
福
井
の
幕
末
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史
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連
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・
ゆ
か
り
の
地

佐さ

さ

き

々
木
長な

が
あ
つ淳

が
製
作
し
た

洋
式
帆
船
「
一
番
丸
」

安政６（1859）年、佐々
木長淳は洋式帆船「一
番丸」を完成・進水さ
せました。16 人乗りで
全長 20 メートルの一番
丸は同年４月に試験航
海のため三

みくにみなと
国湊を出帆

し、同年６月に江戸湾
に停泊しました。

長
淳
が
製
作
し
た
洋
式
帆
船
「
一
番
丸
」
に
関
す
る
史
料

　
（「
１
１
９
越
前
世
譜　

茂
昭
様
御
代
」

　
　
　
（
松
平
文
庫
（
福
井
県
立
図
書
館
保
管
））　
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幕
末
期
に
西
洋
式
の
鉄
砲
や
大
砲
の

製
造
に
携
わ
り
、
明
治
維
新
後
は
、

繊
維
産
業
の
近
代
化
に
貢
献
す
る
な
ど
、

終
生
に
わ
た
り
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
た

福
井
藩
士
、
佐
々
木
長
淳
。

　

天
保
元
（
１
８
３
０
）
年
、
長
淳
は
、

福
井
藩
士
、
佐さ

さ

き

々
木
長な

が
や
す恭
の
子
と
し
て
生

ま
れ
ま
す
。
幼
い
頃
か
ら
絵
が
得
意
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
幼
馴
染
み
で

あ
っ
た
橋は

し
も
と本
左さ

な
い内
の
死
後
に
肖
像
画
も
書

い
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
優
れ
た
剣
士
と

し
て
の
一
面
も
有
し
て
い
ま
し
た
。
福
井

藩
主
、
松ま

つ
だ
い
ら平

春し
ゅ
ん
が
く嶽

の
側
近
で
あ
る
中な

か
ね根

雪せ
っ
こ
う江
か
ら
“
勇ゆ

う
ま
い邁
の
気
性
あ
り
”
と
称
さ

る
ほ
ど
、
そ
の
腕
前
は
相
当
な
も
の
で
し

た
。
様
々
な
分
野
で
才
能
を
開
花
さ
せ
た

長
淳
、
そ
の
万
能
ぶ
り
が
わ
か
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

嘉
永
７
（
１
８
５
４
）
年
、
25
歳
の
長

淳
は
ペ
リ
ー
の
黒
船
が
再
来
航
し
た
際

に
、
藩
か
ら
偵
察
を
命
じ
ら
れ
密
か
に
黒

船
に
乗
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
長

淳
は
英
語
が
喋
れ
な
い
た
め
手
ま
ね
で
ア

メ
リ
カ
人
士
官
に
お
願
い
し
、
船
内
や
大

砲
を
得
意
の
絵
で
書
き
写
し
ま
し
た
。
こ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
淳
は
差
し
て

い
た
長
刀
に
興
味
を
も
っ
た
将
校
ら
の
求

め
に
応
じ
剣
技
を
披
露
し
ま
す
。
長
刀
を

縦
横
に
振
り
回
し
、
縦
切
り
、
横
な
ぎ
、

突
き
な
ど
実
践
さ
な
が
ら
の
技
を
繰
り
出

し
、
さ
ら
に
厚
い
紙
を
た
く
さ
ん
重
ね
寸

断
し
て
見
せ
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
見
た

士
官
た
ち
は
舌
を
ま
い
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
長
淳
は
優
秀
な
技
術
者
と
し
て
の

顔
だ
け
で
は
な
く
、
雪
江
が
評
し
た
よ
う

に
勇
敢
な
剣
士
と
し
て
の
顔
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
の
で
す
。

　

西
洋
の
先
進
的
な
技
術
に
触
れ
た
長
淳

は
、
そ
の
後
、
西
洋
式
の
鉄
砲
や
大
砲
、

火
薬
の
製
造
責
任
者
と
な
り
技
術
改
良
や

大
量
生
産
に
取
り
組
ん
だ
ほ
か
、
日
本
人

で
初
め
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ジ
ョ
ン

万ま
ん
じ
ろ
う

次
郎
に
助
言
を
受
け
、西
洋
式
帆
船「
一

番
丸
」
を
建
造
す
る
な
ど
数
々
の
功
績
を

残
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
軍
事
関
連
だ
け
で
は
な
く
更
に

幅
広
い
分
野
に
才
能
を
発
揮
し
ま
す
。
文

久
２
（
１
８
６
２
）
年
に
、
春
嶽
は
日

本
で
初
め
て
自
転
車
（
ビ
ラ
ス
ビ
イ
デ

独ど
っ
こ
う
し
ゃ

行
車
）に
乗
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
自
転
車
を
組
み
立
て
た
の
も
実
は
長

淳
な
の
で
す
。

　

明
治
維
新
後
は
、
長
淳
は
養
蚕
や
紡

績
関
係
の
官
僚
と
し
て
新
政
府
に
参

加
し
、
養
蚕
や
紡
績
の
研
究
調
査
と
指

導
を
行
い
、
蚕
の
病
虫
害
研
究
に
力
を

注
い
だ
ほ
か
、
日
本
人
技
術
者
が
初

め
て
手
掛
け
た
近
代
的
工
場
で
あ
る

「
新し

ん
ま
ち
く
ず
い
と
ぼ
う
せ
き
し
ょ

町
屑
糸
紡
績
所
」
の
建
設
に
携
わ
る

な
ど
、
繊
維
産
業
の
近
代
化
に
尽
力
し
ま

し
た
。

　

大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
、
長
淳
は
87

歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
ま
す
が
、
長
淳
の

志
は
息
子
の
佐さ

さ

き

々
木
忠ち

ゅ
う
じ
ろ
う

次
郎
に
受
け
継
が

れ
ま
す
。
忠
次
郎
は
近
代
養
蚕
学
の
先
駆

者
と
し
て
、
父
と
同
じ
よ
う
に
近
代
繊
維

産
業
の
発
展
に
大
き
な
功
績
を
残
し
て
い

く
の
で
す
。

マ
ル
チ
な
才
能
を

発
揮
し
た

佐さ

さ

き

々
木
長な

が

あ

つ淳

佐々木長淳肖像
（福井市立郷土歴
史博物館蔵）
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