


は
じ
め
に

『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本
　
ザ
・
近
松
』
第
三
巻
「
近
松
を
旅
す
る
」
を
発
行
い
た
し

ま
す
。
第
一
巻
「
近
松
を
味
わ
う
」、
第
二
巻
「
近
松
を
知
る
」
に
続
く
、
三
部
作
の
最

終
巻
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
作
品
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
人
物
を
知
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
巻
で
は
、
皆
さ
ん
に
近
松
と
と
も
に
旅
を
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

近
松
の
生
涯
や
作
品
を
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
、
単
に
年
表
を
追
う
と
か
、
作
品
を
鑑
賞

す
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
の
背
景
や
時
代
の
裏
側
を
見
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
歌
舞

伎
・
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
絶
賛
さ
れ
な
が
ら
も
、
私
生
活
や
、
作
者
に
な
る
以
前
の
生
活

に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
明
か
さ
な
か
っ
た
近
松
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
青
年
期
を
通
し
、
近

松
の
生
涯
に
は
ま
だ
ま
だ
謎
が
多
く
潜
ん
で
い
ま
す
。



こ
の
一
冊
は
、
そ
ん
な
近
松
を
め
ぐ
る
心
の
旅
に
ご
案
内
し
ま
す
。
こ
の
本
で
は
、
近

松
の
生
涯
や
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
を
紹
介
し
な
が
ら
、
近
松
ゆ
か
り
の
地
を
た
ど

っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
是
非
、
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
片
手
に
旅
を
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
近
松
が
誕
生
し
て
か
ら
三
五
〇
年
。
数
多
く
の
作
品
を
遺
し
、
今
も
な
お
、
た
く
さ

ん
の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
る
近
松
に
、
出
会
え
る
街
角
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
冊
子
の
編
集
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
通
し
て
、
近
松
愛
好
の
輪
が
一
層
広
ま
る
こ
と

を
祈
念
し
、
巻
頭
の
あ
い
さ
つ
と
し
ま
す
。

さ
ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん倶
楽
部



目
次 

は
じ
め
に 

近
松
へ
の
誘
い 

 
　
私
の
近
松
の
旅
　
　
神
戸
女
子
大
学
教
授
　
信
多
純
一 

―
―
―
―
―
―
―
6 

 

　
吉
江
の
里
　
　
　
　
　
　
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
11 

第
一
章 

越
前
・
近
江 
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
19 

 

　
越
前
（
福
井
県
）
　
　
　
　
福
井
市 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯖
江
市
・
朝
日
町 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
国
町 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敦
賀
市 

 

　
近
江
（
滋
賀
県
）
　
　
　
　
大
津
市 

コ
ラ
ム
　
宝
蔵
１
　
近
松
を
召
し
あ
が
れ 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
36 

第
二
章 

山
城
・
摂
津
・
河
内 

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
37 
 

　
山
城
（
京
都
府
）
　
　
　
　
京
都
市 



 

　
摂
津
・
河
内
（
大
阪
府
）
　
大
阪
市 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
東
市 

 

　
摂
津
（
兵
庫
県
）
　
　
　
　
尼
崎
市 

コ
ラ
ム
　
宝
蔵
２
　
近
松
応
援
団 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
58 

第
三
章 

長
門
・
肥
前 

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
59 

 

　
長
門
（
山
口
県
）
　
　
　
　
長
門
市 

 

　
肥
前
（
佐
賀
県
）
　
　
　
　
唐
津
市 

コ
ラ
ム
　
宝
蔵
３
　
近
松
研
究
の
メ
ッ
カ
　
「
近
松
研
究
所
」 

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
67 

特
別
寄
稿 

 

　
近
松
の
旅 

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所
―

―
―
―
―
―
―
―
68 

取
材
地
・
協
力
者
一
覧 

 

資
料
提
供
一
覧 

あ
と
が
き 



6

大
学
二
年
の
頃
、
近
松
研
究
を
志
し
て
以
来
凡お

よ

そ
五
十
年
、
近
松
の
没
し
た
年
齢
と
年

も
等
し
く
な
り
ま
し
た
。
思
え
ば
永
い
近
松
を
尋
ね
る
旅
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
近
松
を
知

る
大
事
な
過
程
と
し
て
、
太
夫

た
ゆ
う

研
究
、
彼
と
関
わ
り
の
深
い
宇
治
加
賀

う

じ

か

が

の

掾じ
ょ
う

の
研
究
が
そ
の

始
め
で
し
た
。

昭
和
三
十
二
年
、「
解
釈
と
鑑
賞
」
誌
が
戦
後
初
め
て
近
松
特
集
誌
を
編
み
、
当
時
院

生
の
私
も
こ
れ
に
「
近
松
の
伝
記
―
加
賀
掾
・
藤
十
郎
・
義
太
夫
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」

を
執
筆
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
後
の
私
の
研
究
に
大
き
い
影
響
を
落
し
ま
し
た
。
爾じ

来ら
い

近
松

の
一
生
を
追
う
こ
と
に
な
り
、
一
往
先
年
完
成
し
た
岩
波
書
店
版
『
近
松
全
集
』
第
十
七
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巻
「
伝
記
資
料
」
の
編
纂

へ
ん
さ
ん

で
結
実
を
み
ま
し
た
。

昭
和
三
十
四
年
発
行
の
森
修
氏
『
近
松
門
左
衛
門
』（
三
一
書
房
）
は
名
著
で
す
が
、

こ
の
手
伝
い
を
私
も
し
ま
し
て
、
杉
森
家
を
共
に
訪と

い
、
杉
森
系
譜
の
他
、
未
紹
介
で
あ

っ
た
親
類
書
な
ど
を
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
所
は
芦
原
で
あ
り
時
は
お
盆
時
分
、

柿
の
葉
に
盛
ら
れ
た
鮨す

し

を
よ
ば
れ
た
記
憶
が
今
に
鮮
明
で
す
。

こ
う
し
て
福
井
方
面
へ
の
近
松
を
尋
ね
る
旅
が
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
勤
務
先
の
大
阪
大

学
国
文
科
旅
行
で
、
吉
江
に
も
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
川
や
周
囲
の
山
の
た
た
ず
ま
い
に
、

幼
時
の
近
松
を
想
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
平
穏
な
地
か
ら
京
の
繁
華
の
地
に
身

を
転
じ
た
信
盛
の
境
遇
の
変
化
は
、
そ
の
心
情
に
い
か
程
の
大
き
い
刺
戟

し
げ
き

を
与
え
た
こ
と
で

あ
ろ
う
と
。

鯖
江
に
は
そ
の
後
『
近
松
全
集
』
伝
記
編
の
た
め
に
一
人
で
訪
ね
、
藩
政
資
料
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。
丁
度
近
松
の
展
示
も
し
て
お
ら
れ
た
時
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
ま
す
。
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福
井
の
街
に
は
、
岩い

わ

佐さ

又ま
た

兵
衛

べ

え

の
展
覧
会
に
か
け
て
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
直
接
的
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
松
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
旅
で
す
。

『
奇
想
の
系
譜
』
な
ど
名
著
の
あ
る
美
術
史
家
辻つ

じ

惟の
ぶ

雄お

氏
に
誘
わ
れ
、
熱
海
Ｍ
Ｏ
Ａ
美

術
館
に
又
兵
衛
画
『
上
瑠
璃
』
絵
巻
の
調
査
に
山
に
籠こ

も

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

京
都
書
院
か
ら
、
複
製
・
翻
刻
そ
し
て
辻
氏
・
私
な
ど
の
解
説
付
き
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
を
皮
切
り
に
私
は
『
浄じ

ょ
う

瑠
璃

る

り

御ご

前ぜ
ん

物
語

も
の
が
た
り

』（
十
二
段
草
子
）
の
本
格
的
研
究
に

進
み
ま
す
。
以
来
又
兵
衛
の
画
業
は
常
に
注
目
し
て
お
り
、
訪
福
に
至
っ
た
の
で
す
。
最

近
私
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
古こ

浄じ
ょ
う

瑠
璃

る

り

・
説
経
集

せ
っ
き
ょ
う
し
ゅ
う
』
で
『
浄
瑠
璃
御
前
物

語
』
を
担
当
し
、
底
本

て
い
ほ
ん

に
Ｍ
Ｏ
Ａ
本
を
採
用
し
ま
し
た
。
従
来
は
無
視
さ
れ
て
い
た
本
文

な
の
で
す
が
、『
浄
瑠
璃
』
本
然

ほ
ん
ぜ
ん

の
姿
を
よ
り
多
く
残
す
本
文
と
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。

近
松
は
こ
の
『
浄
瑠
璃
』
に
始
ま
る
浄
瑠
璃
作
者
で
あ
り
、
こ
の
作
自
体
を
も
と
に
『
十

二
段
』
そ
の
他
の
作
品
を
も
の
し
て
い
ま
す
。

初
め
に
「
近
松
の
伝
記
」
に
挑
ん
だ
こ
と
が
大
き
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
ま
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し
た
。
こ
の
時
の
調
査
行
が
、
後
々
人
の
縁
、
物
の
縁
と
な
っ
て
未
だ
に
関
わ
り
が
網
の
目

の
よ
う
に
つ
な
が
り
ま
す
。

近
松
の
仏
教
の
師
と
言
わ
れ
て
い
た
江
戸
の
傑
僧
浄
厳

け
っ
そ
う
じ
ょ
う
ご
ん

（
契
沖

け
い
ち
ゅ
う

の
師
で
も
あ
る
）
を
河か

わ

内ち

の
寺
に
訪
ね
て
、
近
松
当
時
の
宗
教
界
・
思
想
界
の
研
究
に
つ
な
が
っ
た
り
、
同
志
の

三
井

み
つ
い

淳
生

あ
つ
お

画
伯
と
知
り
合
い
仏
教
版
画
の
収
集
に
向
か
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
先
般
近
松

自
筆
の
『
傾
城
反
魂
香

け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う

』
草
稿
の
所
在
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
持
主
の
所
に
連
れ
て
い

っ
て
下
さ
っ
た
古
書
肆

こ

し

ょ

し

の
主
人
な
ど
と
の
つ
な
が
り
も
、
そ
う
し
た
人
の
縁
の
上
に
築
か
れ

て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
旅
の
道
連
れ
と
の
機
縁
は
、
私
を
近
松
の
歌
舞
伎
の
代
表
作
『
け
い
せ
い
仏

の
原
』
上
本

じ
ょ
う
ほ
ん

・
『
け
い
せ
い
七
堂

し
ち
ど
う

伽が

藍ら
ん

』
上
本
の
入
手
や
、
最
近
ま
た
『
今
源
氏
六
十
帖
』

そ
れ
ぞ
れ
名
前
は
判
っ
て
い
ま
し
た
が
、
所
在
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
稀き

本ほ
ん

の
入
手
と
い
っ

た
幸
運
に
導
い
て
く
れ
ま
す
。

私
の
近
松
探
索
の
旅
の
終
り
に
、
こ
の
よ
う
に

も
の

で
果
報
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
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の
は
、
近
松
さ
ん
の
褒ほ

う

美び

な
の
か
と
自
惚

う
ぬ
ぼ

れ
た
り
し
ま
す
が
、
し
か
し
本
当
は
、
も
の

で

は
な
く
彼
が
示
し
て
く
れ
て
い
る
作
品
の
心
、
私
達
を
打
つ
心
こ
そ
、
私
だ
け
で
な
く
皆
人

へ
の
贈
り
物
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
の
作
品
の
心
を
探
る
旅
は
ま
だ
続
く
よ
う
で

す
。

信多 純一 しのだ じゅんいち

1931年大阪生まれ。京都大学文学部国語国文科卒

業、同大学院文学研究科博士課程単位修得退学。

松蔭短期大学・奈良女子大学・大阪大学を経て、

現在、神戸女子大学教授、大阪大学名誉教授。

主な著書に『のろまそろま狂言集成』（大学堂書店、

毎日出版文化賞特別賞〈1975〉）、『絵巻　上瑠璃』

（京都書院）、『近松門左衛門集』（新潮日本古典集

成）、『近松の世界』（平凡社、角川源義賞〈1992〉）、

『にせ物語絵』（平凡社）、『古浄瑠璃・説経集』（岩

波新日本古典文学大系）などがある。

文学博士、1999年紫綬褒章受賞。
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明
暦

め
い
れ
き

元
年
（
一
六
五
五
）、
松
平
昌
親
が
吉
江
藩

主
と
し
て
入
部
す
る
に
伴
い
、
四
六
名
の
付
け
人
が

入
部
し
た
が
、
そ
の
中
に
近
松
門
左
衛
門
の
父
、
杉

森
信
義
の
名
が
あ
る
。

近
松
門
左
衛
門
は
、
承
応

じ
ょ
う
お
う

二
年
（
一
六
五
三
）
に

出
生
、
当
時
は
二
歳
（
数
え
年
で
三
歳
）
の
幼
子
で
、

幼
名
を
「
次
郎
吉
」
と
い
い
、
そ
の
後
約
一
〇
年
間

を
両
親
と
五
人
の
兄
弟
と
共
に
春
慶

し
ゅ
ん
け
い

寺じ

山や
ま

の
麓ふ

も
と

近
く
、

吉
江
の
地
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

「
次
郎
吉
」
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
想
像
し
な
が
ら
、

春慶寺

信
長
の
焼
き
討
ち
遁
が
れ
し
春
慶
寺
の

山
号
顕
た
せ
て
夕
光
た
だ
よ
う

（
春
慶
寺
に
て
）
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吉
江
の
里
を
散
策
し
て
み
よ
う
。

