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田雲浜が誕生した千
ち ぐ さ

種は、小浜城下町の武家屋敷が並んで
いた所です。昭和 6（1931）年に矢部家の屋敷跡に石碑が建
てられました。若狭高校には、藩校順造館の正門が移築されて、
当時の趣を伝えています。

【住所】梅田雲浜生先生誕生の地：小浜市千種 2 丁目（JR 小浜駅より徒歩 15 分）
　　　  小浜藩校旧正門　順造門：小浜市千種 1 丁目（JR 小浜駅より徒歩 15 分）

梅田雲浜先生誕生の地碑小浜藩校旧正門 順造門
（現在の若狭高校正門）

参考資料等
小浜市史編纂委員会編『小浜市史』通史編上 小浜市、梅田昌彦『梅田雲浜入門』ウイング出版部
小浜市教育委員会文化課編『幕末小浜藩‐近代日本を創生した人々の思い‐』　

大だ

い

丈じ
ょ
う
ぶ
よ
に
し
ょ
す
る
は

夫
處
世
、
應ま

さ
に
て
ん
か
を
そ
う
じ
す
べ
し

掃
除
天
下
」（
立

派
な
男
子
た
る
も
の
は
、
世
の
中

の
間
違
っ
た
事
を
き
れ
い
に
掃
除
す
る
べ

き
で
あ
る
。）
と
書
に
し
た
た
め
た
梅
田

雲
浜
。
彼
こ
そ
幕
末
の
志
士
の
さ
き
が
け

と
も
い
え
る
人
物
で
す
。

　

梅
田
雲
浜
は
、
文
化
12
（
１
８
１
５
）

年
に
小
浜
藩
士
矢や

べ部
義よ

し
ち
か比
の
子
と
し
て
小

浜
の
城
下
町
竹
原
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
８

歳
か
ら
藩
校
順
造
館
で
崎き

門も
ん
が
く学
派
の
勉
学

に
励
み
、
当
時
、
江
戸
の
藩
校
信し

ん
し
ょ
う
か
ん

尚
館
の

教
授
で
学
名
の
高
か
っ
た
山や

ま
ぐ
ち口
菅か

ん
ざ
ん山
に
師

事
し
て
才
覚
を
現
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

小
浜
に
帰
り
、
祖
父
方
の
梅
田
家
を
継
い

で
梅
田
と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

雲
浜
は
、
嘉
永
５
（
１
８
５
２
）
年
に

藩
に
送
っ
た
海
防
政
策
に
関
す
る
意
見
書

が
も
と
で
藩
士
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
ま
す

が
、
諸
国
に
遊
説
し
て
回
り
、
尊
王
攘
夷

論
、
国
防
政
策
の
必
要
性
を
強
く
説
き
、

新
し
い
時
代
へ
の
変
化
を
訴
え
続
け
ま
し

た
。

　

雲
浜
は
上
方
物
産
交
易
の
組
織
化
の
た

め
、
現
在
の
山
口
県
萩
を
訪
れ
て
お
り
、

吉よ
し

田だ

松し
ょ
う
い
ん陰
や
そ
の
同
志
た
ち
と
の
交
流
を

深
め
て
い
ま
す
。
そ
の
目
的
は
情
報
交
換

を
主
眼
と
し
て
い
た
と
す
る
史
料
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
松
陰
の
「
松
下
村

塾
」
の
表
札
は
雲
浜
の
筆
に
よ
る
も
の
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

尊
王
攘
夷
派
志
士
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ

た
雲
浜
は
、
朝
廷
側
の
有
力
者
で
あ
る

青し
ょ
う
れ
ん
い
ん
の
み
や

蓮
院
宮
の
信
頼
を
得
て
活
動
し
て
い
ま

し
た
。
安
政
５
（
１
８
５
８
）
年
８
月
７

日
に
「
戊ぼ

ご午
の
密み

っ

勅ち
ょ
く

」
が
下
さ
れ
た
と
い

う
情
報
を
入
手
し
た
雲
浜
は
、
小
浜
藩
士

の
坪つ

ぼ
う
ち内
孫ま

ご

兵べ

衛え

に
宛
て
て
そ
の
内
容
を
知

ら
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
数
日
後
に
は
天

下
は
大
震
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
旧
主
で

あ
る
酒さ

か
い井

忠た
だ
あ
き義

が
こ
の
ま
ま
井い

い伊
直な

お
す
け弼

と

同
調
し
て
い
て
は
大
変
危
う
い
立
場
に
な

る
。
放
逐
さ
れ
た
浪
人
の
身
分
で
言
え
る

よ
う
な
立
場
で
は
な
い
が
、
望
郷
の
念
を

思
っ
て
知
ら
せ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
思
い
は
理
解
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
小
浜
藩
の
家
老
か
ら
井
伊
直

弼
の
腹
心
の
長な

が

野の

主し
ゅ
ぜ
ん膳
の
手
に
渡
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
当
時
、
京
都
所
司
代
を
務

め
て
い
た
忠
義
は
、
雲
浜
の
捕
縛
に
は
消

極
的
で
し
た
が
、
こ
の
手
紙
に
よ
り
雲
浜

と
朝
廷
関
係
者
の
繋
が
り
が
決
定
的
な
証

拠
と
な
っ
た
た
め
、
捕
縛
を
決
行
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
安
政

の
大
獄
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

　

捕
縛
後
の
雲
浜
は
江
戸
に
送
ら
れ
、
小

倉
藩
小
笠
原
邸
に
幽
囚
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
安
政
６
（
１
８
５
９
）
年
９
月
14
日

に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
雲
浜
の
最
後

の
消
息
を
知
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
手
紙
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
小
浜
藩
江
戸

藩
邸
の
成な

り

田た

作さ
く

右う

衛え

門も
ん

か
ら
忠
義
の
腹

心
、
三み

浦う
ら

吉よ
し
の
ぶ信

に
同
年
９
月
２
日
付
で
送

ら
れ
た
手
紙
で
、「
雲
浜
が
脚
気
を
患
い
、

今
日
明
日
も
持
た
な
い
ほ
ど
の
深
刻
な
病

状
で
あ
る
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
手
紙
の
内
容
は
忠
義
に
も

知
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
小
浜
藩
に
お

け
る
雲
浜
の
存
在
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。

幕
末
の
志
士
の

さ
き
が
け

梅う

め

田だ

雲う

ん

ぴ

ん浜

梅
田
雲
浜
二
行
書

「
大
丈
夫
譽
處
世
、
應
掃
除
天
下
、
豈
事
一
室
哉
」

（
個
人
蔵
）

梅田雲浜肖像（国立国会図書館蔵）
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