
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

林
季き

梁り
ょ
う

遺
徳
碑

碑文 627 文字から成るこの碑は明治 22（1889）年に建てら
れました。文は日本最初の文学博士である重

しげ
野
の

安
やすつぐ

繹によるもの
です。そこには成器堂の成立事情など藩政改革の経緯、毛川
の人間性も含めた人物像などが記されています。
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幕
末
明
治
期
に
発
展
し
た
勝
山
煙
草
や

繊
維
を
伝
統
産
業
に
導
き
、
ま
た
、

藩
校
を
設
立
し
人
材
育
成
に
努
め
る
な
ど
、

勝
山
繁
栄
の
礎
を
築
い
た
人
物
が
林
毛
川

で
す
。

　

毛
川
（
字
は
季き

梁り
ょ
う

。
通
称
を
芥か

い
ぞ
う蔵

）
は

代
々
小
笠
原
藩
の
家
老
職
を
勤
め
る
林
家

の
三
男
と
し
て
、
享
和
元
（
１
８
０
１
）

年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
毛
川
の
名
は
「
毛け

谷や

川が
わ

＝
定じ

ょ
う
が
わ川
」
に
由
来
し
ま
す
。「
川
に

心
は
無
い
が
昼
夜
休
む
こ
と
な
く
流
れ
田

畑
を
潤
し
、
領
民
に
恵
を
与
え
世
の
中
の

役
に
立
つ
。
自
分
は
川
の
水
に
も
及
ば
な

い
人
間
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
何
と
し

て
も
人
の
役
立
つ
人
間
に
な
ろ
う
」。
彼

は
20
歳
頃
か
ら
約
７
年
、
江
戸
の
昌し

ょ
う

平へ
い
ざ
か坂

学
問
所
で
学
び
、
頼ら

い

山さ
ん
よ
う陽
な
ど
一
流
の
学

者
と
親
交
を
深
め
、
そ
の
経
験
を
藩
政
改

革
に
活
か
し
ま
す
。
毛
川
は
自
著
「
時じ

務む

拙せ
つ
ろ
ん論
附つ

け
た
し

改か
い
か
く革
要よ

う

務む

」
に
基
づ
き
、
天
保
11

（
１
８
４
０
）
年
か
ら
藩
主
、
小お

が
さ
わ
ら

笠
原
長な

が
も
り守

の
も
と
で
藩
政
改
革
を
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
改
革
は
多
岐
に
及
び
ま
し
た
が
、

そ
の
第
一
は
煙
草
の
藩
専
売
を
実
施
し
た

こ
と
で
す
。
高
品
質
の
勝
山
産
煙
草
に
目

を
つ
け
、
嘉
永
６
（
１
８
５
３
）
年
、「
煙

草
改
会
所
」
を
設
け
領
外
へ
の
輸
送
・
販

売
を
行
い
ま
し
た
。
路
線
は
引
き
継
が
れ
、

安
政
４
（
１
８
５
７
）
年
に
は
「
諸
産
物

改
会
所
」
が
設
け
ら
れ
、
製
糸
に
も
力
が

注
が
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
勝
山
の
伝
統

産
業
で
あ
る
煙
草
・
繊
維
産
業
へ
の
道
が

拓
か
れ
た
の
で
す
。

　

第
二
は
藩
校
を
設
立
し
、
人
材
を
育
成

し
た
こ
と
で
す
。
天
保
14
（
１
８
４
３
）

年
、
藩
医
、
秦は

た

魯ろ

斎さ
い

の
建
言
に
基
づ
き
、

藩
校
成せ

い
き
ど
う

器
堂
を
創
設
。
そ
の
特
色
の
一

つ
は
、
小
笠
原
礼
法
を
伝
え
る
藩
と
し
て

習
礼
を
学
ば
せ
た
こ
と
、
二
つ
目
は
医
学

教
育
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
す
。
文
久
３

（
１
８
６
３
）
年
、魯
斎
の
三
男
、朴ぼ

く

三さ
ぶ
ろ
う郎
は
、

オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ポ
ン
ペ
の
「
朋
氏
解
体
書
」

を
筆
写
し
「
成
器
堂
文
庫
」
に
加
え
て
い

ま
す
。

　

な
お
、
成
器
堂
は
、
後
に
福
井
県
の
繊

維
産
業
を
牽
引
す
る
人
物
を
多
数
輩
出
し

ま
す
。
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
は
、

成
器
堂
出
身
の
齋さ

い
と
う藤
遊ゆ

う
し絲
、
小こ

ば
や
し林
平へ

い
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎

が
富
岡
製
糸
場
に
工
女
を
派
遣
し
、
県
内

で
先
駆
け
て
「
勝
山
製
糸
会
社
」
の
設
立

に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
24
（
１
８
９
１
）
年
に
孫
た
ち
が

出
版
し
た
「
毛
川
遺
稿
」
で
は
、
毛
川
の

人
柄
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
ま
す
。「
歴

史
に
詳
し
く
文
章
は
力
強
い
、
性
格
は
剛

直
で
人
に
お
も
ね
る
こ
と
は
無
い
、
議

論
は
徹
底
し
て
行
う
が
終
わ
る
と
何
の

こ
だ
わ
り
も
残
さ
な
い
」。
ま
た
、
安
政

２
（
１
８
５
５
）
年
に
書
か
れ
た
「
春し

ゅ
ん
じ
つ日

偶ぐ
う
せ
い成
」に
は
、毛
川
の
遺
言
と
も
い
え
る「
壮

士
忠
魂
死
不
滅
」
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
毛
川
の
残
し
た
功
績
か
ら
、
大
正

13
（
１
９
２
４
）
年
に
は
、
正
五
位
を
贈

位
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
市
内
に
は
成
器
堂
の
遺
構
と
し

て
講
堂
な
ど
３
つ
が
残
っ
て
お
り
、
毛
川

の
功
績
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

勝
山
の

近
代
産
業
の
父
、

林は
や
し

毛も

う

川せ

ん

旧成器堂講堂（神明神社社務所）

林毛川肖像
（山田秋甫『林毛川』より）
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