う
ら
ら
か
な
春
の
あ
る
日
、
一
〇
歳
に
な
っ

た
次
郎
吉
は
早
朝
鶏
の
鳴
き
声
で
眼
を
覚
ま

し
、
慣
れ
親
し
ん
だ
近
く
の
春
慶
寺
山
に
向

か
っ
た
。
中
腹
に
あ
る
春
慶
寺
へ
と
続
く
緩
や

か
な
参
道
の
脇
に
は
竹
林
が
生
い
茂
り
、
登

り
口
の
地
蔵
堂
に
は
笏
谷
石

し
ゃ
く
だ
に
い
し

で
彫
ら
れ
た
六

体
の
地
蔵
尊
が
安
置
さ
れ
、
頭ず

巾き
ん

と
輪
袈
裟

わ

げ

さ

の
朱
色
が
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
で
あ
る
。
春
慶
寺

の
境
内
に
は
樹
齢
千
年
と
も
推
定
さ
れ
る
杉

の
木
が
天
を
押
し
上
げ
て
い
る
。
ほ
ど
な
く
着

い
た
山
頂
か
ら
吉
江
の
里
を
眺
め
な
が
ら
、
自

分
の
将
来
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
。
父
の
よ
う

吉江藩城下町跡想定図

天神山
経ヶ獄

御館跡

西照寺
組町跡

西町

新町

乙千代丸館跡

家中跡

蔵屋敷

牛屋町
本町

東町

柳町大手先
裏門跡家中跡

家中跡
御徒町跡

現浅水川

春慶寺
天満神社

大谷の池

七曲り
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に
吉
江
藩
士
と
し
て
奉
公
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
…
。
ま
だ
何
も
確
た
る
思
い

で
は
な
い
が
、
幼
い
こ
ろ
に
母
に
つ
れ
ら
れ

て
一
緒
に
見
た
幸
若
舞

こ
う
わ
か
ま
い

が
頭
の
隅
に
残
っ
て

お
り
、
春
霞
の
よ
う
に
脳
裏
を
去
来
す
る
。

次
郎
吉
の
胸
の
中
は
い
ま
だ
五
里
霧
中
で
あ

っ
た
。

春
慶
寺
山
は
、
春
は
さ
く
ら
、
秋
に
は
も

み
じ
狩
り
が
楽
し
め
る
自
然
の
楽
園
で
あ
る
。

そ
の
中
腹
に
建
立
さ
れ
た
春
慶
寺
は
、
正
保

し
ょ
う
ほ
う

二
年
（
一
六
四
五
）
頃
「
春
日
山
春
慶
寺
」

の
山
号
を
賜
っ
て
い
る
が
、
そ
の
起
源
に
つ

い
て
は
飛
鳥
、
奈
良
時
代
に
ま
で
遡

さ
か
の
ぼ

る
と

旧吉江城下のたたずまい（吉江七曲り通り）
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も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
無
住

の
寺
と
な
っ
た
今
で
も
、「
シ

ュ
ン
ケ
ッ
サ
ン
」
と
親
し
ま

れ
、
檀だ

ん

徒と

に
よ
っ
て
毎
月

「
講
」
が
勤
め
ら
れ
て
お
り
、

住
民
の
心
の
拠よ

り
所
と
な

っ
て
い
る
。

次
郎
吉
は
境
内
の
杉
の

大
木
に
登
り
、
日
野
の
流

れ
の
き
ら
め
き
や
、
遠
く
広

が
る
田
園
風
景
を
眺
め
て

い
た
。
春
慶
寺
は
近
松
門

左
衛
門
が
成
育
し
て
い
く

吉江の里で過ごした近松を後世に伝え、立待地区の文化の振

興に資するため、立待公民館が中心となり、さまざまな活動を

展開している。

昭和52年 近松の命日（11月22日）に俳句会を開催（近松門

（1977） 左衛門奉賛会）

53年 立待公民館横に近松門左衛門文学碑を建立

平成 5 年 『近松門左衛門と吉江藩』発行

10年 第1回「たちまち近松まつり」開催

毎年「真桑の人形浄瑠璃」（岐阜県真正町、国指定

重要無形文化財）を公演

13年 「立待近松の里づくり事業推進委員会」発足

14年 吉江町の公民館前に近松門左衛門像を建立

「たちまち近松人形劇団」創立（立待小学校児童）

第5回「たちまち近松まつり」で創作劇を旗揚げ公演

近松の里－立待地区－の活動
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上
で
の
「
原
風
景
」
と
し
て
大

き
な
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
、

人
間
形
成
に
強
い
影
響
を
与

え
た
で
あ
ろ
う
。

次
郎
吉
は
学
問
に
も
励
み
、

古
老
達
が
話
す
吉
江
の
遺
跡

に
つ
い
て
の
話
を
好
ん
で
聞
い

た
。
夜
の
と
ば
り
が
お
り
る
と
、

行
灯

あ
ん
ど
ん

の
灯
の
も
と
に
机
に
向
か

っ
て
、
日
頃
聞
く
吉
江
神
社
の

故
事
来
歴
を
一
人
頭
の
中
で

思
い
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
眠
り
に

つ
き
、
夜
が
明
け
る
と
学
問
所

平成 8 年 さればでござる近松講座　開講

（1996） 福井大学教授三好修一郎氏の軽妙な語りが受講

生を魅了、平成10年まで継続。その後、この講座に

よる近松顕彰への市民活動の高揚を、このままにし

たくない、と愛好家が集い、『さばえ近松倶楽部』と

して活動をスタート。

11年 『さばえ近松倶楽部』発足

活動内容 年数回の講座開設、文楽・歌舞伎の鑑

賞、自主学習会、機関紙の発行など

長門市視察交流会

12年 『さばえ近松ものがたり』刊行

近松ゆかりの地交流事業（E江市・長門市・尼崎市）

13年 『ちかまつうるる読本』（３冊シリーズ）刊行

さばえ近松
ちかもんくん

倶楽部のあゆみ
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に
行
っ
て
、
熱
心
に
先
生
の
講
義
を
聞
く
学
問
好
き
な
少
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
た
わ
ら
、

俳
句
を
嗜た

し
な
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

次
郎
吉
は
ま
た
、
学
問
所
か
ら
の
帰
路
、
吉
江
七
曲
り
通
り
を
、
足あ

し

駄だ

の
音
を
響
か
せ

な
が
ら
袴は

か
ま

の
裾す

そ

を
蹴
上
げ
て
通
り
抜
け
る
闊
達

か
っ
た
つ

な
少
年
で
あ
っ
た
。

吉
江
七
曲
り
通
り
は
、
吉
江
藩
の
城
下
町
の
名
残
で
、
こ
の
辺
り
一
帯
の
家
の
地
割
り

や
、
道
路
の
区
画
は
ほ
と
ん
ど
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
七
曲
り
」
の
名

の
と
お
り
、
道
路
は
七
つ
の
鉤
型

か
ぎ
が
た

に
曲
り
な
が
ら
、
柳
町
・
東
町
・
本
町
・
牛
屋
町
・
西

町
・
新
町
の
六
つ
の
町
並
み
を
貫
い
て
い
る
。

江
戸
後
期
、
今
か
ら
約
二
〇
〇
年
前
に
は
、
一
七
〇
軒
の
屋
敷
が
並
び
「
小
江
戸
七
曲

り
」
と
も
呼
ば
れ
た
そ
う
だ
。
当
時
は
吉
江
藩
の
家
臣
達
や
馬
が
通
り
、
米
や
野
菜
を
積

ん
だ
大
八
車

だ
い
は
ち
ぐ
る
ま

が
「
ガ
ラ
ガ
ラ
」
と
音
を
た
て
な
が
ら
往
来
し
て
い
た
。
今
で
も
昔
の
面
影
を

残
す
立
派
な
黒
塀
と
門
構
え
の
家
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
辺
り
の
情
景
を
な
が
め
る
と
、
め

ま
ぐ
る
し
い
日
常
か
ら
隔
て
ら
れ
、
異
次
元
の
世
界
に
身
を
置
く
よ
う
な
、
不
思
議
な
安
堵
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感
に
充
た
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

時
は
流
れ
、
藩
を
辞
し
た
父
は
一
家
を
引
き

連
れ
て
京
都
に
移
る
が
、
次
郎
吉
は
そ
の
頃
に

は
立
派
な
文
学
青
年
に
成
長
し
て
い
た
。

次
郎
吉
が
十
九
歳
の
頃
に
作
っ
た
俳
句
に
次

の
句
が
あ
る
。

し
ら
雲
や

は
な
な
き
山
の

恥
か
く
し

そ
し
て
京
都
に
移
り
住
ん
で
か
ら
の
次
郎
吉

は
、
公
家
奉
公
の
経
験
の
後
、
文
学
的
才
能
が

開
花
し
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
の
名

を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
元
禄
三
大
文
豪
の
一
人

と
し
て
、
浮
世
草
子
の
井
原
西
鶴
、
俳
諧
の
松

近松門左衛門文学碑（立待公民館）
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尾
芭
蕉
と
並
び
称
さ
れ
る
。

鯖
江
市
で
は
近
松
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
、
昭
和
五
十
三
年
、

立
待
公
民
館
横
に
記
念
碑
庭
園
を
造
り
、
近
松
の
辞
世
文
が
記
さ
れ
た
碑
や
、
水
上
勉
氏

揮
毫
の
『
近
松
門
左
衛
門
先
生
由
縁
之
地
』
と
記
し
た
顕
彰
碑
を
建
立
し
た
。

こ
の
碑
と
対
面
す
る
と
き
、
近
松
研
究
者
の
大
阪
市
立
大
学
教
授
森
修

も
り
し
ゅ
う

氏
の
「
解
説
文
」

に
よ
っ
て
、
こ
の
吉
江
の
地
が
近
松
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と
の
お
墨
付
き
の
意
味
が
脈
々

と
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。



第

一
章

越
　
前
（
福
井
県
）

近
　
江
（
滋
賀
県
）

福井県 

滋賀県 
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福
井
市
は
近
松
が
生
ま
れ
た
ま
ち
で
す
。
近
松
の
父
は
福
井
藩
の
藩
士
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録

が
あ
り
、
近
松
は
福
井
で
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

正
保

し
ょ
う
ほ
う

二
年
（
一
六
四
五
）、
福
井
藩
の
分
家
と
し
て
吉
江
藩
が
成

立
し
、
こ
の
時
父
は
吉
江
藩
士
と
な
り
ま
し
た
。
近
松
は
承
応

じ
ょ
う
お
う

二
年

（
一
六
五
三
）
に
福
井
で
生
ま
れ
、
明
暦

め
い
れ
き

元
年
（
一
六
五
五
）、
一

家
で
吉
江
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

福
井
駅
前
の
北
の
庄
通
り
に
は
北
の
庄
城
址
柴
田
神
社
、
市
街

地
中
心
の
福
井
城
跡
に
県
庁
や
市
民
の
憩
い
の
地
中
央
公
園
が
あ

り
ま
す
。

柴
田
神
社
は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
、
柴し

ば

田た

勝
家

か
つ
い
え

福井城跡（福井県庁）
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を
祀
り
北
の
庄
城
本
丸
跡
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
境け

い

内
社

だ
い
し
ゃ

に
稲
荷
神
社
が
あ
り
、
平
成
十
年
（
一

九
九
八
）
に
は
、
お
市い

ち

の
方
の
三
姫
（
茶
々

ち
ゃ
ち
ゃ

、
初は

つ

、
江
与

え

よ

）
を
祀
る
三
姉
妹
神
社
が
創
建
さ
れ
ま

し
た
。

天
正

て
ん
し
ょ
う

三
年
（
一
五
七
五
）、
柴
田
勝
家
が
北
の
庄
に
入
国
し
、
北
の
庄
城
を
築
城
し
ま
し
た
。

か
な
り
大
き
な
城
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
天
正
十
一

年
、
豊
臣
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
落
城
し
ま
し
た
。
妻
の
お

市
の
方
（
織
田
信
長
の
妹
）
や
家
臣
も
城
と
運
命
を
と

も
に
し
ま
し
た
。
毎
年
春
に
は
「
福
井
時
代
行
列
」
で
、

勝
家
や
お
市
の
方
に
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
後
慶
長

け
い
ち
ょ
う

五
年
（
一
六
〇
〇
）、
徳
川
家
康
の
次

男
結
城

ゆ
う
き

秀
康

ひ
で
や
す

が
福
井
藩
主
と
な
り
、
同
十
一
年
に
築
城
、

城
下
町
を
整
備
し
ま
し
た
。
現
在
の
福
井
市
街
の
基
礎

は
こ
の
頃
に
整
っ
た
と
い
え
ま
す
。
寛
文

か
ん
ぶ
ん

の
大
火
に
よ
っ

416

158

8

日野川 

足羽川 

北陸自動車道 

福井北I.C.

