
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

明め
い
ど
う
か
ん

道
館
（
明め

い
し
ん
か
ん

新
館
）
跡

松
まつだいらしゅんがく

平春嶽が将来の有望な人材を育成するために設けた藩校、
明道館。その跡地には今ひっそりと石碑が建っています。由

ゆ り
利

公
きみまさ

正、関
せきよしおみ

義臣、日
く さ か べ

下部太
た

郎
ろう

（福井藩最初の海外留学生）らを
輩出。維新後は「明新館」に名称変更されました。
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関
義
臣
（
旧
名
：
山
本
龍
二
郎
）
は
、

天
保
10
（
１
８
３
９
）
年
、
福
井

藩
の
家
老
で
あ
る
本
多
家
家
臣
の
次
男
と

し
て
、
府
中
（
現
在
の
越
前
市
）
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
藩
校
明め

い
ど
う
か
ん

道
館
に
学
び
、
同
館

幹
事
橋は

し
も
と本
左さ

内な
い

に
認
め
ら
れ
て
幹
事
局
手

伝
い
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
諸
国
巡
学

を
経
て
、
昌し

ょ
う

平へ
い
ざ
か坂
学
問
所
に
入
学
。
在
学

中
の
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年
に
は
、
国

事
探
索
方
（
藩
外
で
の
情
報
収
集
等
を
担

当
）
に
就
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
幕
政
返

上
論
を
主
張
す
る
関
と
公
武
合
体
を
目
指

す
福
井
藩
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が

あ
り
、
関
は
藩
を
離
れ
ま
す
。

　

慶
応
２
（
１
８
６
６
）
年
、
長
崎
に

坂さ
か
も
と本
龍り

ょ
う
ま馬
を
訪
ね
、
亀
山
社
中
（
後
の
海

援
隊
）
に
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌

年
に
は
、
龍
馬
や
後ご

藤と
う

象し
ょ
う

二じ

郎ろ
う

と
協
議
し

て
大
政
奉
還
の
建
白
書
の
草
案
を
作
成
し

て
い
ま
す
。

　

関
の
性
格
は
、
素
朴
で
へ
つ
ら
う
こ
と

が
嫌
い
な
直
情
型
で
、
頑
固
な
気
質
で
し

た
。
そ
し
て
、
生
涯
を
通
し
、
同
じ
福
井

藩
の
由
利
公
正
と
激
し
く
対
立
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
人
は
横よ

こ

井い

小し
ょ
う

楠な
ん

門
下
で
机
を
並
べ
た
学
友
で
し
た
が
、
異

常
に
反
目
し
あ
い
ま
す
。

　

文
久
３
（
１
８
６
３
）
年
、
関
は
、
小

楠
や
由
利
が
計
画
し
た
挙き

ょ

藩は
ん

上じ
ょ
う

洛ら
く
け
い
か
く

計
画

を
阻
止
し
よ
う
と
動
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

福
井
藩
が
孤
立
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
起

こ
し
た
行
動
で
し
た
が
、
小
楠
・
由
利
か

ら
は
反
発
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。

　

明
治
元
（
１
８
６
８
）
年
に
は
、京
都
・

岡
崎
の
福
井
藩
邸
に
滞
在
し
て
い
た
関
が

“
徳
川
氏
が
倒
れ
、
真
の
王
政
維
新
に
遭

遇
で
き
、
こ
ん
な
愉
快
な
こ
と
は
な
い
”

と
口
を
滑
ら
せ
ま
す
。
同
席
し
て
い
た
由

利
は
大
い
に
憤
慨
し
、
関
を
入
獄
さ
せ
る

か
切
腹
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
ほ
ど

で
し
た
。

　

対
立
は
さ
ら
に
続
き
ま
し
た
。
大
阪
府

知
事
を
務
め
て
い
た
後
藤
の
要
請
で
大
阪

府
の
営
繕
局
等
を
取
り
仕
切
り
ま
し
た
が
、

明
治
２
（
１
８
６
９
）
年
、
福
井
藩
と
関

わ
り
の
深
か
っ
た
清
水
磯
吉
を
捕
縛
し
た

こ
と
に
よ
り
由
利
と
の
関
係
は
決
定
的
と

な
り
ま
す
。
福
井
藩
は
大
阪
府
に
対
し
、

執
拗
に
関
の
解
任
を
要
請
。
そ
れ
に
応
え

な
い
と
見
る
や
、
関
の
拉
致
お
よ
び
強
制

帰
藩
、
そ
し
て
府
中
の
関
の
兄
宅
へ
の
幽

閉
に
ま
で
対
応
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
ま

す
。
さ
ら
に
、
明
治
３
（
１
８
７
０
）
年

に
は
、
主
家
本
多
家
の
華
族
加
列
問
題
に

端
を
発
し
た
武
生
騒
動
に
関
が
関
与
し
た

と
し
て
捕
縛
し
、
死
罪
に
し
よ
う
と
し
ま

す
。
そ
の
主
導
者
は
由
利
だ
っ
た
の
で
す
。

　

死
罪
を
免
れ
た
関
は
、
そ
の
後
、
大
審

院
検
事
や
徳
島
県
知
事
、
山
形
県
知
事
、

貴
族
院
勅
撰
議
員
な
ど
を
歴
任
。
明
治
40

（
１
９
０
７
）
年
９
月
に
は
、
男
爵
の
爵
位

を
授
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
関
は
、
由
利
の

政
敵
大お

お
く
ま隈

重し
げ
の
ぶ信

と
も
親
し
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
後
の
明
治
新
政
府
に
お
い
て

も
由
利
と
の
敵
対
関
係
は
続
い
た
の
で
す
。

　

関
の
死
後
、
遺
族
に
よ
り
武
生
図
書
館

に
寄
贈
さ
れ
た
蔵
書
の
中
に
芳
賀
八
彌

『
由
利
公
正
』
が
あ
り
ま
す
。
本
書
に
は

関
の
直
筆
で
「
由
利
ノ
虚
誕
虚
喝
ノ
多
キ

人
ヲ
欺
キ
世
ヲ
欺
キ
後
ヲ
欺
ク
・
・
・
」

と
記
さ
れ
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
生

涯
敵
対
し
た
二
人
の
関
係
を
今
に
伝
え
て

い
ま
す
。

生
涯
敵
対
し
合
う

犬
猿
の
仲
、

関せ

き

よ

し

お

み

義
臣
と
由ゆ

り利
公き

み

ま

さ正

関義臣肖像
（「明治肖像録」より）
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