
ら
ぬ
盟
友
と
な
っ
た
よ

う
で
す
。

　

慶
応
３
（
１
８
６
７
）
年
10
月
に
大
政

奉
還
、
12
月
に
王
政
復
古
の
大
号
令
が
発

せ
ら
れ
た
後
に
開
催
さ
れ
た
「
小
御
所
会

議
」
に
お
い
て
二
人
が
支
え
合
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。
徳
川
家
の
処

分
が
問
題
と
な
り
、
慶
喜
の
辞
官
・
納
地

を
求
め
る
岩い

わ
く
ら倉
具と

も
み視
ら
と
春
嶽
、
容
堂
ら

が
対
立
し
ま
し
た
。
容
堂
は
、
今
ま
で
功

績
の
あ
る
慶
喜
を
出
席
さ
せ
な
い
こ
と
を

非
難
し
て
「
３
、４
の
公
家
が
幼
い
天
皇

を
も
り
た
て
て
、
権
力
を
盗
も
う
と
し
て

い
る
だ
け
だ
」
と
い
き
り
立
っ
て
大
声
で

叫
び
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
岩
倉
具
視

は
「
無
礼
千
万
で
す
ぞ
」
と
一
喝
。
春
嶽

は
「
し
っ
か
り
公
議
を
つ
く
す
た
め
に
も

容
堂
殿
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
慶
喜
を
こ

の
席
に
召
さ
れ
た
い
」
と
容
堂
に
助
け
船

を
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

容
堂
が
残
し
た
言
葉
“
一
橋
の
英
明
、

春
嶽
の
誠
実
、
そ
れ
に
我
が
果
断
を
加
わ

え
て
、
天
下
の
事
を
決
す
べ
し
。”
こ
れ

は
ま
さ
に
、
春
嶽
を
信
頼
し
、
国
政
に
関

わ
っ
た
容
堂
の
道
標
と
な
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

幕
末
の
四し

賢け

ん

侯こ

う

松ま

つ

平だ
い
ら

春し
ゅ
ん

嶽が

く

と

山や

ま

内う

ち

容よ

う

堂ど

う

の
関
係

山内容堂肖像
（福井市立郷土歴史博物館蔵）
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