福井I.C.
清水町 

松岡町 
福井市役所 

柴田神社 
足羽山 

福井県庁 

一乗谷朝倉氏遺跡 

養浩館庭園 フェニックスプラザ 

九頭竜川 

JR北陸本線 

福井鉄道 

JR福井駅 

福井市街



て
城
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
ま
し
た
が
、
福
井
の
名
の
起
こ

り
と
な
っ
た
「
福
の
井
」
と
呼
ば
れ
る
井
戸
跡
が
天
守
台

下
に
あ
り
ま
す
。

市
の
東
部
一
乗
谷

い
ち
じ
ょ
う
だ
に

に
は
、
南
北
朝
時
代
に
朝
倉
氏
が
居

を
構
え
、
城
下
町
を
形
成
し
ま
し
た
。
天
正
元
年
、
織
田

信
長
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
国
の
特
別

史
跡
に
指
定
さ
れ
、
町
並
が
復
原
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

奥
に
は
、
佐
々
木
小
次
郎
が
「
つ
ば
め
返
し
」
を
あ
み
だ

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
乗
滝
が
あ
り
ま
す
。

市
街
地
の
南
西
に
は
、
足
羽
山
が
あ
り
ま
す
。
継
体

け
い
た
い

天
皇
像
や
、
古
墳
群
、

橘
た
ち
ば
な
の

曙
覧

あ
け
み

記
念

文
学
館
、
郷
土
歴
史
博
物
館
、
自
然
史
博
物
館
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
春
に
は
桜
、
初
夏
に
は

紫
陽
花

あ
じ
さ
い

が
咲
き
誇
り
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
と
ミ
ニ
動
物
園
を
備
え
た
遊
園
地
や
、
植

物
園
も
あ
り
、
自
然
を
満
喫
し
な
が
ら
の
ん
び
り
と
散
策
す
る
の
に
も
っ
て
こ
い
の
公
園
で
す
。

22

北の庄城址柴田神社



鯖
江
市
は
幼
少
年
期
を
鯖
江
の
吉
江
で
過
ご
し
た
、
文ぶ

ん

豪ご
う

近
松
門
左
衛
門
に
出
会
え
る
ま
ち
で
す
。

市
の
南
部
、
鯖
江
台
地
の
南
端
に
王
山

お
う
ざ
ん

古
墳
群
が
あ
り

ま
す
。
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
国
の
史
跡
と
し

て
指
定
を
受
け
、
古
墳
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

少
し
北
に
行
く
と
鯖
江
の
顔
、
西
山
公
園
が
あ
り
ま
す
。

安
政

あ
ん
せ
い

六
年
（
一
八
五
九
）
第
七
代
鯖
江
藩
主
間
部

ま
な
べ

詮
勝

あ
き
か
つ

が
、
領
民
と
共
に
楽
し
む
庭
園
と
し
て
嚮
陽
渓

き
ょ
う
よ
う
け
い

を
開
拓
し

ま
し
た
。
昭
和
に
な
っ
て
つ
つ
じ
が
植
栽
さ
れ
、
日
本
海

側
随
一
の
つ
つ
じ
の
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
約
四
万
三

23

西山公園
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　江I.C.

JR 
北陸本線 

JR　江駅 

8

日野川 

浅水川 

福井鉄道 
武生市 今立町 

福井市 

北陸自動車道 
417

越前漆器伝統産業会館 
越前漆器協同組合 

嚮陽会館 

栄進堂 大黒屋 
サバエシティホテル 

古墳公園 

西山公園 

王山古墳群 

　江市役所 

　江市資料館 

朝日町役場 

文 立待小学校 
西光寺 

日野川 

西縦貫線 

浅水川 

立待公民館 

天満社 

春慶寺 

天満社 

天満社 

石田橋 

　吉江町公民館 

石田の渡し場跡 

弁天橋 

吉江藩館跡碑 

三国町 

福井市 

敦賀市 

　江市 朝日町 

福井県

鯖江市・朝日町

吉江周辺



千
株
の
つ
つ
じ
が
咲
き
乱
れ
る
季
節
は
実
に
み
ご
と
な
も
の
で
す
。
春
は
桜
、
つ
つ
じ
の
花
が
咲

き
誇
り
、
夏
に
は
ホ
タ
ル
が
飛
び
か
い
、
レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
で
お
な
じ
み
の
西
山
動
物
園
な
ど
、
季

節
を
問
わ
ず
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

西
山
公
園
の
北
に
鯖
江
市
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。
館
内
に
は
近
松
の
座
像
や
近
松
関
連
の
年

表
、
浄
瑠
璃
の
正
本
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
資
料
館
に
は
古
墳
時
代
の
資
料
や
、
江
戸
時

代
の
鯖
江
藩
の
資
料
な
ど
が
多
数
収
蔵
・
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
鯖
江
市
の
歴
史
を
学
ぶ
の
に
最

適
な
施
設
で
す
。

鯖
江
市
は
、
古
墳
時
代
か
ら
歴
史
の
続
く
ま
ち
で
す
。
市
内
に
は
約
八
〇
〇
基
の
古
墳
が
点
在

し
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
新
町
で
「
銅
鐸

ど
う
た
く

」

が
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
は
西
山
公
園
で

「
有
鉤
銅
釧

ゆ
う
こ
う
ど
う
く
し
ろ

」
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
戦
国
時

代
の
城
跡
な
ど
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
北
に
進
む
と
、
浅
水
川

あ
そ
う
ず
が
わ

が
あ
り
川
に
沿
っ
て

25

有鉤銅釧
弥生時代の青銅製の腕輪
鉤（かぎ）が付いているのは全国で
も珍しい



下
る
と
い
よ
い
よ
吉
江
の
地
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
吉
江
藩
が
成
立
し
ま
し
た
。
館
は
現
在
の
浅
水
川
に
架
か
る
弁
天
橋

の
あ
た
り
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
川
の
ほ
と
り
に
吉
江
藩
館
跡
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

立
待
公
民
館
の
前
に
は
三
味
線
の
形
を
し
た
庭
や
文
学
碑
が
あ
り
ま
す
。

重
厚
な
趣
の
西
光

さ
い
こ
う

寺じ

の
表
門
は
、
吉
江
藩
館
の
門
を
移
築
し
た
も
の
で
す
。
城
下
町
の
た
た
ず

ま
い
を
残
す
七
曲

な
な
ま
が

り
な
ど
、
吉
江
の
地
は
、
今
も
な
お
当
時
の
吉
江
藩
を
偲し

の

ぶ
こ
と
が
で
き
、
近

松
が
遊
ん
だ
で
あ
ろ
う
春
慶

し
ゅ
ん
け
い

寺じ

山
や
日
野
川
の
自
然
が
多
く

残
っ
て
い
ま
す
。

吉
江
付
近
の
地
区
に
三
社
の
天
満
宮
が
あ
り
ま
す
。

菅
原
道
真

す
が
わ
ら
み
ち
ざ
ね

の
ゆ
か
り
の
地
で
も
あ
り
、
道
真
の
三
男
の
乙お

と

千
代

ち

よ

丸ま
る

が
居
住
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
西
番
町
に
館
跡

の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
が
後
の
浄

瑠
璃
『
天
神

て
ん
じ
ん

記き

』
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

26
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鯖
江
市
で
は
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
に
近
松
生
誕
三
四
五
年
祭
を
開
催
し
、
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ち
か
も
ん
く
ん
」
を
創
出
す
る
な
ど
、
近
松
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま

す
。吉

江
か
ら
七
曲
り
を
ぬ
け
、
石
田
の
渡
し
で
日
野
川
を
越
え
、
石
田
を
さ
ら
に
西
へ
進
む
と
朝

日
町
で
す
。
高
台
に
あ
る
古
墳
公
園
か
ら
は
、
鯖
江
が
一
望
で
き
ま
す
。
朝
日
町
の
歴
史
は
古
く
、

縄
文
・
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
の
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
泰
澄
大
師
が

越
知

お

ち

山さ
ん

に
大
谷
寺
を
開
き
、
山
岳
仏
教
（
人
里
か
ら
離
れ
て
山
の
中
で
修
行
す
る
仏
教
）
が
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
。

石
田
の
西
に
接
す
る
田
中
、
こ
こ
は
、
室
町
時
代
に
栄
え
た
幸
若
舞
の
発
祥
の
地
で
す
。
浄
瑠

璃
や
歌
舞
伎
な
ど
、
後
の
芸
能
や
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
幸
若
舞
は
、
幼
い
近
松
の
心
を

ど
の
よ
う
に
揺
さ
ぶ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

丹
生

に

ゅ

う

郡ぐ
ん

朝あ
さ

日ひ

町
ち
ょ
う

27



E江は、国内シェアの約90％・世界シェアの約20％

を占めるめがねの街です。近年はチタンや形状記憶合

金など新素材による新技術の開発にも力を入れてお

り、日本の眼鏡産業の首都ともいえるでしょう。

繊維の街としても有名で、最近ではハイテク技術を

駆使し、医療・環境資材など新分野への挑戦も試み

られ、世界から熱い注目を集めています。

また、漆文化発祥の地でもあり、日本の漆器五大産

地のひとつです。河和田
か わ だ

塗
ぬり

ともいわれる越前漆器は

1500年の歴史をもち、その研
と

ぎすまされた技は伝統工

芸として高い評価を受けています。

28

越前漆器

めがね



三
国
町
は
、
近
松
の
歌
舞
伎
作
品
の
中
で
も

最
高
傑
作

け
っ
さ
く

の
ひ
と
つ
『
け
い
せ
い
仏ほ

と
け

の
原は

ら

』
の
舞

台
と
な
っ
た
ま
ち
で
す
。
京
都
東
山
で
の
月
窓

げ
っ
そ
う

寺じ

「
沓く

つ

は
き
如
来

に
ょ
ら
い

」
の
開
帳

か
い
ち
ょ
う

を
取
り
入
れ
た
作
品
で
、

三
国
の
月
窓
寺
や
遊
郭

ゆ
う
か
く

が
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
三
国
の
市
街
は
、
下
町
と
上
新

町
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
下
町
は
九
頭

竜
川
沿
い
や
港
橋
付
近
に
問
屋
の
蔵
が
立
ち
並

び
、
上
新
町
は
商
店
街
や
遊
郭
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
三
国
の
遊
女
は
文
学
の
素そ

養よ
う

が
高

く
、
俳
諧
に
秀
句
を
残
す
遊
女
も
い
た
そ
う
で
す
。
現
在
で
も
古
い
町
並
み
に
当
時
を
偲
ぶ
こ
と

29

　三国町役場 

竹田川 

九頭竜川 

東尋坊 

305

雄島 

松島水族館 
休暇村越前三国 

瀧谷寺 

みくに龍翔館 

みくに文化未来館 
三国漁港 

月窓寺 

三国町



が
で
き
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
月
窓
寺
の
宝
物
「
沓
は

き
如
来
」
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

三
国
湊
は
、
古
代
よ
り
続
い
て
お
り
、
中
世
に
さ
ら

に
発
達
、
中
世
後
期
に
は
軍
事
的
な
重
要
度
も
高
ま
り

ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
北
前
船

き
た
ま
え
ぶ
ね

に
よ
る
運
送
が
盛
ん

に
な
り
、
交
易
圏
の
広
が
り
や
商
品
流
通
経
済
が
活
発

に
な
り
、
ま
す
ま
す
賑
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
海
の
奇
勝
「
東
尋
坊

と
う
じ
ん
ぼ
う

」。
見
所
は
海
食
に
よ
っ

て
荒
々
し
く
カ
ッ
ト
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
岩
肌
で
す
。
絶

壁
に
日
本
海
の
荒
波
が
打
ち
寄
せ
る
さ
ま
は
実
に
豪
快

で
す
。
一
年
を
通
し
て
観
光
客
で
賑
い
、
特
に
夏
に
は
、

海
水
浴
で
県
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
。

30

月窓寺



敦
賀
市
は
、
浄
瑠
璃
『
け
い
せ
い
反
魂
香

は
ん
ご
ん
こ
う

』
の
舞
台
と
な
っ
た
ま
ち
で
す
。

「
…
天
満
天
神
の
告
げ
あ
り
て
、
越
前
ノ
国
気
比
の
浦
へ
と
旅
羽
織

た
び
ば
お
り

…
」
主
人
公
狩
野

か
の
う

元
信

も
と
の
ぶ

が
、

松
を
描
く
た
め
に
敦
賀
の
浜
に
や
っ
て
く
る
と
こ

ろ
か
ら
話
が
始
ま
り
ま
す
。

敦
賀
市
は
、
古
来
よ
り
敦
賀
港
を
中
心
に
日
本

海
側
諸
国
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。

市
街
中
心
部
に
あ
る
緑
に
包
ま
れ
た
氣
比
神
宮

と
、
そ
の
大
鳥
居
の
素
晴
ら
し
さ
は
実
に
見
事
で

す
。
大
宝

た
い
ほ
う

二
年
（
七
〇
二
）
の
建
立
と
伝
え
ら
れ

る
氣
比
神
宮
は
、
仲
哀

ち
ゅ
う
あ
い
天
皇
を
は
じ
め
七
柱
の
祭

31
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JR敦賀港駅 

氣比神宮 

敦賀湾 

JR敦賀駅 

敦賀I.C.

