
〜 

今
だ
か
ら
こ
そ
求
め
ら
れ
る
福
井
の
魅
力
再
発
見 

〜

Special topics〈特集〉

時
代
を
超
え
た
努
力
が
つ
く
る
福
井
の
誇
り

　

来
年
度
に
迫
る
福
井
国
体
や
、
５

年
後
の
北
陸
新
幹
線
福
井
開
業
を
控

え
、
観
光
面
で
の
福
井
の
集
客
力
が

試
さ
れ
る
時
が
来
た
。

　

福
井
を
訪
れ
た
観
光
客
の
数
や
目

的
な
ど
を
ま
と
め
た
統
計
「
平
成
28

年
度
福
井
県
観
光
客
入
込
数
（
福
井

県
観
光
振
興
課
調
べ
）」
に
よ
る
と
、

市
町
村
別
で
最
も
観
光
客
が
多
い
の

は
福
井
市
（
約
４
０
０
万
人
）
だ
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
福
井
県
の
観

光
地
と
し
て
有
名
な
の
は
恐
竜
博
物

館
や
永
平
寺
、
東
尋
坊
な
ど
、
福
井

市
外
の
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
り
、
福
井
市

中
心
部
は
埋
没
し
が
ち
で
あ
る
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
福
井
市
中
心

部
の
隠
れ
た
名
所
や
伝
統
文
化
を
取

り
上
げ
る
。
他
の
地
域
に
は
な
い
福

井
の
魅
力
を
再
認
識
し
、
何
が
「
魅

力
」と
し
て
感
じ
て
も
ら
え
る
の
か
、

地
域
の
良
さ
を
伝
え
る
に
は
何
が
必

要
な
の
か
を
探
っ
た
。

笏
谷
石
が
支
え
た
福
井
の
産
業

　

青
緑
の
緻
密
な
石
肌
を
持
ち
、
水

を
掛
け
る
と
鮮
や
か
な
青
が
浮
か
び

上
が
る⊖

福
井
の
足
羽
山
で
の
み
産

出
す
る
笏
谷
石
は
、
全
国
の
歴
史
的

建
造
物
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
名
石

だ
。
笏
谷
石
は
、
伝
説
に
お
い
て
継

体
天
皇
の
勧
め
で
生
産
が
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
。
考
古
学
上
で
も
古
墳
時

代
の
石
棺
に
笏
谷
石
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
古
い
時
代
か
ら
石

材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
江
戸
時
代
に
な
り
北
前
船

の
運
航
が
始
ま
る
と
、
笏
谷
石
が
広

く
普
及
し
始
め
る
。「
越
前
石
」
と

呼
ば
れ
て
全
国
で
取
引
さ
れ
、
福
井

の
一
大
産
業
と
な
っ
た
。

　

か
つ
て
笏
谷
石
の
生
産
を
営
ん
で

い
た
越
前
石
㈱
（
福
井
市
加
茂
河
原

４
︲
６
︲
５
）
の
福
島
喜よ
し
え
い衞
氏
は
、

「
笏
谷
石
の
取
引
は
歴
史
的
に
続
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
得
た
富
が
後

の
福
井
の
発
展
の
土
壌
の
一
つ
に

な
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
。

福
井
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
繋
が
る
「
石
の
文
化
」
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地
中
に
広
が
る
大
坑
道

「
笏
谷
石
採
石
場
跡
」

　

笏
谷
石
を
産
出
し
た
足
羽
山
の
地

下
に
は
、
長
大
な
「
坑
道
」
と
、
と

て
も
地
下
と
は
見
え
な
い
ほ
ど
の
高

さ
と
広
さ
を
持
つ
「
採
石
場
」
が
存

在
す
る
。

　

採
石
場
が
こ
こ
ま
で
開
け
た
空

間
と
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

元
々
笏
谷
石
は
標
高
の
高
い
上
部
か

ら
下
に
向
け
て
採
掘
さ
れ
、
垂
直
に

穴
が
作
ら
れ
た
。
戦
時
中
に
は
、
採

石
場
は
海
軍
の
飛
行
機
生
産
工
場
と

し
て
接
収
さ
れ
、
こ
の
時
に
縦
穴
を

繋
ぐ
よ
う
に
坑
道
が
掘
ら
れ
、
広
い

空
間
が
造
ら
れ
た
。
福
島
氏
は
「
軍

の
工
場
と
し
て
再
整
備
さ
れ
た
こ
と

で
採
石
場
の
保
全
環
境
が
向
上
し
、

現
代
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
残
す
こ
と

が
で
き
た
」
と
分
析
す
る
。

　

