
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

橘た
ち
ば
な
の

曙あ
け
み覧
他
一
家
奥お

く
つ
き墓

　

橘曙覧の希望によって、彼が晩年
に住職や地元の人々と親交が深
く、またその風景をこよなく愛した
大安禅寺の境内に葬られました。
曙覧の妻、直

なおこ
子や親族の墓もあり

ます。

【住所】福井市田ノ谷町
（JR 福井駅より京福バス鮎川線・川西三国
線で約 30 分 「大安寺門前」下車徒歩 20 分）

参考資料等
橘曙覧「志濃夫廼舎歌集」『和歌文学大系 74』明治書院、足立尚計「橘曙覧の国学と和歌」『明治聖徳記念学会紀要』復刊 17 号
足立尚計「橘曙覧と国学」（NHK 放送局編『わたしの橘曙覧論と平成独楽吟』「和歌のまちづくり事業」実行委員会）
足立尚計「松平春嶽と文学」（三上一夫・舟澤茂樹編『松平春嶽のすべて』新人物往来社）

福井市立郷土歴史博物館　館長　⻆鹿 尚計執筆・協力

万ま

ん

葉よ
う
し
ゅ
う集
』
な
ど
の
古
歌
に
学
び
、
日

常
の
生
活
を
題
材
に
し
た
赤
裸
々

な
作
風
で
知
ら
れ
る
幕
末
福
井
の
国
学

者
・
歌
人
、
橘
曙
覧
。
そ
の
歌
と
清
貧
の

生
活
に
共
鳴
し
た
松ま

つ
だ
い
ら平

春し
ゅ
ん
が
く嶽

は
彼
を
歌
の

師
と
仰
ぎ
ま
し
た
。
春
嶽
を
は
じ
め
多
く

の
人
を
魅
了
す
る
曙
覧
の
歌
や
生
き
方
に

は
、
ど
の
よ
う
な
秘
密
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

曙
覧
は
、
文
化
９
（
１
８
１
２
）
年
、

旧
福
井
城
下
石
場
町
（
現
在
の
福
井
市
つ

く
も
１
丁
目
）
で
、
文
具
な
ど
を
扱
う
商

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。「
橘
」
は
氏う

じ

で
、

奈
良
時
代
の
政
治
家
・
歌
人
と
し
て
知
ら

れ
る
橘

た
ち
ば
な
の

諸も
ろ
え兄
が
遠
祖
と
伝
わ
っ
て
お
り
、

曙
覧
の
苗
字
は
「
正し

ょ
う
げ
ん玄
」
で
す
。
そ
の
正

玄
家
の
後
継
ぎ
と
し
て
育
ち
ま
す
が
、
早

く
に
父
母
と
死
別
し
、
学
問
を
志
す
よ
う

に
な
り
ま
す
。
家
督
を
異
母
弟
の
宣せ

ん

に

譲
っ
て
愛あ

た
ご
や
ま

宕
山
（
現
在
の
足
羽
山
）
に

隠い
ん
せ
い棲
。
妻
子
を
持
ち
ま
す
が
、
学
問
と
和

歌
に
打
ち
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

天
保
15
（
１
８
４
４
）
年
、
曙
覧
の
歌

人
と
し
て
の
方
向
を
決
め
る
契
機
が
訪
れ

ま
す
。
曙
覧
（
当
時
32
歳
）
は
国
学
を
学

ぶ
た
め
、
飛
騨
高
山
の
田た

な
か中

大お
お
ひ
で秀

の
門
に

入
り
ま
し
た
。
大
秀
は
国
学
四し

う

し

大
人
の
一

人
、
本も

と
お
り
の
り
な
が

居
宣
長
の
高
弟
で
す
。
実
は
、『
万

葉
集
』
を
特
に
尊
ぶ
曙
覧
の
志
向
は
、
大

秀
と
い
う
人
物
を
通
し
て
本
居
学
か
ら
学

ん
だ
も
の
で
し
ょ
う
。
曙
覧
は
宣
長
を
非

常
に
敬
慕
し
ま
し
た
。
そ
の
敬
慕
の
大
き

さ
は
、
大
安
禅
寺
に
あ
る
曙
覧
の
奥お

く
つ
き墓
が

宣
長
の
そ
れ
に
模
し
て
造
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
も
表
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

嘉
永
元
（
１
８
４
８
）
年
、
曙
覧
は

足
羽
山
か
ら
三
橋
町
（
現
在
の
福
井
市

照
手
２
丁
目
）
に
居
を
移
し
、
新
宅
を

藁わ
ら
や屋

と
称
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
元
治

２
（
１
８
６
５
）
年
、
中な

か
ね根

雪せ
っ
こ
う江

ら
を
介

し
て
和
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
春
嶽

は
曙
覧
の
藁
家
を
訪
ね
ま
す
。
春
嶽
は
曙

覧
に
“
家
の
名
を
「
わ
ら
や
」
と
呼
ぶ
の

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ひ
た
す
ら
古
典
を

通
し
て
昔
の
心
を
忍
ぶ
家
と
改
め
る
が
よ

い
”、“
貧
し
い
け
れ
ど
も
曙
覧
の
心
は

風
流
を
理
解
し
優
雅
で
あ
る
。
こ
れ
が

大
変
慕
わ
し
い
”
と
伝
え
ま
し
た
（「
橘

曙
覧
の
家
に
い
た
る
詞
」『
志し

の

ぶ

濃
夫
廼の

舎や

歌か
し
ゅ
う集
』）。

　

曙
覧
は
歌
人
で
あ
る
と
同
時
に
国
学
者

で
あ
り
、
国
学
の
裏
付
け
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、自
由
に
生
き
自
由
に
詠
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
人
生
観
に

よ
っ
て
清
貧
と
い
わ
れ
る
生
活
に
身
を
置

い
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
姿
は
、
身

分
を
越
え
て
春
嶽
の
心
を
打
つ
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。

　

曙
覧
は
、
生
涯
を
通
じ
多
く
の
文
人
と

も
交
流
し
て
福
井
に
お
い
て
歌
で
一
家
を

成
し
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
中
央
歌
壇

か
ら
は
孤
高
の
立
場
を
と
り
続
け
、
慶
応

４
（
１
８
６
８
）
年
８
月
、
明
治
改
元
を

目
前
に
し
て
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
没

後
、
長
男
井い

で手
今い

ま
し
げ滋
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た

遺
歌
集
『
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
に
よ
っ
て
、

そ
の
作
品
は
全
国
に
広
く
知
ら
れ
、
正ま

さ
お
か岡

子し

き規
・
釈し

ゃ
く
ち
ょ
う
く
う

迢
空
（
折
口
信
夫
）
な
ど
多
く

の
後
進
か
ら
近
世
末
期
の
代
表
的
な
歌
人

と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

貧
し
く
と
も

心
豊
か
に
生
き
た

歌
人
、
橘

た
ち
ば
な
の

曙あ

け

み覧

橘曙覧肖像（寿像）
（福井市橘曙覧記念文学館蔵）
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