北陸 
自動車道 

金崎宮 

総合運動公園 
敦賀市役所 

気比の松原 西福寺 

敦賀市街



神
を
祀
る
北
陸
道
の
総
鎮
守
で
す
。
高
さ
一
一
メ
ー
ト
ル
の
大
鳥
居
は
、
木
造
と
し
て
は
春
日

か
す
が

大
社

た
い
し
ゃ

（
奈
良
）、
厳
島
神
社

い
つ
く
し
ま
じ
ん
じ
ゃ

（
広
島
）
と
並
ぶ
日
本
三
大
鳥
居
の
一
つ
で
、
荘
厳
な
境
内
は
越
前

一
の
宮
と
し
て
の
風
格
が
漂
い
ま
す
。
ま
た
、
か
つ
て
こ
こ
を
参
拝
し
た
松ま

つ

尾お

芭
蕉

ば
し
ょ
う

の
像
と
句
碑

も
残
っ
て
い
ま
す
。

商
店
街
か
ら
少
し
行
く
と
、
気
比
の
松
原
が
あ
り
ま
す
。

白
砂
青
松
の
松
原
は
訪
れ
る
人
に
や
す
ら
ぎ
を
与
え
、
夏

は
松
原
海
水
浴
場
と
し
て
、
県
内
外
か
ら
の
多
く
の
海
水

浴
客
で
賑
い
ま
す
。

京
の
都
か
ら
は
比
較
的
近
い
気
比
の
松
原
で
す
が
、
近

松
が
数
あ
る
松
原
の
中
か
ら
敦
賀
の
地
を
選
ん
だ
の
は
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
気
比
の
松
原
は
、
三
保

み

ほ

の
松
原
（
静

岡
県
清
水
市
）
・
虹
の
松
原
（
佐
賀
県
唐
津
市
）
と
並
び

日
本
三
大
松
原
の
一
つ
で
、
当
時
の
京
・
大
坂
に
も
そ
の

32

氣比神宮



名
は
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
、
近
松
が

鯖
江
か
ら
京
へ
移
る
と
き
、
こ
の
敦
賀
の
地
を
通
っ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
初
め
て
見
る
大
海
原
、
白
砂
の

海
岸
、
限
り
な
く
続
く
松
原
は
、
多
感
な
少
年
の
心

に
強
く
焼
き
つ
け
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
松
と
い
え
ば
、『
曾
根

そ

ね

崎ざ
き

心
中

し
ん
じ
ゅ
う

』
の
末
尾
、

「
松
、
棕
櫚

し
ゅ
ろ

の
一
木

ひ
と
き

の
相
生

あ
い
お
い

」
に
体
を
結
び
つ
け
、

徳
兵
衛
と
お
初
が
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ
る
場
面
は

あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
。

33

気比の松原



「
大
津
」
は
琵
琶
湖
の
大
き
な
入
江
、
船
着
き
場

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
の
地
名
の
と
お
り
、
大
津

は
琵
琶
湖
と
と
も
に
歩
み
、
さ
ら
に
比
良

ひ

ら

・
比ひ

叡え
い

の

山
並
み
に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
地
で
す
。

近
松
は
近
江
の
高
観
音
近
松

た
か
か
ん
の
ん
ご
ん
し
ょ
う

寺じ

に
遊
学
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
都
に
移
り
住
み
、
一
条
家
な

ど
に
公
家
奉
公
し
た
後
、
自
分
の
将
来
を
悩
み
近
松

寺
で
修
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

近
松
寺
は
、
浄
土
真
宗
中
興
の
祖
蓮
如

れ
ん
に
ょ

が
創
建
し

た
近
松
坊
の
跡
で
、
重
要
な
旧
跡
で
あ
る
別
院
で
す
。
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大津市 

琵琶湖 

琵琶湖 

JR 
西大津駅 

JR湖西線 

JR 
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東海道新幹線 
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石山寺 

大津市観光協会 
近松寺 

逢坂関 

蝉丸神社 

園城寺 
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近江神宮 

滋賀県

大津市街



ま
た
関
蝉
丸

せ
き
の
せ
み
ま
る

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の
別
当

べ
っ
と
う

寺じ

（
神
社
に
付
属
し
て
建

て
ら
れ
た
寺
）
で
も
あ
り
ま
す
。
関
蝉
丸
神
社
は
音

楽
芸
道
の
祖
神
で
あ
る
蝉
丸
を
祀
っ
て
お
り
、
近
松

寺
も
芸
能
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
「
近
松
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
由
来
で
あ
る

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
東
と
西
を
結
ぶ
交
通
の
要
地
と
し

て
古
く
か
ら
重
視
さ
れ
、
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
市

の
西
部
に
あ
る
日
本
三
関
の
一
つ
「
逢
坂
関

お
う
さ
か
の
せ
き

」
も
交

通
の
要
衝
と
し
て
、
街
道
一
の
賑
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

大
津
の
み
や
げ
物
の
一
つ
に
大
津
絵
が
あ
り
ま
す
。
人
気
の
あ
っ
た
大
津
絵
は
、
近
松
門
左
衛

門
の
浄
瑠
璃
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
大
津
絵
の
絵
師
又
平
や
、
大

津
絵
か
ら
抜
け
出
た
奴
や
藤
娘
な
ど
が
活
躍
し
ま
す
。
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近松寺
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近
松
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
E
江
に
は
、
銘
菓
「
近
松
」
・
「
ち
か
も
ん
く
ん
」、
清
酒
「
近

松
」
・
「
門
左
衛
門
」、
日
本
料
理
店
「
近
松
」
な
ど
、
近
松
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
品
々
が
あ
り
ま

す
。元

禄
三
大
文
豪
の
一
人
で
あ
り
、
東
洋
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
称
さ
れ
る
近
松
が
育
っ
た
ま
ち
で
、
ぜ

ひ
皆
さ
ん
に
食
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

近松（サバエシティホテル1F）

ちかもんくん（栄進堂）

近松（大黒屋）

近松・門左衛門（近松）



第

二
章

山
　
城
（
京
都
府
）

摂
　
津
（
大
阪
府
）

河
　
内

摂
　
津
（
兵
庫
県
）

京都府 

大阪府 

兵庫県 



平
安
京
以
来
の
千
二
〇
〇
年
の
歴
史
に
育
ま
れ
た
自
然
と
伝
統

文
化
が
調
和
す
る
ま
ち
で
す
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
も
美
し
く
、
四

季
折
々
に
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
日
本
三
大
祭
の
ひ
と

つ
葵
祭

あ
お
い
ま
つ
り

、
八
坂
神
社
の
祇
園

ぎ
お
ん

祭
ま
つ
り

、
秋
の
紅
葉
。
洛
北
、
洛
中
、
洛

南
を
貫
い
て
鴨
川

か
も
が
わ

が
流
れ
、
二
条
城
、
御
所
、
賀
茂
神
社
の
緑
が

心
を
潤
し
ま
す
。

京
都
駅
の
南
東
、
東
山
区
に
臨
済
宗
大
本
山
東
福

と
う
ふ
く

寺じ

が
あ
り
ま
す
。
東
福
寺
の
紅
葉
は
有
名

で
秋
の
京
都
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
塔
頭
の
一
つ
に
芬ふ

ん

陀だ

院い
ん

雪せ
っ

舟し
ゅ
う

寺じ

が
あ
り
、
近
松
が
京
都
で
最
初
に
奉
公
に
出
た
一
条
禅
閤

い
ち
じ
ょ
う
ぜ
ん
こ
う

恵え

観か
ん

の
茶
室
が
あ
り
ま
す
。
美

し
い
紅
葉
を
な
が
め
な
が
ら
、
近
松
も
お
茶
を
い
た
だ
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
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春（上賀茂神社）



哲
学
の
道
の
西
方
四
〇
〇
ｍ
く

ら
い
に
、
真
如
堂

し
ん
に
ょ
ど
う

と
い
う
お
寺
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
近
松
が
一
時

期
仕
え
た
正
親
町

お
お
ぎ
ま
ち

公
通

き
ん
み
ち

の
墓
所
が
あ

り
ま
す
。
哲
学
の
道
は
、
若
王
子
橋
か
ら
銀
閣
寺
橋
ま
で
の
約
二
㎞
に
わ
た
る
疏そ

水す
い

べ
り
の
小
道

で
、
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
が
思
索
の
道
と
し
て
散
策
し
た
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
春
は

桜
、
秋
は
紅
葉
の
名
所
と
し
て
京
都
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
。

鴨
川
の
流
れ
は
お
だ
や
か
に
、
昔
も
今
も
華
や
か
な
京
を
な
が
め
て
き
ま
し
た
。
夏
に
は
納
涼

39

JR京都駅 

京都南I.C.

高野川 

滋賀県 

賀茂川 

名神 
高速道路 

JR東海道本線 

東海道新幹線 

JR 
山陰本線 

鴨川 

桂川 

京都東I.C.

1

1 24

9

171

367

上賀茂神社 

平安神宮 

北野天満宮 

東本願寺 

　東福寺 

西本願寺 

　壬生寺 
 

京都会館 
（京都市観光協会） 

　 
真如堂 

哲学の道 二条城 

御所 

　天智天皇陵 
　本圀寺 

　東寺 

　永観堂 　　 
京都市役所 

　銀閣寺 

京都市街

夏（総本山永観堂禅林寺）



床
が
並
び
、
涼
を
求
め
る
人
々
が
そ
ぞ
ろ
歩
き
ま
す
。
近
松
が
住
ん

で
い
た
頃
の
四
条
河
原
は
、
劇
場
が
立
ち
並
ぶ
一
大
娯
楽
街
で
し

た
。
近
松
は
二
十
歳
代
の
前
半
に
公
家
奉
公
を
や
め
、
宇
治

う

じ

加
賀

か
が
の

掾じ
ょ
うと
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
芝
居
の
世
界
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

加
賀
掾
は
じ
め
坂さ

か

田た

藤
十
郎

と
う
じ
ゅ
う
ろ
う

や
芳
沢

よ
し
ざ
わ

あ
や
め
な
ど
の
当
時
有
名
で
あ

っ
た
役
者
や
関
係
者
と
の
付
き
合
い
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
す
。

近
松
が
京
都
で
歌
舞
伎
の
作
品
を
書
い
て
い
た
こ
ろ
の
、
日
記
が

残
っ
て
い
ま
す
。
道
化
役
者
で
作
者
も
兼
ね
て
い
た
金か

ね

子こ

吉き
ち

左
衛

ざ

え

門も
ん

が
、
元
禄

げ
ん
ろ
く

十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
生
活
を
自
ら
記
録
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
で
金
子
や
近
松

は
、
役
者
の
坂
田
藤
十
郎
や
他
の
役
者
達
と
、
毎
日
の
よ
う
に
狂
言
の
相
談
を
し
て
い
ま
す
。
日

記
に
よ
る
と
、
金
子
の
住
ま
い
は
四
条
大
橋
の
近
く
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
夕
方
に
金
子
宅
を
訪

れ
夜
中
に
自
分
の
家
に
帰
る
な
ど
、
近
松
も
近
所
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
科
区
御
陵

み
さ
さ
ぎ

、
天
智
天
皇
山
科
陵
の
北
に
本
圀

ほ
ん
こ
く

寺じ

が
あ
り
ま
す
。
元
々
下
京
の
西
本
願
寺
北
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四条河原の芝居町
（臨川書店刊『新修京都叢書』第八）



に
あ
っ
た
本
圀
寺
に
は
、
近
松
の
父
や
兄
が
葬
ら
れ
て
い

ま
す
。
父
が
亡
く
な
っ
た
の
は
近
松
が
三
十
四
歳
（
数
え

年
で
三
十
五
歳
）
の
時
で
す
。

『
け
い
せ
い
壬
生

み

ぶ

大
念
仏

だ
い
ね
ん
ぶ
つ

』『
女
郎
来
迎
柱

じ
ょ
ろ
う
ら
い
ご
う
ば
し
ら

』『
壬
生

み

ぶ

秋あ
き

の
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

』
の
三
部
作
で
お
な
じ
み
の
壬
生
寺
は
、
二
条
城

の
南
に
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
か
ら
の
古
い
寺
院
で
、
壬
生
狂
言
、

新
撰
組
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て
も
有
名
で
す
。

思
春
期
の
頃
に
京
都
に
移
り
住
み
、
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
田

舎
と
は
ま
っ
た
く
環
境
の
異
な
る
大
都
市
で
の
生
活
は
、
近
松
に

ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
。
公
家
奉
公
、
四
条
河
原
の

芝
居
町
、
た
く
さ
ん
の
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
が
、
作
者
と
し
て
の

近
松
を
育
ん
で
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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大
阪
は
古
く
か
ら
政
治
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
、

歴
史
上
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
旧
石
器

時
代
や
縄
文
・
弥
生
時
代
の
遺
跡
、
古
代
の
難
波
宮

跡
を
は
じ
め
大
坂
城
跡
な
ど
、
貴
重
な
文
化
遺
産
が
数

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
特
に
豊
臣
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
い

て
後
は
、「
天
下
の
台
所
」
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
大
阪
城
。
天
正
十
一
年
（
一
五