笏
谷
石
は
古
代
か
ら
採
掘
さ
れ
続

け
て
き
た
。
採
石
は
極
め
て
重
労
働

で
あ
り
、
人
々
は
約
１
０
０
ｋ
ｇ
の

石
材
を
抱
え
て
作
業
し
て
い
た
と
伝

わ
る
。
切
り
出
し
た
石
材
は
足
羽
川

を
伝
っ
て
三
国
に
輸
送
さ
れ
、
三
国

湊
か
ら
北
前
船
で
全
国
に
運
ば
れ

た
。
そ
の
寄
港
地
に
は
笏
谷
石
の
建

材
や
置
物
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

　

現
在
は
笏
谷
石
の
採
掘
は
終
了
し

て
い
る
も
の
の
、
当
時
は
機
械
も
な

く
、
全
て
手
作
業
で
採
掘
さ
れ
て
い

た
。
採
石
場
跡
か
ら
は
こ
う
し
た
当

時
の
人
々
の
営
み
を
肌
で
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。

「
努
力
遺
産
」
を

後
世
に
伝
え
続
け
る

　

福
島
氏
は
、
笏
谷
石
の
採
石
場
を

福
井
の
「
努
力
遺
産
」
と
考
え
る
。

「
こ
の
場
所
は
生
活
の
た
め
に
危
険

な
作
業
に
従
事
し
て
い
た
人
た
ち
の

努
力
で
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な 

“
思
い
”
や
“
勤
勉
さ
”
の
積
み

重
ね
は
福
井
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
も
繋
が
る
」
と
福
島
氏
は
語
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
福
島
氏
は
福
井
の

人
々
は
自
身
の
強
み
を
表
に
出
さ
な

い
傾
向
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
地

域
の
魅
力
は
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
な
け

れ
ば
、
十
分
に
伝
え
切
れ
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
福
井
の
人
々
の
努
力
の

結
晶
で
あ
る
笏
谷
石
を
地
域
の
誇
り

と
し
て
こ
れ
か
ら
も
伝
え
続
け
た

い
」。
そ
う
語
る
福
島
氏
は
、
昨
年
、

採
石
場
跡
で
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト
を

開
催
。
１
５
０
名
を
超
え
る
観
客
を

集
め
、
笏
谷
石
の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
た
。

今
後
も
、様
々
な
広
報
活
動
を
通
し
、

福
井
の
産
業
を
興
し
た
、
誇
る
べ
き

笏
谷
石
文
化
を
地
域
内
外
に
伝
え
続

け
て
い
く
。

明
治
か
ら
現
代
ま
で
続
く

浜
町
芸
妓

　

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
福
井

の
繊
維
産
業
は
最
盛
期
を
迎
え
て
い

た
。
盛
況
を
誇
っ
た
当
時
の
企
業
の

社
員
た
ち
は
繁
華
街
に
繰
り
出
し
、

福
井
の
中
心
部
を
大
い
に
賑
わ
せ

た
。
そ
の
繁
栄
に
彩
り
を
加
え
て
い

た
の
が
福
井
の
芸
妓
文
化(

浜
町
芸

妓)

だ
。
浜
町
芸
妓
の
ル
ー
ツ
は
古

く
、
近
代
で
は
明
治
期
に
芸
妓
の
学

校
が
創
立
さ
れ
た
記
録
が
残
る
。
当

時
の
花
街
は
照
手
町
や
橋
南
地
域
に

も
広
が
っ
て
お
り
、
宴
席
を
盛
り
上

げ
て
い
た
。
多
彩
な
芸
が
披
露
さ
れ

る
中
、
特
に
「
福
井
小
唄
」
は
福
井

の
情
景
や
歴
史
を
唄
っ
た
も
の
で
、

当
時
か
ら
唄
い
継
が
れ
る
、
地
域
特

有
の
文
化
で
あ
る
。

　

