
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

横よ
こ
い井

小し
ょ
う
な
ん楠

寄
留
宅
跡

由
ゆ り

利公
きみまさ

正が過去の功績で一番
自信を持っていたといわれる福
井藩の財政再建。それに大き
な影響を与えたのが、熊本から
福井に招かれた師の横

よ こ い
井小

しょうなん
楠

でした。政治顧問であった際
の寄留宅跡には現在、記念碑
が建てられています。

【住所】福井市中央３−１１−３１（幸橋北詰）（JR 福井駅より徒歩１０分）

横井小楠肖像
（福井市立郷土歴史博物館蔵）

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

自
分
の
人
生
を
歴
史
に
記
す
と
し
た

ら
、
あ
な
た
は
、
い
つ
の
ど
の
出

来
事
を
語
る
で
し
ょ
う
か
。

　

由ゆ

り利
公き

み
ま
さ正
が
晩
年
語
っ
た
回
想
録
か

ら
、
そ
の
信
念
を
読
み
解
き
ま
す
。　

　　

由
利
は
、
明
治
33
（
１
９
０
０
）
年
、

72
歳
の
時
、「
史し

だ
ん
か
い

談
会
」
の
会
長
に
指
名

さ
れ
ま
し
た
。「
史
談
会
」
は
幕
末
か
ら

明
治
初
期
に
か
け
て
の
歴
史
を
当
事
者

が
生
き
て
い
る
間
に
本
人
に
語
ら
せ
る

こ
と
に
よ
り
記
録
を
残
そ
う
と
し
た
組

織
で
、
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
に
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
由
利
が
選
ば
れ
た
の
は
、

由
利
が
当
時
の
長
州
閥
政
権
に
反
対
し

て
お
り
、
歴
史
を
後
世
に
残
す
過
程
で
、

“
薩
長
中
心
の
記
述
を
で
き
る
だ
け
抑
制

し
て
く
れ
る
”、
史
談
会
メ
ン
バ
ー
に
そ

う
し
た
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

史
談
会
で
は
、
例
会
を
重
ね
て
速
記
を

と
り
、
史
談
会
速
記
録
を
発
行
し
続
け
ま

し
た
。
明
治
25
（
１
８
９
２
）
年
か
ら
昭

和
13
（
１
９
３
８
）
年
ま
で
の
46
年
間
、

計
４
１
１
編
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
由

利
は
会
長
に
就
任
す
る
前
か
ら
例
会
に
招

か
れ
、
何
度
も
証
言
し
て
い
ま
し
た
が
、

会
長
就
任
後
は
さ
ら
に
積
極
的
に
発
言
し

ま
し
た
。

　

由
利
の
発
言
の
根
本
は
、“
現
在
の

明
治
政
府
の
財
政
は
根
本
的
に
間
違
っ

て
お
り
、
自
分
が
福
井
藩
や
明
治
元

（
１
８
６
８
）
年
の
太だ

じ
ょ
う
か
ん
さ
つ

政
官
札
で
試
み
た

政
策
が
正
し
か
っ
た
。”
と
い
う
も
の
で

し
た
。
明
治
26
（
１
８
９
３
）
年
１
月
に

出
版
さ
れ
た
由
利
の
著
書
『
迂
拙
草
』
で

も
「
天
下
未
だ
経
済
の
道
を
講
ぜ
ず
」
と

記
し
、“
自
分
が
退
い
た
後
は
、
中
央
で

も
地
方
で
も
経
済
の
道
が
行
わ
れ
て
い
な

い
”
と
現
状
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
由
利
の
考
え
方
は
、
由
利
が
死
去

す
る
前
年
の
明
治
41
（
１
９
０
８
）
年
に

出
さ
れ
た
「
戊ぼ

し
ん申

詔し
ょ
う
し
ょ書

」
に
対
す
る
反
応

で
も
明
瞭
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
戊
申
詔
書

は
日
露
戦
争
後
の
国
民
の
気
風
が
華
美
に

流
れ
る
の
を
警
戒
し
て
、
天
皇
が
特
別
の

詔
を
出
し
た
も
の
で
す
。
由
利
と
い
え
ど

も
直
接
に
詔
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
政
府
を
批
判
し
て
詔
の
訓
戒
に

反
対
し
ま
し
た
。“
国
民
に
倹
約
を
強
い

る
の
は
政
策
の
誤
り
。
財
政
政
策
と
は
生

産
と
消
費
を
助
け
て
国
民
に
豊
か
な
生
活

を
さ
せ
る
こ
と
”
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

経
済
の
根
本
は
節
約
で
は
な
く
て
殖

産
。
師
、
横よ

こ
い井
小し

ょ
う
な
ん楠
か
ら
教
わ
っ
た
由
利

の
“
庶
民
の
た
め
”
の
財
政
政
策
の
考
え

方
は
、
福
井
藩
や
明
治
新
政
府
で
活
躍
し

て
い
た
時
代
の
み
な
ら
ず
、
生
涯
を
通
し

て
一
貫
し
て
い
た
の
で
す
。

財
政
政
策
は

庶
民
の
豊
か
な
生
活
の
た
め

～
ぶ
れ
な
い
心
は
晩
年
ま
で
～

由利公正肖像（59 歳）
（三岡丈夫『由利公正伝』より）

発行／福井県観光営業部ブランド営業課発行／福井県観光営業部ブランド営業課

13