八
三
）、
豊
臣
秀
吉
が
全
国
統
一
の
拠
点
と
し
て
築
城

に
着
手
、
三
年
を
費
や
し
て
完
成
し
ま
し
た
。
大
坂
の

陣
で
焼
失
、
江
戸
時
代
に
再
建
、
そ
の
後
部
分
的
な
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焼
失
、
修
築
を
繰
り
返
し
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
火
事
に
よ
り
大
部
分
を
焼
失
し
、
昭

和
六
年
（
一
九
三
一
）
大
阪
市
が
天
守
閣
を
再
建
し
ま
し
た
。
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
か
ら

九
年
に
か
け
て
、
市
民
の
寄
付
に
よ
り
改
修
工
事
が
行
わ
れ
、
美
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

大
阪
城
公
園
は
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
、
ま
た
国
内
外
か

ら
多
く
の
人
が
訪
れ
、
賑
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

近
松
の
最
初
の
世
話
物
『
曾
根
崎
心
中
』
の
舞
台
と
な
っ

た
堂
島
新
地
。
曽
根
崎
、
露
天
神
社

つ
ゆ
て
ん
じ
ん
し
ゃ

、
大
阪
天
満
宮
な
ど
、

大
阪
随
一
の
繁
華
街
に
も
文
学
碑
や
歴
史
の
足
跡
が
数
多
く

残
っ
て
い
ま
す
。
露
天
神
社
は
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
上
演

以
来
お
初
天
神
と
し
て
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
境
内
に
は
お

初
と
徳
兵
衛
の
比ひ

翼
塚

よ
く
づ
か

（
愛
し
合
っ
て
死
ん
だ
男
女
を
一
緒

北き
た

区く

◆
　

都
島

み
や
こ
じ
ま

区く
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露天神社（お初天神）



に
葬
っ
た
塚
）
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
と
い
え
ば
「
水
の
都
」。
市
内
を
縦
横
に
走
る
川
に
架
け
ら
れ
た
橋
の
数
は
八
百
八
橋
と

も
い
わ
れ
ま
す
。『
心
中
天

し
ん
じ
ゅ
う
て
ん

の
網
島

あ
み
し
ま

』
の
道
行
で
は
「
名
残

な
ご
り

の
橋
づ
く
し
」、
い
く
つ
も
の
橋
を
渡

っ
て
、
小
は
る
と
治
兵
衛
は
最
期
の
地
網
島
へ
た
ど
り
着
き
ま
す
。
し
か
し
道
行
の
舞
台
と
な
っ

た
蜆
川

し
じ
み
が
わ

は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
キ
タ
の
大
火
を
き
っ
か
け
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
現

在
で
は
碑
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
ま
た
、
二
人
が
心
中
し
た
大
長

だ
い
ち
ょ
う

寺じ

に
は
、
小
は
る
と
治
兵

衛
の
比
翼
塚
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
は
水
上
交
通
が
発
達
し
て
い
ま
し
た
。
南
天
満
公
園
の
対
岸
に
は
八
軒

は
っ
け
ん

屋や

船
着

ふ
な
つ
き

場ば

が
あ

り
、
毎
日
舟
や
人
の
往
来
で
た
い
へ
ん
賑
っ
て
い
ま
し
た
。
野の

崎ざ
き

慈じ

眼げ
ん

寺じ

（
野
崎
観
音
）
へ
の

「
野
崎
ま
い
り
」
が
人
気
で
、
八
軒
屋
か
ら
船
で
大
川
を
さ
か
の
ぼ
り
野
崎
ま
で
行
く
コ
ー
ス
と
、

川
に
沿
っ
て
堤
を
行
く
コ
ー
ス
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
参
詣
し
て
い
ま
し
た
。『
女
殺
油

お
ん
な
こ
ろ
し
あ
ぶ
ら
の
地じ

獄ご
く

』

で
も
幕
開
き
の
場
面
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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道
頓
堀
。
浪
花
の
粋
と
人
情
に
育
ま
れ
た
上
方
芸
能
、

文
楽
・
歌
舞
伎
の
古
典
か
ら
、
漫
才
や
落
語
、
喜
劇
の

笑
い
が
街
中
に
あ
ふ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
竹
本
座
、

中
座
、
角
座
、
角
丸
座
、
豊
竹
座
の
五
座
が
軒
を
連
ね
、

連
日
賑
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
竹
本
座
は
、

初
代
竹
本

た
け
も
と

義
太
夫

ぎ
だ
ゆ
う

が
創
設
し
、
近
松
の
作
品
を

上
演
し
賑
い
ま
し
た
。

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
開
場
し
た

国
立
文
楽
劇
場
は
、
伝
統
芸
能
で
あ
る
文
楽
の

殿
堂
と
も
い
え
る
施
設
で
す
。
文
楽
の
ほ
か
日

本
舞
踊
や
邦
楽
の
公
演
、
ま
た
文
楽
の
若
手
輩

中
央

ち
ゅ
う
お
う

区く

◆
　

天
王

て
ん
の
う

寺じ

区く
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近松の墓（谷町）

竹本義太夫の墓（超願寺）



出
の
養
成
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

古
代
か
ら
の
歴
史
を
つ
づ
る
上
町
台
地
。
谷
町
筋
の
ビ
ル
の
間
に
ひ
っ
そ
り
と
近
松
の
墓
が
立

っ
て
い
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
当
初
近
松
の
妻
の
菩
提
寺
で
あ
る
法
妙

ほ
う
み
ょ
う

寺じ

境
内
に
あ
り
ま

し
た
が
、
お
寺
の
移
転
に
伴
い
現
在
の
と
こ
ろ
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

『
曾
根
崎
心
中
』
に
も
登
場
す
る
玉
造

た
ま
つ
く
り

稲
荷

い
な
り

神
社

じ
ん
じ
ゃ

は
、
大
坂
三
十
三

さ
ん
じ
ゅ
う
さ
ん

所
観
音

し
ょ
か
ん
の
ん

廻め
ぐ

り
の
第
十
番

札
所
と
し
て
、
古
く
か
ら
人
々
の
信
仰
を
集
め
賑
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
大
坂
三
十
三
所
観
音
廻

り
と
は
、
西
国

さ
い
ご
く

三
十
三
所
に
な
ぞ
ら
え
て
大
坂
三
十
三
か
所
の
観
音
様
を
拝
ん
で
ま
わ
り
、
お
札

を
納
め
る
巡
礼
で
、
当
時
の
人
々
の
間
で
広
く
流
行
し
て
い
た
も
の
で
す
。

「
い
く
た
ま
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
る
生
国
魂

い
く
た
ま

神
社

じ
ん
じ
ゃ

は
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
発
端
の
舞
台
と
な

っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
境
内
に
は
浄
瑠
璃
関
係
者
や
芸
能
愛
好
者
の
信
仰
を
集
め
る
浄
瑠
璃
神
社
が

あ
り
、
毎
年
春
分
の
日
に
は
浄
瑠
璃
祭
が
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
か
ら
南
へ
の
び
る
松
屋
町
筋

は
、
小
さ
な
お
寺
が
立
ち
並
ぶ
寺
町
で
す
。
源
聖

げ
ん
し
ょ
う
寺じ

坂ざ
か

、
口
縄
坂

く
ち
な
わ
ざ
か

な
ど
さ
ら
に
奥
に
あ
る
寺
院
へ

の
坂
道
が
幾
筋
も
あ
り
、
都
会
の
中
に
も
風
情
が
漂
い
ま
す
。
銀
山

ぎ
ん
ざ
ん

寺じ

に
は
『
心
中
宵
庚
申

し
ん
じ
ゅ
う
よ
い
ご
う
し
ん

』
の
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お
千
世
と
半
兵
衛
の
比
翼
塚
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
曾
根
崎
心
中
』
が
大
当
た
り
し
た
の
は
近
松
が
五
十
歳
（
数
え
年
で
五
十
一
歳
）
の
と
き
で

す
。
そ
の
こ
ろ
は
京
都
に
住
み
、
も
っ
ぱ
ら
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後

浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
生
き
て
い
く
決
心
を
固
め
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
近
松
が
五
十
三
歳

（
数
え
年
で
五
十
四
歳
）
の
と
き
、
大
坂
に
居
を
移
し
ま
す
。
歌
舞
伎
の
作
品
は
そ
の
多
く
が
役

者
坂
田
藤
十
郎
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
し
た
。

浄
瑠
璃
の
興
行
は
、
太
夫

た
ゆ
う

（
語
り
）、
作
者
、
座ざ

本も
と

（
経
営
者
）
が
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
ま

す
。
浄
瑠
璃
の
歴
史
の
中
で
太
夫
の
代
表
的
人
物

が
竹
本
義
太
夫
で
あ
り
、
座
本
は
竹た

け

田だ

出
雲

い
ず
も

、
作

者
は
も
ち
ろ
ん
近
松
門
左
衛
門
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
青
蓮

せ
い
れ
ん

寺じ

に
は
竹
田
出
雲
の
墓
が
、
超
願

ち
ょ
う
が
ん
寺じ

に

は
竹
本
義
太
夫
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
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新
世
界
の
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
通
天
閣

つ
う
て
ん
か
く

。
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
パ
リ
の
エ
ッ
フ
ェ
ル

塔
を
模
し
て
建
造
さ
れ
、
当
時
は
東
洋
一
の
高
さ
を
誇
り
ま
し
た
。「
天
に
通
じ
る
高
い
建
物
」
と

い
う
の
が
名
前
の
由
来
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
通
天
閣
か
ら
北
西
へ
向
か
う
と
、
難
波

な
に
わ

八や

阪さ
か

神
社

じ
ん
じ
ゃ

が

あ
り
ま
す
。
こ
の
神
社
で
毎
年
一
月
の
第
三
日
曜
日
に
綱
引
き
神
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
参
加

者
が
八
頭
八
尾
の
八
岐
大
蛇

や
ま
た
の
お
ろ
ち

の
形
に
縄
を
よ
り
合
わ
せ
、
境
内
で
そ
の
年
の
恵え

方ほ
う

（
干
支

え

と

に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
る
め
で
た
い
方
角
）
に
引
き
合
い

ま
す
。
そ
の
後
綱
を
担か

つ

ぎ
神
社
の
周
囲
を
巡
行

し
ま
す
。
享
保

き
ょ
う
ほ
う
四
年
（
一
七
一
九
）
初
演
の
浄

瑠
璃
『
平へ

い

家け

女
護
島

に
ょ
ご
の
し
ま

』
に
こ
の
神
事
が
登
場
す

る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
古
く
か
ら
神
事
が
行
わ

れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

浪
速

な

に

わ

区く

◆
　

西
成

に
し
な
り

区く
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おさんの墓（安養寺）



一
六
世
紀
ご
ろ
か
ら
堺
の
発
展
と
と
も
に
拓ひ

ら

け
、
天て

ん

下が

茶ち
ゃ

屋や

跡
な
ど
の
旧
跡
が
残
る
西
成
区
に

は
、
日
本
最
大
級
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
練
習
場
で
あ
る
「
大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
会
館
」
が
あ
り
、

大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の
活
動
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

西
成
警
察
署
の
東
、
商
店
街
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
松ま

つ

乃
木

の

き

大
明
神

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は

近
松
門
左
衛
門
の
大
き
な
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
高
さ
お
よ
そ
二
メ
ー
ト
ル
余
の
碑
で
、「
平
安
堂

近
松
巣
林
子
信
盛
碑
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
天
王
寺
公
園
内
に
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治

三
十
四
年
、
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
（
国
内
物
産
博
覧
会
）
開
催
の
折
、
現
在
地
に
移
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
碑
の
隣
に
は
、
三
味
線
の
胴
に
張
る
猫
の
供
養
の
た
め
、
遊
芸
関
係
者
の
拠

金
で
建
て
ら
れ
た
猫
塚
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
少
し
南
に
行
く
と
、
天
下
茶
屋
公
園
が
あ
り
、
そ
の
す
ぐ
目
の
前
に
は
安
養

あ
ん
よ
う

寺じ

が
あ

り
ま
す
。
安
養
寺
に
は
『
心
中
天
の
網
島
』
で
夫
治
兵
衛
に
貞
節
を
尽
く
し
た
妻
と
し
て
有
名
な

お
さ
ん
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

50



東
は
金
剛

こ
ん
ご
う

生
駒

い
こ
ま

国
定
公
園
を
境
に
奈
良
県
に
、

西
は
大
阪
市
に
接
す
る
、
豊
か
な
自
然
と
近
郊
都
市

の
街
並
み
が
見
事
に
調
和
す
る
ま
ち
で
す
。
大
東
市

を
訪
れ
た
な
ら
ぜ
ひ
行
っ
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
が
、

『
女
殺
油
地
獄
』
で
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
野

崎
観
音
」
で
す
。

野
崎
ま
い
り
で
有
名
な
野
崎
慈
眼
寺
は
野
崎
に
あ

る
曹
洞
宗
の
お
寺
で
す
。
野
崎
ま
い
り
は
毎
年
五
月

に
行
わ
れ
る
「
無む

縁え
ん

経
法
要

き
ょ
う
ほ
う
よ
う

」
の
こ
と
で
、
全
て
の

も
の
に
感
謝
の
お
経
を
さ
さ
げ
る
行
事
で
す
。
元
禄

げ
ん
ろ
く
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野崎観音（慈眼寺）



時
代
に
始
ま
り
、
当
時
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
の
四

月
八
日
前
後
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
時
候
も
眺
め

も
よ
く
、
散
策
コ
ー
ス
と
し
て
手
ご
ろ
で
あ
っ
た
た
め
、

近
隣
か
ら
の
参
拝
者
で
た
い
へ
ん
賑
い
ま
し
た
。

野
崎
観
音
の
南
に
法
妙
寺
が
あ
り
ま
す
。
大
阪
谷

町
に
あ
っ
た
法
妙
寺
が
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八

〇
）
こ
の
地
に
移
転
し
ま
し
た
。
現
在
、
大
阪
市
の

谷
町
に
近
松
の
墓
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
も
そ

れ
を
模
し
た
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
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野崎観音 