昭
和
20
年
７
月
に
、
福
井
は
大
空

襲
を
受
け
、
戦
災
復
興
途
中
の
昭
和

23
年
に
は
福
井
地
震
が
発
生
。
さ
ら

に
は
水
害
に
も
遭
い
、
甚
大
な
被
害

を
受
け
た
。
花
街
も
大
き
な
被
害
を

福
井
の
産
業
振
興
と
共
に

発
展
し
た
芸
妓
文
化

越前石㈱
代表取締役　福島　喜衞　氏

採石場跡。この空間は、当時の住民の
手によるものだ

ピアノコンサートなどのイベントを
通し、笏谷石や採石場をアピールする
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受
け
た
が
、そ
の
後
、い
わ
ゆ
る
「
ガ

チ
ャ
万
時
代
」
が
到
来
「
不
死
鳥
」

と
謳
わ
れ
る
大
復
興
を
遂
げ
た
。
繊

維
産
業
の
興
隆
に
伴
い
、
花
街
も
再

び
賑
わ
い
を
見
せ
た
。

存
続
の
た
め
の

新
た
な
取
り
組
み

　

繊
維
産
業
は
変
遷
し
、
繊
維
に
携

わ
る
企
業
の
数
が
減
少
。
同
時
に
花

街
も
衰
退
し
て
い
く
。
芸
妓
存
続
の

危
機
に
陥
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

現
在
は
（
一
社
）
福
井
・
浜
町
芸
妓

組
合
（
福
井
市
中
央
３
丁
目
９
︲

26
）
が
浜
町
芸
妓
の
伝
統
を
守
り
続

け
て
い
る
。
今
村
百
子
理
事
長
は
福

井
の
芸
妓
文
化
を
守
る
た
め
、
芸
妓

の
知
名
度
向
上
と
組
織
強
化
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
。
浜
町
芸
妓
の

重
要
課
題
で
あ
る
後
継
者
不
足
解
決

の
た
め
、
今
年
３
月
に
新
卒
対
象
の

就
職
説
明
会
に
参
加
。
学
生
と
接
す

る
場
を
作
り
、
芸
妓
と
い
う
職
業
を

Ｐ
Ｒ
し
た
。

　

ま
た
、
芸
妓
の
活
動
を
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、「
浜
町

芸
妓 

温
習
会
」
や
、
全
国
の
芸
妓

団
体
の
協
力
の
も
と
「
花
あ
か
り
ふ

く
い
」（
Ｐ
62
参
照
）
を
開
催
し
、

多
く
の
観
客
に
向
け
て
華
や
か
な
芸

を
披
露
し
た
。
こ
の
他
に
も
、
昼
の

時
間
帯
に
福
井
県
内
の
主
要
観
光
地

で
ガ
イ
ド
を
す
る
な
ど
新
た
な
取
り

組
み
を
次
々
と
始
め
て
い
る
。

　

後
継
者
育
成
と
い
う
点
で
、
次
に

目
指
す
先
は
「
置
屋
制
度
」
の
復
活
。

こ
れ
は
芸
妓
た
ち
を
一
つ
の
家
に
住

ま
わ
せ
、
日
常
の
生
活
を
通
し
て
芸

妓
と
し
て
必
要
な
技
能
や
知
識
を
学

ぶ
も
の
。
こ
れ
を
現
代
に
適
し
た
形

に
変
え
て
後
進
を
育
て
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

福
井
の
魅
力
は「
繋
が
り
の
強
さ
」

　

今
村
氏
は
、
福
井
の
良
さ
を
「
繋

が
り
の
強
さ
、
距
離
感
の
近
さ
」
だ

と
語
る
。「
花
あ
か
り
ふ
く
い
」
の

後
半
で
は
、
福
井
市
中
心
部
の
５
つ

の
料
亭
に
て
宴
席
が
設
け
ら
れ
た
。

同
席
し
た
他
地
域
の
芸
妓
が
驚
い
た

の
は
、「
客
同
士
の
仲
の
良
さ
」
だ
っ

た
。今
村
氏
は「
地
域
の
魅
力
と
い
っ

て
も
、
そ
こ
に
い
る
人
た
ち
が
楽
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
魅
力
は
伝
わ
ら
な

