
福
井
の
幕
末
明
治 

歴
史
秘
話 

関
連
史
料
・
ゆ
か
り
の
地

公
益
財
団
法
人

東
洋
文
庫

和
わ だ

田維
つな

四
し

郎
ろう

が蒐集した古書籍が保管されています。事前に申
請すると維四郎が蒐集した書籍を閲覧することができます。ま
た、ミュージアムも併設されています。
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小浜市教育委員会文化課執筆・協力

明
治
期
に
設
立
さ
れ
日
本
の
産
業
を

支
え
た
官
営
八
幡
製
鉄
所
の
長
官

を
務
め
、
日
本
鉱
物
学
の
父
と
も
呼
ば
れ

る
の
が
小
浜
出
身
の
和
田
維
四
郎
で
す
。

　

維
四
郎
は
、
安
政
３
（
１
８
５
６
）
年

に
小
浜
藩
士
和
田
耕
甫
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
、
明
治
３
（
１
８
７
０
）
年
に
貢
進

生
と
し
て
開
成
学
校
（
後
の
東
京
大
学
）

で
ド
イ
ツ
人
カ
ー
ル
・
シ
ェ
ン
ク
に
学
び
、

近
代
鉱
物
学
の
基
礎
を
修
得
し
ま
し
た
。

　

維
四
郎
は
、
明
治
11
（
１
８
７
８
）
年

に
『
本
邦
金
石
略
誌
』
を
出
版
す
る
な
ど
、

鉱
物
学
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
と
と
も

に
、
学
生
の
た
め
の
教
科
書
も
手
掛
け
ま

し
た
。
ド
イ
ツ
留
学
後
は
、
東
京
大
学
教

授
を
務
め
る
と
と
も
に
、
農
商
務
省
地
質

局
長
と
し
て
鉱
石
調
査
や
地
質
調
査
な
ど

を
進
め
、
日
本
の
産
業
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
八
幡
製
鉄
所
の

２
代
目
長
官
と
し
て
原
材
料
と
燃
料
の
安

定
確
保
に
務
め
、
自
ら
中
国
へ
渡
り
鉄
鉱

石
を
輸
入
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。
明
治
35

（
１
９
０
２
）
年
、
製
鉄
所
長
官
を
退
官

し
た
後
も
、
鉱
業
発
展
に
力
を
尽
く
し
、

当
時
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
鉱
山
の
煙

毒
問
題
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

明
治
37
（
１
９
０
４
）
年
に
は
自
身
の

研
究
の
集
大
成
と
し
て
『
日
本
鉱
物
誌
』

を
著
し
、
国
産
鉱
物
１
３
０
種
類
を
紹
介

し
て
近
代
鉱
物
学
の
基
礎
を
確
立
す
る

と
同
時
に
、
英
訳
し
た
『M
IN

ERA
LS 

O
F JA

PA
N

』
を
出
版
し
て
日
本
の
鉱

物
学
を
世
界
へ
広
く
紹
介
し
ま
し
た
。
な

お
、
蒐
集
し
た
約
４
千
点
に
及
ぶ
国
産
鉱

物
は
、「
和
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て

現
在
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
維
四
郎
は
、
古
書
籍
類
の
蒐
集

と
書
誌
学
の
研
究
者
と
し
て
も
大
き
な
功

績
を
残
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
洋
学
が
盛

ん
に
な
る
中
で
、
維
四
郎
は
古
書
籍
の
散

逸
を
危
惧
し
、
岩い

わ
さ
き崎

久ひ
さ

弥や

（
岩い

わ
さ
き崎

弥や

太た

郎ろ
う

の
子
）
や
久く

原は
ら

房ふ
さ

之の

介す
け

な
ど
の
援
助
を
受

け
て
古
書
籍
を
蒐
集
し
ま
し
た
。
こ
の
膨

大
な
古
書
籍
約
４
万
５
千
点
余
は
、現
在
、

東
京
の
東
洋
文
庫
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
初
期
に
本ほ

ん

阿あ

み弥

光こ
う
え
つ悦

ら
が
出
版
し
た
「
嵯さ

が峨
本ぼ

ん

」
に
関
す

る
書
誌
学
的
な
研
究
を
ま
と
め
、
光
悦
の

意
匠
に
よ
る
雲き

ら
ず
り

母
摺
、
色
変
り
用
紙
を
再

現
し
た
『
嵯
峨
本
考
』
を
出
版
す
る
な
ど
、

江
戸
時
代
初
期
の
出
版
文
化
・
書
誌
学
研

究
の
発
展
に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　

維
四
郎
は
、
鉱
石
学
者
と
書
誌
学
者

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
故
郷
若
狭
に

も
そ
の
名
を
残
し
て
い
ま
す
。
明
治
19

（
１
８
８
６
）
年
に
小
浜
中
学
が
廃
止
さ

れ
た
際
に
は
、
若
狭
の
教
育
の
た
め
に
多

額
の
寄
付
を
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
若

狭
出
身
の
佐さ

く

ま

久
間
勉つ

と
むの
記
念
碑
建
立
に
当

た
っ
て
は
自
ら
寄
付
金
集
め
を
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

生
涯
を
通
じ
て
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し

日
本
を
代
表
す
る
研
究
者
と
な
っ
た
維
四

郎
。
そ
の
研
究
心
の
根
幹
に
は
故
郷
を
思

う
心
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
鉱
物
学
の
父
に
し
て

古
書
籍
蒐し

ゅ
う
し
ゅ
う集

に
尽
力
し
た

和わ

だ田
維つ

な

し

ろ

う

四
郎　

日本の歴史資料の価値を紹介した『嵯峨本考』
（小浜市教育委員会蔵 酒井家文庫）

和田維四郎肖像
（国立国会図書館蔵）
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