　法妙寺 
　専應寺 

170

JR野崎駅 

JR片町線 

大阪 
外環状線 

寝屋川 

権現川 

谷田川 

鍋田川 

恩智川 

大阪 
生駒線 

三箇城跡碑 

総合文化センター 

大東市役所 

青少年野外活動センター 

中垣内遺跡 

大東市街

大東市 

大阪市 

大阪府



尼
崎
と
近
松
の
か
か
わ
り
は
、
正
徳

し
ょ
う
と
く
四
年
（
一
七

一
四
）
近
松
が
六
十
二
歳
（
数
え
年
で
六
十
三
歳
）

か
ら
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）、
七
十
一
歳
（
数
え

年
で
七
十
二
歳
）
で
亡
く
な
る
ま
で
の
十
年
間
余
で

す
。
近
松
は
晩
年
、
た
び
た
び
尼
崎
を
訪
れ
ま
し
た
。

久
々
知

く

く

ち

と
い
う
と
こ
ろ
に
広
済

こ
う
さ
い

寺じ

が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
近
松
の
壇だ

ん

那な

寺で
ら

で
す
。
当
時
廃
寺
同
然
だ
っ

た
広
済
寺
を
再
興
し
た
住
職
の
日
昌
上
人

に
っ
し
ょ
う
し
ょ
う
に
ん

と
近
松

は
、
大
坂
に
住
ん
で
い
た
頃
か
ら
親
交
が
深
か
っ
た

よ
う
で
す
。
近
松
は
広
済
寺
の
再
建
に
も
貢
献
し
、
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近松公園・近松記念館



母
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
も
同
寺
で

法
要
を
営
み
ま
し
た
。
本
堂
の
裏

に
は
「
近
松
部
屋
」
と
呼
ば
れ
る

近
松
の
仕
事
部
屋
が
あ
り
、
こ
こ

で
執
筆
活
動
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
近
松
の
墓
も
こ
の
寺

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
境
内
の
奥
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
立
て
ら
れ
、
墓
碑
の

表
に
は
近
松
の
法
名

ほ
う
み
ょ
う

と
、
妻
の
法

名
が
並
ん
で
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
墓
は
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六

六
）
に
国
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
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武庫川 

神崎川 

猪名川 

藻川 

　広済寺 

尼崎I.C.

　近松公園 
     　 
園田学園女子大学 
近松研究所 

　尼崎 
　市役所 

阪急塚口駅 

阪神電鉄本線 

JR塚口駅 

JR尼崎駅 

JR立花駅 
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JR東西線 

　近松記念館 
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山陽新幹線 

　近松断章 
モニュメント 

名神高速道路 

梅川の像 

尼崎市 

兵庫県・尼崎市街



毎
年
十
一
月
二
十
二
日
の
近
松
の
命
日
前
後

の
日
曜
日
に
は
、
近
松
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

文
楽
人
形
に
よ
る
墓
前
祭
、
近
松
音
頭
や
地
元

小
学
校
浄
瑠
璃
ク
ラ
ブ
な
ど
に
よ
る
芸
能
が
上

演
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
広
済
寺
に
は
「
過
去
帳
」
を
は
じ
め
、

近
松
が
若
い
こ
ろ
に
奉
公
し
て
い
た
公
卿

く
ぎ
ょ
う

か
ら

拝
領
し
た
品
と
考
え
ら
れ
る
「
法
華
二
十
八
品

和
歌
」
や
「
後
西
院
勅
筆
色
紙
」
な
ど
近
松
に

関
す
る
貴
重
な
資
料
も
数
多
く
残
さ
れ
、「
近
松

記
念
館
」
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
念
館
の

近
く
に
は
日
本
庭
園
を
配
し
た
「
近
松
公
園
」

が
あ
り
ま
す
。
広
済
寺
、
近
松
記
念
館
、
近
松
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広済寺



公
園
を
中
心
と
し
た
「
近
松
の
里
」
の
周
辺

は
、
歴
史
と
文
化
に
ふ
れ
あ
う
場
所
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
近
松
公
園
に
「
近
松
門

左
衛
門
の
銅
像
」
が
、
Ｊ
Ｒ
尼
崎
駅
前
に
は

『
冥め

い

途ど

の
飛ひ

脚き
ゃ
く

』
の
主
人
公
梅
川

う
め
が
わ

の
像
が
、
Ｊ

Ｒ
塚
口
駅
に
近
松
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
、
阪
急
塚
口
駅

横
に
は
近
松
顕
彰
碑
と
硯す

ず
り
を
か
た
ち
ど
っ
た
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
が
あ
り
、
ま
さ
に
「
近
松
の
ま
ち

あ
ま
が

さ
き
」
を
演
出
し
て
い
ま
す
。

尼
崎
市
が
文
化
振
興
の
核
と
し
て
「
近
松
」
を
取

り
入
れ
た
の
は
、
市
制
七
〇
周
年
を
迎
え
た
昭
和
六

十
一
年
（
一
九
八
六
）
か
ら
で
す
。
工
業
都
市
か
ら
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近松祭の様子
（人間国宝・吉田文雀氏による文楽人形
の墓前祭）

近松の墓（広済寺）



文
化
都
市
へ
の
変
革
を
め
ざ
し
、「
近
松
」
を
取
り
入
れ
た
諸
事
業
を
展
開
し
、「
近
松
ナ
ウ
業

事
」
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
日
ま
で
、
近
松
座
歌
舞
伎
や
文
楽
公
演
、
近
松
創
造
劇
場
の
上
演

な
ど
大
規
模
な
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
市
民
の
間
で
も
、
近
松
応
援
団
、
近
松

か
た
り
べ
会
、
近
松
音
頭
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
活
発
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
お
酒
や
お
菓
子
、
海
苔

の

り

、
Ｔ
シ
ャ
ツ
な
ど
近
松
グ
ッ
ズ
も
事
業
者
の
協
力
に
よ
り
多
数
製
品

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
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近松断章（阪急塚口駅）

梅川の像（JR尼崎駅）
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尼
崎
に
は
「
近
松
応
援
団
」
が
あ
り
ま
す
。
近
松
の
ま
ち
を
標
榜
す
る
尼
崎
市
と
、
園
田
学
園
女
子

大
学
の
近
松
研
究
所
と
の
三
位
一
体
で
活
動
す
る
団
体
で
す
。
会
員
数
は
二
七
〇
名
余
。
学
習
会
の
開

催
、
機
関
誌
「
さ
え
ず
り
」
の
発
行
、
人
形
劇
の
実
演
、
ゆ
か
り
の
地
と
の
交
流
な
ど
が
主
な
活
動
内

容
で
す
。
平
成
十
二
年
に
開
催
さ
れ
た
近
松
交
流
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
E
江
市
に
も
何
回
も
来
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。「
わ
き
あ
い
あ
い
」
が
モ
ッ
ト
ー
の
応
援
団
で
す
。

応
援
団
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ 

お問合わせ先
〒661-0024

尼崎市三反田町2-12-5

近松応援団
代表 加藤道子さん
Tel 06-6429-2574

近
松
さ
ん
に
親
し
み
た
い
、
迫
り
た
い
と
活
動

を
始
め
て
十
四
年
。
基
本
は
い
つ
も
原
作
を
読

む
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
近
松
の
心
は
そ
の
作
品

に
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

近松応援団（学習会の様子）



第

三
章

長
　
門
（
山
口
県
）

肥
　
前
（
佐
賀
県
）

佐賀県 

山口県 



「
江
良

え

ら

は
よ
い
と
こ
近
松
生
ん
で
、
柿
も

よ
い
と
こ
、
え
ら
い
と
こ
」

長
門
市
東ひ

が
し

深
川

ふ
か
わ

江
良
に
は
、
古
く
か
ら
、

近
松
門
左
衛
門
の
生
誕
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

明
治
時
代
、
こ
の
江
良
に
住
ん
で
い
た

椙
杜

す
ぎ
も
り

親
介
氏
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
本
名

が
椙
杜
（
杉
森
）
信
盛
で
あ
り
、
江
良
の

椙
杜
家
こ
そ
、
こ
の
近
松
の
家
系
で
あ
る

と
い
う
伝
承
か
ら
、
椙
杜
家
が
近
松
ゆ
か

60

青海島 

JR仙崎駅 

仙崎湾 
みすゞ の墓 

ルネッサながと 
みすゞ 公園 

みすゞ 記念館 

長門市役所 

飯山八幡宮 

深川湾 

JR長門市駅 

深川川 

三隅町 

JR 
山陰本線 

JR 
美祢線 

316

191

巣林子近松翁之碑 
赤崎神社楽桟敷 
近松創造の庭 

近松道路公園 

長門市 

山口県

長門市街



り
の
家
系
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
親
介
氏
は
、
名
誉
あ
る
家
系
を
守
ろ
う
と
、
江
良
の
真
砂

ま
さ
ご

山や
ま

観
音

堂
の
境
内
に
「
椙
杜
先
祖
之
塚
」
を
建
て
ま
し
た
。
ま
た
、
江
良
に
あ
る
椙
杜
家
の
屋
敷
跡
は
、
い

ま
も
近
松
屋
敷
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大お

お

田た

南な
ん

畝ぽ

が
書
い
た
近
松
の
略
伝
に

も
、
近
松
は
「
本
姓
杉
森
、
名
は
信
盛
、
字
平

馬
、
長
門
萩
の
人
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
畝

は
蜀
山
人

し
ょ
く
さ
ん
じ
ん

と
称
し
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
学

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
南
畝
の

こ
の
説
は
、
近
松
の
出
生
地
研
究
に
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。
近
松
長
門
出
生
説
を
支
持

し
た
の
が
、
森
鴎
外

も
り
お
う
が
い

で
す
。
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
に
佐
賀
県
唐
津
市
の
近
松

き
ん
し
ょ
う

寺じ

を
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訪
れ
た
鴎
外
は
「『
近
松
は
長
門
深
川
の
人
』
と
刻
ん
だ
石
碑
を
見
つ
け
た
」
と
『
小
倉
日
記
』

に
記
し
て
い
ま
す
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
は
地
域
の
人
々
に
よ
り
、
深
川
小
学
校
前
の
赤
崎
山
に
「
巣
林

子
近
松
翁
之
碑
」
も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
赤
崎
神
社
に
は
、「
楽
桟
敷

が
く
さ
じ
き

」（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。
赤
崎
山

中
腹
の
す
り
鉢
状
の
地
形
を
利
用
し
て
谷

底
に
踊
り
場
、
傾
斜
面
に
階
段
式
観
覧
席

が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
村
人

に
よ
り
芝
居
や
楽
踊
り
が
奉
納
さ
れ
た
舞

台
で
、
村
人
は
芝
居
見
物
を
楽
し
ん
で
い

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
松
出
生
の
地

に
「
楽
桟
敷
」
あ
り
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

市
制
四
〇
周
年
を
迎
え
た
平
成
六
年
度
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か
ら
「
近
松
祭
in
長
門
」
が
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
松
門
左
衛
門
出
生
の
伝
承
を
基
に
す
す

め
ら
れ
る
も
の
で
、
内
容
的
に
は
文
楽
や
歌
舞
伎
を
は
じ
め
近
松
作
品
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
舞
踊
、

演
劇
、
オ
ペ
ラ
や
、
大
学
と
提
携
し
て
行
わ
れ
る
講
演
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
で
構
成

さ
れ
、
市
民
は
も
ち
ろ
ん
、
県
内
外
か
ら
研
究
者
、
愛
好
家
が
数
多
く
参
加
、
高
い
評
価
を
受
け

て
い
ま
す
。

最
近
で
は
近
松
ゆ
か
り
の
地
に
ふ
さ
わ
し
く
、
文
化
の
拠
点
と
し
て
「
ル
ネ
ッ
サ
な
が
と
」
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
高
度
な
舞
台
機
構
を
備
え
、
本
格
的
な
歌
舞
伎
、
文
楽
も
上
演
で
き
ま
す
。

長
門
市
の
も
う
ひ
と
つ
の
顔
が
、
最
近
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
童
謡
詩
人
金
子
み
す
ゞ
で
す
。

長
門
の
ま
ち
で
「
み
す
ゞ
さ
ん
」
と
い
え
ば
知
ら
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
。
漁
港
仙
崎

せ
ん
ざ
き

で
生
ま
れ
育

っ
た
彼
女
の
そ
の
透
明
な
ま
な
ざ
し
は
、
人
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
て
の
生
き
物
や
自
然
に
等
し

く
注
が
れ
、
優
し
い
な
が
ら
も
、
私
た
ち
が
失
い
か
け
て
い
る
大
切
な
も
の
へ
の
「
気
付
き
」
を

詩
の
中
に
ち
り
ば
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
彼
女
の
詩
は
、
小
学
校
教
科
書
や
数
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