い
」
と
語
る
。「
浜
町
は
歴
史
的
に

地
域
の
人
た
ち
と
の
強
い
繋
が
り
で

栄
え
た
街
。そ
の
繋
が
り
を
活
か
し
、

来
訪
客
を
福
井
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

引
き
込
み
、 “
繋
が
り
の
強
さ
”
が

つ
く
る
楽
し
い
思
い
出
を
作
っ
て
も

ら
い
た
い
」
と
、
今
後
の
芸
妓
文
化

の
在
り
方
を
熱
く
語
っ
た
。

福
井
の
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て

福
井
藩
医
が
建
立

　

丹
巌
洞
（
福
井
市
加
茂
河
原
１
︲

５
︲
12
）
は
草
庵
や
庭
園
、
料
亭
が

揃
っ
た
名
所
。
江
戸
時
代
の
後
期
に

福
井
藩
医
を
務
め
た
山
本
瑞
庵
の
別

荘
と
し
て
草
庵
が
建
立
さ
れ
た
の
が

起
源
と
な
る
。
加
茂
山
を
背
景
と

し
、
足
羽
川
を
望
む
こ
と
が
で
き
る

景
勝
地
と
し
て
多
く
の
著
名
人
が
訪

れ
て
い
る
。
ま
た
、
幕
末
の
志
士
た

ち
の
密
談
の
場
と
し
て
も
広
く
知
ら

れ
て
い
る
。
明
治
時
代
以
降
は
要
人

の
接
待
や
会
議
の
場
と
し
て
使
用
さ

れ
た
。
戦
災
や
震
災
で
失
わ
れ
る
こ

と
な
く
当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
現
代

に
伝
え
て
い
る
。

　

草
庵
の
最
初
の
姿
は
、
福
井
の
文

化
サ
ロ
ン
だ
っ
た
。
山
本
瑞
庵
は
和

歌
や
俳
句
を
好
む
風
流
人
で
あ
り
、

丹
巌
洞
は
同
好
の
文
化
人
と
の
交
流

の
場
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
草
庵
か
ら

望
む
絶
景
を
楽
し
み
な
が
ら
作
品
を

披
露
し
た
。
橘
曙
覧
や
松
平
春
嶽
も

地
元
の
偉
人
が
活
躍
し
た

現
場
を
探
訪

（一社）福井・浜町芸妓組合
理事長　今村　百子　氏

昨年5月に開催された「浜町芸妓 温習会」
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草
庵
を
訪
れ
、
丹
巌
洞
を
詠
っ
た
作

品
を
残
し
て
い
る
。

新
し
い
日
本
を
模
索
す
る

志
士
た
ち
の
残ざ

ん
し滓

　

幕
末
期
に
な
る
と
、
草
庵
は
文
化

サ
ロ
ン
と
は
別
に
密
議
の
場
と
し
て

も
使
わ
れ
始
め
る
。
福
井
藩
主
で
あ

る
松
平
春
嶽
は
開
明
的
な
考
え
を

持
っ
て
い
た
が
、
福
井
藩
自
体
は
将

軍
家
に
近
い
親
藩
の
た
め
、
難
し
い

舵
取
り
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

状
況
に
あ
っ
て
草
庵
が
密
議
の
場
と

な
っ
た
の
は
、
春
嶽
自
身
が
訪
れ
た

こ
と
が
あ
り
、
閑
静
な
景
勝
で
、
落

ち
着
い
て
話
し
や
す
い
環
境
だ
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
草
庵
を
訪
れ

た
と
も
伝
わ
る
坂
本
龍
馬
は
、
改
革

に
は
福
井
藩
の
力
が
不
可
欠
と
考

え
、
死
の
直
前
ま
で
福
井
藩
と
交
渉

し
続
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
草
庵
の
中
は
資
料
館
と

な
っ
て
お
り
、
展
示
資
料
な
ど
か
ら

当
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

時
代
で
変
わ
る

顧
客
ニ
ー
ズ
に
対
応

　

