
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

越
前
和
紙
の
里

紙
の
文
化
博
物
館

由
ゆ り

利公
きみまさ

正が発行した日本初の全国通用紙幣「太
だ

政
じょうかん

官札
さつ

」に
は越前和紙が使用されました。紙の文化博物館では、越前
和紙の発祥の伝説や歴史について学ぶことができます。

【住所】越前市新在家町１１−１２
　　 　（JR 武生駅より福鉄バス南越線「和紙の里」下車徒歩５分）

参考資料等 由利正通編『子爵由利公正伝』

経
世
済
民
の
男
』
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
平

成
27
年
８
月
～
９
月
に
放
送
さ
れ

た
三
部
作
の
ド
ラ
マ
で
す
。
明
治
か
ら
昭

和
に
か
け
て
日
本
を
代
表
す
る
経
済
人
３

名
（
首
相
や
大
蔵
大
臣
等
を
歴
任
し
た

高た
か
は
し橋

是こ
れ
き
よ清

、
阪
急
東
宝
グ
ル
ー
プ
を
創
設

し
た
小こ

ば
や
し林
一い

ち
ぞ
う三
、「
電
力
王
」
や
「
電
力

の
鬼
」
と
呼
ば
れ
た
松ま

つ
な
が永
安や

す

え

も

ん

左
ェ
門
）
が

描
か
れ
ま
し
た
。

 　
「
経
済
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
も
そ
も

中
国
の
古
典
の
中
に
あ
る
「
経
世
済
民
」

と
い
う
言
葉
が
起
源
で
す
が
、こ
れ
は「
世

を
經お

さ

め
、
民
を
濟す

く

う
」
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
民
を
救
う
た
め
に

様
々
な
公
的
対
策
を
行
わ
ん
と
す
る
こ
と

が
「
経
済
」
な
の
で
す
。

　

歴
史
家
の
中
に
は
、“
徳
川
幕
府
に
は
、

経
済
を
政
治
と
融
合
さ
せ
る
視
点
が
欠
け

て
い
た
。貨
幣
経
済
へ
の
対
応
が
進
ま
ず
、

財
政
が
弱
体
化
し
、
幕
府
終
焉
の
要
因
の

一
つ
と
な
っ
た
。”
と
指
摘
す
る
人
も
い

ま
す
。
幕
府
は
、
米
本
位
制
度
を
と
り
、

農
民
が
収
め
る
税
は
米
で
し
た
。
農
業
重

視
の
政
策
は
米
の
生
産
増
を
実
現
し
ま
し

た
が
、
市
中
に
出
回
る
米
が
増
え
、
価
格

が
下
落
。
税
収
が
目
減
り
し
、
財
政
難
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
朱
子
学
が
重

ん
じ
ら
れ
、
商
売
を
卑
し
い
と
す
る
考
え

方
は
、
商
業
政
策
の
実
施
を
阻
ん
で
い
ま

し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
そ
の
考
え
方
に
囚
わ
れ

な
か
っ
た
人
物
と
し
て
、
重
商
主
義
政
策

で
幕
政
改
革
を
行
っ
た
幕
府
老
中
田た

ぬ
ま沼

意お
き
つ
ぐ次
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
福
井
藩

の
由
利
公
正
も
、
経
済
を
通
し
、
政
治
を

民
の
た
め
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
人
物

で
す
。
安
政
５（
１
８
５
８
）年
、由
利
は
、

民
を
富
ま
せ
る
こ
と
こ
そ
、
武
士
の
本
分

と
考
え
、
特
産
品
の
海
外
輸
出
に
乗
り
出

し
て
い
き
ま
し
た
。
由
利
は
、“
物
産
を

興
す
に
は
、
民
に
楽
し
み
を
つ
け
な
け
れ

ば
動
か
な
い
”
と
考
え
、
生
糸
な
ど
特
産

品
の
生
産
か
ら
販
売
ま
で
を
管
理
す
る
物

産
総
会
所
を
設
け
、
そ
の
責
任
者
に
藩
内

各
地
の
農
民
や
商
人
を
当
た
ら
せ
、
利
益

の
一
部
を
分
配
し
た
と
い
い
ま
す
。
商
人

の
一
人
は
、
武
士
が
商
売
に
手
を
出
す
こ

と
を
痛
烈
に
批
判
し
ま
し
た
が
、由
利
は
、

商
人
達
と
一
緒
に
ゴ
ロ
ン
と
床
に
寝
転
が

り
、
目
線
を
合
わ
せ
、
国
の
将
来
を
憂
い

な
が
ら
協
力
を
求
め
た
と
い
い
ま
す
。

 　

明
治
新
政
府
で
由
利
公
正
は
、
現
代
の

財
務
大
臣
の
よ
う
な
立
場
で
、
初
の
全
国

通
用
紙
幣
「
太だ

じ
ょ
う
か
ん
さ
つ

政
官
札
」
の
発
行
を
推
し

進
め
る
な
ど
、
国
の
経
済
の
舵
取
り
を
任

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
由
利
が
い
な

け
れ
ば
、
戦
費
が
シ
ョ
ー
ト
し
、
新
政
府

の
東
征
が
早
期
に
終
結
せ
ず
、
商
人
や
農

民
が
疲
弊
し
、
近
代
化
の
道
も
遠
の
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
経
済
の
観
点
か
ら
日

本
の
近
代
化
の
礎
を
築
い
た
男
、
由
利
公

正
。「
経
世
済
民
の
男
」
は
由
利
公
正
の

呼
び
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
人
の

「
経け

い

せ

い世
済さ

い

み

ん民
の
男
」

～
由ゆ

り利
公き

み

ま

さ正
～

由利公正肖像
（福井市立郷土
歴史博物館蔵）

金穀取扱之儀取締の沙汰書
（福井県立歴史博物館蔵）

新政府が三岡八郎（後の由利公正）を財政担当
の職に任命したもの（慶応３（1867）年）
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