に
も
採
り
上
げ
ら
れ
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
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松
浦
川
の
河
口
に
そ
び
え
る
唐
津
城
は
、
初

代
唐
津
藩
主
寺
沢

て
ら
さ
わ

広
高

ひ
ろ
た
か

が
、
慶
長
七
年
（
一
六

〇
二
）
か
ら
築
城
し
十
五
年
に
完
成
さ
せ
た
城

で
す
。
現
在
の
天
守
閣
は
昭
和
四
十
一
年
（
一

九
六
六
）
に
復
元
さ
れ
、
内
部
は
郷
土
資
料
館

と
し
て
、
藩
政
時
代
の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
本
丸
の
周
辺
は
、
舞
鶴
公
園
と
し

て
市
民
の
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

唐
津
は
古
く
か
ら
大
陸
文
化
と
の
交
流
地
点

で
し
た
。『
魏
志

ぎ

し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』
に
み
え
る
「
末ま

つ

盧ら
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国こ
く

」
と
い
う
の
は
、
市
東
部
の
鏡
山
付
近
で
、
こ
こ
に
は
古
来
大
陸
と
の
交
流
に
よ
り
繁
栄
し
た

ク
ニ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
国
の
王
朝
に
も
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
市
街
地
西
部

に
は
、
日
本
の
稲
作
発
祥
の
地
と
し
て
有
名
な
「
菜な

畑ば
た
け

遺
跡
」
が
あ
り
ま
す
。

唐
津
の
近
松

き
ん
し
ょ
う
寺じ

に
は
近
松
の
お
墓
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

近
松
は
、
長
門
国
（
山
口
県
）
深
川
の
生
ま
れ
で
、
少
年
の
頃
、
近
松
寺
の
第
四
世
住
職
に

連
れ
ら
れ
て
唐
津
に
来
て
、
寺
小
姓
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
京
に
上
っ
て
一
条
家
に
仕
え
、
一
条
家
を
辞
し
た
後
、
浄

瑠
璃
作
家
と
し
て
世
に
出
ま
し
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

十
一
月
二
十
三
日
に
死
去
、
遺
言
に
よ
り
、
近
松
寺
に
お
墓

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
近
松
門
左
衛
門
と
い

う
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
近
松
寺
に
学
ん
だ
こ
と
か
ら
近

松
と
称
し
、
寺
の
修
学
少
年
を
「
さ
も
ん
」
と
呼
ぶ
こ
と
か

ら
、
名
を
門
左
衛
門
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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近
松
寺
は
、
瑞
鳳
山

ず
い
お
う
ざ
ん

と
号
す
る
臨
済
宗
の
寺
院
で
、
創
建
は
乾
元

け
ん
げ
ん

元
年
（
一
三
〇
二
）
で
す
。

そ
の
後
一
時
中
絶
し
ま
す
が
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
領
主
に
よ
り
現
在
地
に
再
建
さ
れ
た

も
の
で
、
寺
地
は
唐
津
城
下
西
側
の
西
寺
町
の
一
角
を
占
め
て
い
ま
す
。
山
門
は
慶
長
四
年
の
再

建
時
に
名
護
屋
城
の
一
の
門
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
は
、
近
松
の
遺い

髪
塚

は
つ
づ
か

を
は
じ
め
、
と
ん
ち
で
有
名
な
曽
呂
利

そ

ろ

り

新し
ん

左
衛

ざ

え

門も
ん

が
造
っ
た
と
さ

れ
る
庭
園
「
舞
鶴
園
」、
織お

り

部べ

灯
籠

と
う
ろ
う

（
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠
）、
茶
室
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
小

笠
原
記
念
館
」
に
は
、
幕
末
に
藩
主
を
務
め
た
小
笠
原
家
の
家
宝
や
、
郷
土
の
先
覚
者
の
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

唐
津
の
伝
統
文
化
で
は
、「
唐
津
焼
」「
唐
津
く
ん
ち
」
が
有
名
で
す
。
日
本
三
大
陶
器
の
一
つ

唐
津
焼
は
、
素
朴
な
土
の
味
わ
い
が
魅
力
で
、
砂
目
の
ざ
ん
ぐ
り
と
し
た
土
味
の
中
に
、
わ
び
さ

び
の
美
が
生
き
て
い
ま
す
。
毎
年
十
一
月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
、
唐
津
の
街
は
唐
津
く
ん
ち
一
色

に
染
ま
り
ま
す
。
曳
山
行
事
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）、
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
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近
松
に
ゆ
か
り
の
深
い
尼
崎
市
に
あ
る
園
田
学
園
女
子
大
学
に
設
置
さ
れ
て
い
る
研
究
機
関
で
す
。
平

成
元
年
に
誕
生
し
ま
し
た
。
近
松
を
は
じ
め
、
近
世
演
劇
や
芸
能
、
近
世
文
学
を
研
究
す
る
こ
と
が
目

的
で
す
。
叢
書

そ
う
し
ょ

や
研
究
紀
要
も
刊
行
、
こ
の
ほ
か
古
典
演
劇
、
近
世
文
学
・
一
般
に
関
す
る
資
料
一
五

万
件
余
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
検
索
で
き
、
所
蔵
資
料
は
一
般
に
も
公
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
さ
に
「
近
松
研
究
の
メ

ッ
カ
」
と
い
え
、
近
松
に
つ
い
て
研
究

す
る
場
合
、
ま
ず
最
初
に
お
と
ず
れ
て

お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

利用案内
月～金（祝日を除く）10:00～17:00
閲覧希望の方はお問い合わせください。

園田学園女子大学近松研究所
〒661-8520
兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1
TEL06-6429-9928 FAX 06-6429-9922
E-mail chikamatsu@sonoda-u.ac.jp
http://www.sonoda-u.ac.jp/chikamatsu

近松研究所閲覧室



冥め
い

途ど

・
黄
泉

こ
う
せ
ん

の
旅
芝
居
に
赴お

も
む

き
給た

ま

ふ
―
―
こ
れ
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
九
月
十
日
、

竹
本
筑
後
掾

ち
く
ご
の
じ
ょ
う

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
記
し
た
『
今
昔
操
年
代
記

い
ま
む
か
し
あ
や
つ
り
ね
ん
だ
い
き

』
の
記
事
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
「
旅
芝
居
」
と
い
う
の
は
比
喩
表
現
で
す
が
、
生
前
、
元
禄
期
の
筑
後
掾
（
義
太
夫
）

は
、
文
字
通
り
「
日
々
旅
に
し
て
、
旅
を
す
み
か
」
と
し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
元
禄
八

年
（
一
六
九
五
）。
三
月
、
義
太
夫
は
尾
張
国
児
玉

こ
だ
ま

村む
ら

に
い
ま
し
た
。
門
弟
（
竹
本
新
太
夫
・

喜
内
）
や
三
味
線
弾
き
（
竹
沢
権
右
衛
門
）、
人
形
遣
い
（
小
山
庄
左
衛
門
）
ら
を
連
れ
て
の

旅
興
行
で
す
。
児
玉
村
で
五
月
九
日
ま
で
興
行
し
た
後
、
十
七
日
か
ら
は
杉
村

す
ぎ
む
ら

で
（
以
上
、

『
鸚
鵡

お
う
む

籠
中

ろ
う
ち
ゅ
う

記き

』）、
七
月
は
京
都
の
伏
見
で
興
行
し
て
い
ま
し
た
（『
見
聞

け
ん
も
ん

予よ

覚
集

か
く
し
ゅ
う

』）。
居
続

け
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
九
月
に
も
伏
見
御ご

香
宮

こ
う
ぐ
う

で
興
行
し
て
い
ま
す
（「
御

香
宮
三
木
家
文
書
」）。
明
け
て
、
元
禄
九
年
の
四
月
に
は
紀
州
の
新
堀

し
ん
ぼ
り

へ
（『
家か

乗じ
ょ
う

』）、
と
い
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っ
た
一
年
で
し
た
。

こ
れ
は
、
義
太
夫
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、『
家
乗
』
に
よ
る
と
、
元
禄
期
、
上

方
の
宇
治
加
太
夫
（
加
賀
掾
）（
元
禄
五
年
一
月
、
三
月
）、
伊
藤
出
羽
掾
（
元
禄
六
年
一

月
）、
竹
本
内
匠
・
喜
内
（
元
禄
九
年
五
月
）
が
紀
州
で
興
行
し
て
い
ま
す
。
歌
舞
伎
役
者
で

も
、
た
と
え
ば
、
坂
田
藤
十
郎
と
「
甲
乙
な
き
両
輪
の
役
者
」
と
言
わ
れ
た
山
下
半
左
衛
門

は
、
元
禄
十
三
年
、
京
都
で
の
興
行
が
で
き
な
く
な
り
、
八
月
、
奈
良
へ
巡
業
に
で
か
け
て
い

ま
す
（
こ
の
巡
業
を
当
て
込
ん
で
、
翌
年
『
け
い
せ
い
な
ら
み
や
げ
』
を
上
演
し
て
い
ま
す
）。

旅
興
行
は
、
名
人
・
上
手
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
期
ふ
つ
う
に
あ
っ
た
の
で
す
。
義
太
夫

も
、
筑
後
掾
と
い
う
名
誉
称
号
を
朝
廷
か
ら
授
け
ら
れ
た
後
も
、
た
と
え
ば
、
元
禄
十
五
年
、

正
月
に
は
名
古
屋
尾お

頭
町

と
う
ち
ょ
う

、
三
月
に
は
名
古
屋
あ
や
め
町
万
松

ば
ん
し
ょ
う

寺じ

下
で
（『
鸚
鵡
籠
中
記
』）、

そ
し
て
、
八
月
に
は
伊
勢
の
津
八
幡
祭
で
興
行
し
て
い
ま
す
（『
津
市
史
』）。『
曾
根
崎
心
中
』

が
爆
発
的
に
ヒ
ッ
ト
す
る
前
年
の
こ
と
で
す
。『
今
昔
操
年
代
記
』
が
、
筑
後
掾
の
芸
人
と
し

て
の
誉
れ
は
輝
か
し
い
も
の
だ
が
、「
ほ
つ
こ
り
と
し
た
蔵
入
な
く
。
三
八
の
十
八
に
て
、
合
は

ぬ
そ
ろ
ば
ん
。
胸
算
用
合
ふ
て
、
合
は
ぬ
は
世
間
な
み
」
と
記
す
通
り
、
常
小
屋
で
興
行
を
し
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続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
が
窺
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
津
八
幡
の
興
行
に
つ
い
て
は
、
太
夫
竹
本
筑
後
掾
、
ワ
キ
竹
本
喜
内
・

佐
内
は
じ
め
、
三
味
線
弾
き
や
人
形
遣
い
は
も
ち
ろ
ん
、
口
上
な
ど
も
含
め
、
三
十
人
ほ
ど
の

一
座
の
人
々
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
作
者
と
し
て
近
松
門
左
衛
門
の
名

前
も
見
え
ま
す
。
こ
の
旅
興
行
に
近
松
も
同
道
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

元
禄
十
一
年
八
月
十
日
か
ら
、
筑
後
掾
は
名
古
屋
尾
頭
町
で
興
行
を
始
め
、
九
月
二
十
九

日
に
は
尾
州
公
別
邸
で
の
酒
宴
の
席
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（『
鸚
鵡
籠
中
記
』）。
こ
の
期
間
、

近
松
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。『
金
子
一
高
日
記
』
に
よ
る
と
、
八
月
十
六
日
以
降
、

毎
日
、
一
高
（
金
子
吉
左
衛
門
）
の
家
で
節
句
替
り
の
狂
言
の
相
談
を
し
て
い
ま
す
。
狂
言

作
者
と
し
て
、
役
者
の
い
る
（
劇
場
の
あ
る
）
京
都
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
、
歌
舞
伎
に
か
か
わ
っ
て
い
た
時
期
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
代
は
不
明

で
す
が
、
近
松
晩
年
と
思
わ
れ
る
、
伊
勢
屋
清
兵
衛
宛
て
の
近
松
の
書
簡
が
二
通
残
っ
て
い

ま
す
。
紀
州
行
辞こ

と
わ

り
の
文
、
尼
崎
行
辞
り
の
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
誘
い
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
紀
州
行
き
、
尼
崎
行
き
を
断
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
断
り
の
理
由
が
、
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い
ず
れ
も
「
浄
ル
リ
替
り
前
」「
替
り
浄
留
り
之
相
談
」、
す
な
わ
ち
次
の
浄
瑠
璃
の
準
備
の
た

め
だ
っ
た
の
で
す
。
前
者
で
は
、
そ
の
準
備
は
「
私
な
ら
ぬ
義
」
と
も
あ
り
、
太
夫
な
ど
の
演

者
、
座
本
竹
田
出
雲
な
ど
の
劇
場
関
係
者
な
ど
を
ま
じ
え
て
の
相
談
な
り
、
執
筆
な
り
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
専
属
的
な
作
者
と
な
る
ま
で
は
と
も
か
く
、
狂
言
作
者
・
竹
本
座
の
座
付
作
者
と

な
っ
て
か
ら
の
近
松
に
、
旅
に
出
る
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
近
松