明
治
以
降
、
会
議
の
場
と
し
て
多

く
の
客
が
訪
れ
る
中
、
接
待
の
場
と

し
て
丹
巌
洞
が
選
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
頃
、
山
本
家
か
ら
宮

﨑
家
に
所
有
が
変
わ
り
、
料
亭
「
丹

巌
洞
」
を
創
業
し
て
接
待
の
質
を
向

上
さ
せ
た
。
昭
和
期
に
は
岡
田
啓
介

に
代
表
さ
れ
る
要
人
の
接
待
に
多
く

利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

バ
ブ
ル
崩
壊
を
き
っ
か
け
に
料
亭

の
需
要
は
大
き
く
減
少
し
た
。
店
を

畳
む
と
こ
ろ
も
出
る
中
で
、
丹
巌
洞

は
現
在
も
営
業
を
続
け
て
い
る
。

　

丹
巌
洞
は
草
庵
だ
け
で
は
な
く
、

庭
園
や
客
間
も
全
て
揃
っ
て
一
つ
の

名
所
に
な
る
。
そ
の
維
持
に
か
か
る

時
間
と
手
間
は
想
像
を
絶
す
る
。「
歴

史
あ
る
建
築
物
が
多
く
、
昔
な
が
ら

の
や
り
方
で
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
箇
所
が
あ
る
な
ど
手
入
れ
は
簡

単
で
は
な
い
。
敷
地
内
の
大
木
も
寿

命
が
近
い
も
の
が
あ
り
、
伐
採
し
た

木
も
あ
る
。
し
か
し
、
先
祖
代
々
手

を
か
け
て
維
持
し
続
け
、
地
域
社
会

に
も
密
接
に
根
付
い
て
い
る
た
め
、

丹
巌
洞
を
潰
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は

い
か
な
い
」
と
宮
﨑
信
雄
代
表
は
強

い
意
志
を
込
め
て
語
る
。最
近
で
は
、

結
婚
式
の
多
様
化
に
伴
い
、
和
風
の

結
婚
式
会
場
と
し
て
選
ば
れ
る
機
会

が
増
え
た
。
ま
た
、
丹
巌
洞
の
絶
景

を
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
利
用
す
る

人
も
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
成
人

式
用
の
写
真
の
撮
影
ニ
ー
ズ
な
ど
が

増
加
し
て
い
る
。
時
代
が
求
め
る
役

割
を
果
た
し
つ
つ
、
丹
巌
洞
は
地
域

と
共
に
今
後
も
在
り
続
け
る
。

　

今
や
観
光
は
、
物
見
遊
山
的
な
も

の
か
ら
地
域
特
有
の
文
化
、
産
業
、

さ
ら
に
は
生
活
体
験
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
大
き

く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。

　

今
回
取
材
し
た
事
業
所
や
団
体

は
、
歴
史
的
な
遺
産
や
伝
統
文
化
を

た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
維
持
し
、
さ
ら
に

は
時
代
に
合
わ
せ
た
取
り
組
み
で
秘

め
ら
れ
た
魅
力
を
現
代
の
人
々
に
伝

え
て
い
る
。
先
人
た
ち
が
積
み
重
ね

て
き
た
努
力
や
思
い
の
詰
ま
っ
た
遺

産
、
文
化
は
、
観
光
客
に
と
っ
て
地

域
の
大
き
な
魅
力
と
な
る
。

　

国
体
や
新
幹
線
開
業
な
ど
来
年
度

以
降
、
福
井
を
訪
れ
る
観
光
客
は
確

実
に
増
え
る
。
し
か
し
、
受
け
入
れ

側
が
福
井
の
魅
力
を
よ
く
実
感
し
た

う
え
で
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
観

光
客
に
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
我
々
自
身
が
地
域
の
産
業
や

文
化
を
理
解
し
、
誇
り
を
持
つ
こ
と

が
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
第
一
歩
と

な
る
。

努
力
や
思
い
の
積
み
重
ね
が

福
井
の
魅
力
を
つ
く
る

料亭　丹巌洞
代表　宮﨑　信雄　氏

草庵は福井地震で被害を受けたが
現在まで保存され続けている

丹巌洞庭園は宮﨑家が
増築や補修を続けて現在に至る

浜町芸妓組合には、現在４名が在籍して
いる


