
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

詮あ
き
か
つ勝

が
拓
い
た

憩
い
の
庭
、
西
山
公
園

安政３（1856）年に間
ま な べ

部詮
あきかつ

勝が「与衆道楽」の理念で拓いた
嚮
きょうようけい

陽渓。後に北陸随一のツツジの名所西山公園となりました。
開園以前は焔

えんしょうぐら
硝蔵が設置されており、詮勝の西の丸老中就任

時には鯖江城の築城も計画されました。

【住所】鯖江市桜町 3 丁目（福井鉄道西山公園駅から徒歩 3 分）

歌川広重
「越前鯖江嚮陽渓真景」

西山公園

参考資料等
内田寛『間部閣老』、鯖江市教育委員会文化課編『間部詮勝と幕末維新の軌跡』
鯖江市教育委員会文化課編『安政の大獄の真実－幕末史における再評価－』

鯖江市教育委員会文化課執筆・協力

鯖
江
藩
の
第
７
代
藩
主
で
あ
り
、
現

在
の
西
山
公
園
を
拓
い
た
間
部
詮

勝
。
詮
勝
は
幕
政
に
も
深
く
関
与
し
て

お
り
、
激
動
の
時
代
の
中
心
に
い
た
人

物
で
す
。

　

文
化
元
（
１
８
０
４
）
年
、
鯖
江
藩
５

代
藩
主
、
間ま

な
べ部
詮あ

き
ひ
ろ熙
の
３
男
と
し
て
誕
生

し
た
詮
勝
は
、
文
政
６
（
１
８
２
３
）
年

に
浜
田
藩
主
、
松ま

つ
だ
い
ら平
康や

す

任と
う

の
娘
と
結
婚
し

ま
す
。
康
任
が
老
中
に
昇
進
す
る
と
、
詮

勝
は
奏そ

う
じ
ゃ
ば
ん

者
番
（
城
中
の
礼
式
を
管
理
す
る

役
職
）
に
抜
擢
さ
れ
、の
ち
に
寺
社
奉
行
・

大
坂
城
代
・
京
都
所
司
代
と
昇
進
を
重
ね

ま
し
た
。
京
都
所
司
代
在
職
中
に
は
、
辻

ご
と
に
町
名
と
通
名
を
記
し
た
札
を
ぶ
ら

下
げ
て
交
通
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
た
ほ

か
、
市
中
に
便
所
を
設
け
て
衛
生
状
態
を

改
善
す
る
な
ど
人
々
の
生
活
に
貢
献
し
ま

し
た
。

　

天
保
11
（
１
８
４
０
）
年
、
詮
勝
は
、

徳と
く
が
わ川
家い

え

斉な
り

付
の
西
丸
老
中
に
就
任
し
ま

す
。
時
の
老
中
首
座
水み

ず

野の

忠た
だ
く
に邦
は
、
傾
い

た
幕
府
財
政
を
再
建
し
よ
う
と
天
保
の
改

革
を
断
行
し
ま
す
が
、
大
名
か
ら
百
姓
に

至
る
ま
で
こ
れ
に
反
発
。
詮
勝
も
改
革
に

対
し
て
批
判
的
で
忠
邦
と
対
立
し
、
藤ふ

じ
お
か岡

屋や

由よ
し
ぞ
う蔵

の
「
藤
岡
屋
日
記
」
に
は
「
幕
府

政
治
に
直
接
か
か
わ
る
役
柄
で
は
な
い
詮

勝
が
忠
邦
の
不
正
や
失
策
を
内
偵
さ
せ
て

い
る
」
と
い
う
う
わ
さ
が
書
か
れ
る
ほ
ど

で
し
た
。
天
保
14
（
１
８
４
３
）
年
、
忠

邦
は
強
権
的
な
政
治
手
法
を
非
難
さ
れ
て

老
中
を
罷
免
、
詮
勝
も
ま
た
病
を
理
由
に

西
丸
老
中
を
辞
職
し
、
両
雄
の
対
立
は
終

結
し
ま
し
た
。

　

雌
伏
の
時
を
過
ご
し
た
詮
勝
が
再

び
雄
飛
し
た
の
は
15
年
後
の
安
政
５

（
１
８
５
８
）
年
で
す
。
大
老
井い

い伊
直な

お
す
け弼

の
命
で
老
中
に
再
登
用
さ
れ
た
詮
勝
は
、

「
勝か

っ
て手

掛が
か
り
け
ん兼

外が
い
こ
く国

御ご
よ
う用

掛が
か
り」

に
任
ぜ
ら
れ
、

天
皇
の
許
可
な
く
結
ば
れ
た
日
米
修
好
通

商
条
約
の
事
後
承
諾
を
得
る
任
務
に
当
た

り
ま
す
。
こ
の
時
、
将
軍
継
嗣
問
題
も
複

雑
に
絡
み
合
い
、
幕
府
を
批
判
す
る
勢
力

の
声
は
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
た
め
、

直
弼
は
「
安
政
の
大
獄
」
を
断
行
し
ま
し

た
。
詮
勝
も
「
天
下
分
け
目
の
ご
奉
公
」

と
決
死
の
覚
悟
で
上
洛
し
、
勅
許
獲
得
に

奔
走
し
ま
し
た
が
、
逮
捕
者
に
対
す
る
量

刑
や
勅
許
の
諸
条
件
（
天
皇
は
国
力
が
充

実
し
た
後
に
鎖
国
の
状
態
に
戻
す
こ
と
を

求
め
て
い
た
）
を
め
ぐ
っ
て
直
弼
と
対

立
。
翌
年
末
に
詮
勝
は
老
中
を
免
職
に
な

り
、
直
弼
も
安
政
７
（
１
８
６
０
）
年
３

月
に
桜
田
門
外
で
襲
撃
を
受
け
て
命
を
落

と
し
、
直
弼
と
詮
勝
が
主
導
し
た
安
政
期

の
政
権
は
瓦
解
し
ま
し
た
。

　

詮
勝
は
そ
の
後
政
治
の
表
舞
台
に
立
つ

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
激
動
の
時

代
の
中
心
に
い
た
詮
勝
は
、
晩
年
は
静
か

な
暮
ら
し
の
中
で
書
画
や
詩
歌
の
製
作
に

精
を
出
し
、
明
治
17
（
１
８
８
４
）
年
に

そ
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

幕
政
の
手
綱
を

握
っ
た
老
中
、

間ま

な

べ部
詮あ

き

勝か

つ

伝間部詮勝所用
金黄櫨匂縅具足

（鯖江市まなべの
館蔵）

越前鯖江之絵図
（個人蔵）

間部詮勝肖像
（鯖江市まなべの館蔵）
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