を
座
付
作
者
に
迎
え
て
か
ら
の
竹
本
座
は
、
元
禄
期
の
よ
う
に
一
年
の
ほ
と
ん
ど
を
旅
に
過
ご

す
よ
う
な
興
行
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
旅
興
行
を
し
て
い
た
芝
居
が
作
者
を
得
た
こ
と
で
、

常
小
屋
で
の
興
行
を
可
能
と
す
る
と
同
時
に
、
皮
肉
に
も
、
そ
の
作
者
は
旅
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
近
松
の
生
涯
に
お
け
る
最
大
の
旅
は
、
十
代
後
半
、
生

ま
れ
育
っ
た
越
前
か
ら
京
都
へ
の
、
一
家
挙
げ
て
の
移
住
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
さ
に
作
者
近
松
へ
の
旅
立
ち
で
し
た
。

（
井
上
　
勝
志
）
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－福井県　福井市－
●福井市役所（q0776-20-5111）
〒910-8511 福井市大手3-10-1

●社団法人　福井市観光協会（q0776-23-0525）
〒910-0018 福井市田原1-13-6（フェニックスプラザ1F）

●福井県庁（q0776-21-1111）
〒910-8580 福井市大手3-17-1

●北の庄城址柴田神社（q0776-23-0849）
〒910-0006 福井市中央1-21-17

●足羽山（足羽山公園遊園地　q0776-34-1680）
〒918-8006 福井市山奥町58-97

－福井県　鯖江市－
●鯖江市役所（q0778-51-2200）
〒916-8666 鯖江市西山町13-1

●越前漆器協同組合（q0778-65-0030）
〒916-1221 鯖江市西袋町37-6-1

●王山古墳群（日の出町）
●西山公園（公園管理事務所　q0778-51-1001）
〒916-0027 鯖江市桜町3-7-20

●鯖江市資料館（q0778-51-5999）
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1-9-20

●立待公民館（q0778-51-3376）
〒916-0005 鯖江市杉本町702-2

●吉江藩館跡碑（吉江町）
●西光寺（q0778-51-1539）
〒916-0005 鯖江市杉本町31-42-1

●春慶寺（q0778-52-2015）
〒916-0002 鯖江市米岡町5-1

●天満神社（吉江町）
●天満神社（杉本町）
●天満神社（西番町）

取材地・協力者一覧
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●渡し場跡（石田下町）
●株式会社　大黒屋（q0778-51-0451）
〒916-0026 鯖江市本町2-1-13
●有限会社　鯖江菓撰栄進堂（q0778-51-0471）
〒916-0026 鯖江市本町2-3-3
●近松（q0778-53-1122）
〒916-0027 鯖江市桜町3-3-3（サバエシティホテル内）

－福井県　丹生郡朝日町－
●朝日町役場（q0778-34-1234）
〒916-0192 丹生郡朝日町西田中13-5-1
●古墳公園（朝日町朝日）
●大谷寺（q0778-34-5045）
〒916-0117 丹生郡朝日町大谷寺40-4-1

－福井県　坂井郡三国町－
●三国町役場（q0776-82-3111）
〒913-8501 坂井郡三国町中央1丁目5-1
●三国町観光協会（q0776-82-5515）
〒913-0063 坂井郡三国町東尋坊
●月窓寺（q0776-81-2565）
〒913-0047 坂井郡三国町神明1-2
●三国漁港（三国港漁業協同組合　q0776-82-3269）
〒913-0056 坂井郡三国町宿1-17-23

－福井県　敦賀市－
●敦賀市役所（q0770-21-1111）
〒914-8501 敦賀市中央2-1-1
●氣比神宮（q0770-22-0794）
〒914-0075 敦賀市曙町11-68
●気比の松原（敦賀市観光協会　q0770-21-8686）
〒914-0801 敦賀市松島町
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－福井県　武生市－
●武生市役所（q0778-22-3000）
〒915-8530 武生市府中1-13-7

●酒造家倶楽部　一力（清酒　門左衛門販売　q0778-22-1540）
〒915-0812 武生市桂町1-18

－福井県　坂井郡春江町－
●株式会社　エクシート（q0776-51-5678）
〒919-0482 坂井郡春江町中庄61-32

－滋賀県　大津市－
●大津市役所（q077-523-1234）
〒520-8575 大津市御陵町3-1

●社団法人　大津市観光協会（q077-528-2772）
〒520-0047 大津市浜大津1-4-1（大津市社会教育会館内）

●園城寺（q077-522-2238）
〒520-0036 大津市園城寺町246

●近松寺（q077-522-0411）
〒520-0054 大津市逢坂2丁目11-8

●関蝉丸神社（逢坂1丁目）

－京都府　京都市－
●京都市役所（q075-222-3111）
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488

●社団法人　京都市観光協会（q075-752-0227）
〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13（京都会館内）

●株式会社　臨川書店（q075-721-7111）
〒606-8204 京都市左京区田中下柳町8

●上賀茂神社（q075-781-0011）
〒603-8047 京都市北区上賀茂本山339

●永観堂禅林寺（q075-761-0007）
〒606-8445 京都市左京区永観堂町48

●大覚寺（q075-871-0071）
〒616-8411 京都市右京区嵯峨大沢町4
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●東福寺（q075-561-0087）
〒605-0981 京都市東山区本町15-778
●真如堂（q075-771-0915）
〒606-8414 京都市左京区浄土寺真如町82
●本圀寺（q075-593-9191）
〒607-8403 京都市山科区御陵大岩6
●壬生寺（q075-841-3381）
〒604-8821 京都市中京区壬生梛ノ宮町31

－大阪府　大阪市－
●大阪市役所（q06-6208-8181）
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3-20
●大阪市ゆとりとみどり振興局集客観光課（q06-6615-0695）
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16 WTCビル17階
●大阪城（q06-6944-0546）
〒540-0002 大阪市中央区大阪城1-1
●大阪城天守閣（q06-6941-3044）
〒540-0002 大阪市中央区大阪城1-1
●露天神社（q06-6311-0895）
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-4
●大長寺（q06-6351-6570）
〒534-0027 大阪市都島区中野町2-1-14
●国立文楽劇場（q06-6212-2531）
〒542-0073 大阪市中央区日本橋1-12-10
●近松門左衛門の墓（中央区谷町8丁目）
●玉造稲荷神社（q06-6941-3821）
〒540-0004 大阪市中央区玉造2-3-8
●生国魂神社・浄瑠璃神社（q06-6771-0002）
〒543-0071 大阪市天王寺区生玉寺町13-9
●銀山寺（q06-6771-2702）
〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町6-26
●四天王寺（q06-6771-0066）
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
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●青蓮寺（q06-6772-0979）
〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町3-19

●超願寺（q06-6771-6654）
〒543-0052 大阪市天王寺区大道1-14-1

●通天閣（q06-6641-9555）
〒556-0002 大阪市浪速区恵美須東1-18-6

●難波八阪神社（q06-6641-1149）
〒556-0016 大阪市浪速区元町2-9-19

●大阪フィルハーモニー会館（q06-6656-7701）
〒557-0041 大阪市西成区岸里1-1-44

●近松門左衛門の碑（松乃木大明神内）
〒557-0002 大阪市西成区太子2-3-19

●安養寺（q06-6653-8519）
〒557-0042 大阪市西成区岸里東1-7-15

－大阪府　大東市－
●大東市役所（q072-872-2181）
〒574-8555 大東市谷川1-1-1

●慈眼寺（q072-876-2324）
〒574-0015 大東市野崎2-7-1

●法妙寺（q072-872-8114）
〒574-0014 大東市寺川4-8-1

－兵庫県　尼崎市－
●尼崎市役所（q06-6489-6880）
〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1

●広済寺（q06-6491-0815）
〒661-0977 尼崎市久々知1-3-27

●近松記念館（q06-6491-7555）
〒661-0977 尼崎市久々知1-4-38

●近松公園（q06-6489-6385）
〒661-0977 尼崎市久々知1丁目

●ＪＲ尼崎駅（q06-6481-0416）
〒660-0808 尼崎市潮江1-1-1
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●ＪＲ塚口駅（q06-6429-5679）
〒661-0011 尼崎市東塚口1-9-1
●阪急塚口駅（q06-6421-7769）
〒661-0012 尼崎市南塚口町2-12-112
●園田学園女子大学近松研究所（q06-6429-9928）
〒661-8520 尼崎市南塚口町7-29-1
●近松応援団（q06-6429-2574）
〒661-0024 尼崎市三反田町2-12-5

－山口県　長門市－
●長門市役所（q0837-22-2111）
〒759-4192 長門市東深川1339-2
●長門市観光協会（q0837-22-8404）
〒759-4101 長門市東深川正明市1324-1
●近松屋敷跡（東深川江良）
●巣林子近松翁之碑（深川小学校前）
●赤崎神社楽桟敷
●ルネッサながと（q0837-26-6001）
〒759-4106 長門市仙崎818-1
●金子みすゞ記念館（q0837-22-2656）
〒759-4101 長門市東深川803-8 ウエーブ5F

－佐賀県　唐津市－
●唐津市役所（q0955-72-9111）
〒847-8511 唐津市西城内1-1
●唐津城（管理所　q0955-72-5697）
〒847-0016 唐津市東城内8-1
●菜畑遺跡（末盧館　q0955-73-3673）
〒847-0844 唐津市菜畑3359-2
●近松寺（q0955-72-3597）
〒847-0815 唐津市西寺町511

－個人－
●吉田文雀氏
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頁

写
真
内
容

提
供

12

吉
江
藩
城
下
町
跡
想
定
図

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

20

福
井
城
跡

福
井
市
観
光
課

22

北
の
庄
城
址
柴
田
神
社

福
井
市
観
光
課

32

氣
比
神
宮

敦
賀
市
観
光
課

33

気
比
の
松
原

敦
賀
市
観
光
課

38

京
都
の
春
（
上
賀
茂
神
社
）

6
京
都
市
観
光
協
会

39

京
都
の
夏
（
総
本
山
永
観
堂
禅
林
寺
）

6
京
都
市
観
光
協
会

41

京
都
の
秋
（
大
覚
寺
大
沢
の
池
）

6
京
都
市
観
光
協
会

41

京
都
の
冬
（
東
福
寺
通
天
橋
）

6
京
都
市
観
光
協
会

42

大
阪
城

大
阪
城
天
守
閣

51

野
崎
観
音
（
慈
眼
寺
）

慈
眼
寺

53

近
松
公
園
・
近
松
記
念
館

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

55

広
済
寺

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

56

近
松
祭
の
様
子

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

56

近
松
の
墓

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

資
料
提
供
一
覧
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57

梅
川
の
像

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

57

近
松
断
章

尼
崎
市
ち
か
ま
つ
・
文
化
振
興
課

58

近
松
応
援
団
（
学
習
会
の
様
子
）

近
松
応
援
団

61

近
松
門
左
衛
門
の
碑

長
門
市
商
工
観
光
課

62

赤
崎
神
社
楽
桟
敷
（
赤
崎
神
社
楽
踊
り
）

長
門
市
企
画
振
興
課

65

近
松
寺

唐
津
市
観
光
課

67

近
松
研
究
所
閲
覧
室

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所



あ
と
が
き

『
ち
か
ま
つ
う
る
る
読
本
　
ザ
・
近
松
』
第
三
巻
「
近
松
を
旅
す
る
」
を
発
刊
い
た
し

ま
す
。
最
終
巻
の
こ
の
本
は
、
近
松
の
生
誕
か
ら
作
者
と
し
て
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
に

近
松
が
実
際
に
た
ど
っ
た
で
あ
ろ
う
ゆ
か
り
の
地
や
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
に
つ

い
て
の
、
散
策
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。

作
品
を
味
わ
う
と
き
、
実
際
に
そ
の
地
を
訪
れ
る
と
、
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
、
登
場
人
物

の
心
情
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
松
も
、
大
坂
や
京
都
で
事
件
が
あ
る
と
、
そ
の
現

場
ま
で
足
を
運
ん
で
作
品
の
構
想
を
練
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
品
を
読
ん

で
そ
の
土
地
を
訪
れ
て
み
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
と
き
、
こ
の
本
が
皆

さ
ん
の
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
で
す
。



最
後
に
、
こ
の
本
の
制
作
・
編
集
に
あ
た
り
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
近
松
研
究
の
第
一
線
で
ご
活
躍
の
信
多
純
一
先
生
に
は
「
私
の
近

松
の
旅
」
を
執
筆
し
て
い
た
だ
き
、
巻
頭
を
飾
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
園
田
学
園
女
子

大
学
近
松
研
究
所
の
先
生
方
に
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
を
通
し
て
並
々
な
ら
ぬ
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
水
田
か
や
乃
・
井
上
勝
志
両
先
生
に
は
終
始
、
懇
切
な
ご
指
導
を
い
た
だ

き
、「
近
松
の
旅
」
に
つ
い
て
も
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
福
井
大
学
教
授
三

好
修
一
郎
先
生
に
は
、
さ
ば
え
近
松
倶
楽
部
顧
問
と
し
て
、
献
身
的
な
ご
支
援
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
今
後
よ
り
一
層
の
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
ば
え
近
松

ち
か
も
ん
く
ん倶

楽
部

平
成
十
五
年
三
月
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