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県内の文化講演会・地域の文化活動
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若
狭
路
文
化
研
究
所
︵
多
仁
照
廣
所
長
）
は
、︵
公

財
）
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
の
協
賛
の
も

と
、
嶺
南
地
域
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
昔
話
を
取
り

ま
と
め
た
﹃
若
狭
あ
ど
う
が
た
り
集
成
』
を
令
和
４

年
３
月
末
に
刊
行
し
ま
し
た
。
同
地
域
の
古
老
や
語

り
部
か
ら
集
め
た
１
３
５
の
話
を
収
録
し
、
こ
れ
に

話
し
言
葉
や
方
言
を
盛
り
込
ん
だ
文
字
に
起
こ
し
て

編
纂
し
ま
し
た
。
民
俗
学
者
で
同
研
究
所
顧
問
の
金

田
久
璋
氏
が
半
世
紀
に
渡
り
採
話
し
た
も
の
を
編
集

し
、
就
実
大
元
教
授
の
田
中
文
雅
氏
が
解
題
を
加
え

ま
し
た
。
ま
た
、
地
元
の
朗
読
グ
ル
ー
プ
「
ふ
く
い

昔
ば
な
し
大
学
再
話
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
ら
も
収

録
し
た
話
の
テ
ー
プ
起
こ
し
︵
翻
字
）
に
協
力
し
ま

し
た
。「
あ
ど
う
が
た
り
」
の
「
あ
ど
」
と
は
相
づ

ち
を
打
つ
と
い
う
意
味
で
、
中
世
以
前
か
ら
の
伝
統

的
な
昔
話
伝
承
の
形
式
と
し
て
、
語
り
手
の
語
り
に

聞
き
手
が
一
節
ご
と
に
相
づ
ち
を
打
ち
、
リ
ズ
ム
を

作
り
出
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。相
づ
ち
の「
お
っ

と
ー
」
や
「
は
ー
と
ー
と
ー
」
は
「
尊
い
」
か
ら
転

じ
た
言
葉
と
考
察
し
て
い
ま
す
。
本
は
２
９
７
ペ
ー

ジ
で
、
十
二
支
な
ど
動
物
の
話
の
ほ
か
、
正
月
や
盆

等
の
行
事
に
ま
つ
わ
る
内
容
な
ど
昔
の
人
々
の
生
活

や
信
仰
の
様
子
が
伺
え
ま
す
。
各
昔
話
か
ら
は
語
り

手
の
気
持
ち
や
息
遣
い
が
感
じ
ら
れ
、
臨
場
感
あ
る

正
に
生
き
た
民
俗
資
料
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
現

代
社
会
に
お
い
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
貴
重
な
日
本
の

財
産
と
し
て
後
世
に
伝
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
令
和
４
年
７
月
16
日
︵
土
）
に
﹃
若
狭
あ

ど
う
が
た
り
集
成
』
の
刊
行
を
記
念
し
た
同
研
究
所

主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
美
浜
町
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
「
な
び
あ
す
」
に
て
開
催
さ
れ
、
約
70
人
の
来

場
者
が
あ
り
ま
し
た
。
当
日
は
、
田
中
文
雅
氏
の
講

演
、
金
田
久
璋
氏
ら
を
交
え
た
鼎
談
、
昔
話
の
朗
読

や
映
像
の
披
露
、
挿
絵
原
画
の
展
示
な
ど
盛
り
沢
山

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
来
場
者
は
語
り
継
が
れ
て
き
た

昔
話
を
身
近
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
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財団シンボルマーク
公益財団法人「げんでんふれあい福井財団」は、
福井県の文化振興とふれあいとゆとりのある地
域づくりに寄与することを目的に、県民のみな
さんとの絆を大切にした広報誌を目指します。

C
O

N
TE

N
TS

表紙の説明『美浜町和田の精霊船送り』
和田は、天王山西麓の耳川

右岸に位置する37世帯の河
口の集落。お盆のお精霊（先
祖や新仏、無縁さんなど）を
再びあの世へと送り返す行事
のなかで、海へと精霊船を流
すのは、かつては越前海岸や
若狭の沿岸でも盛大に行われ
ていました。美浜町内では福井県無形民俗文化財に指定されてい
る菅浜の精霊船送り（８月15日）がよく知られています。

和田では8月16日の午前中に、集落下の墓地前の広場に区民が
集まり、竹や萱で約３メートルの精霊船を組み立てます。当地の
特徴は古塔婆数本で船尾の舵を作り、早朝に各戸が耳川に流した
お盆の供物を子供たちが拾い集め、新仏の数の人形を作って船内
に乗せること。夕刻、住職による供養の後、若者によって沖へと
流されます。

（写真撮影：吉田俊雄 氏）
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『
若
狭
あ
ど
う
が
た
り
集
成
』
の

　
　
　
　
　
刊
行
＆
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ス
ポ
ッ
ト

135 の昔話を収めた
『若狭あどうがたり集成』

2



一
般
の
部
（
応
募
作
品
数
１
４
４
８
編
）

　
　
▽《
最
優
秀
賞
・
福
井
県
知
事
賞
》
鈴
木
惠
子（
東
京
都
）「「
死
の
谷
」を
戒
名
に
つ
け
た
父
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞
》
金
川
久
代（
福
岡
県
）「
父
か
ら
の
贈
り
も
の
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
福
井
新
聞
社
賞
》
伊
藤
直
子（
福
井
県
）「
父
の
グ
ン
ゼ
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
福
井
仁
愛
学
園
賞
》
感
王
寺
美
智
子（
福
岡
県
）「
ふ
る
さ
と
の
雪
は
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
実
行
委
員
会
賞
》
杉
山
七
惠〔
岬
鏡
子
〕（
神
奈
川
県
）「
同
級
生
の
思
い
出
」

高
校
生
の
部
（
応
募
作
品
数
３
０
０
９
編
）

　
　
▽《
最
優
秀
賞
・
福
井
県
知
事
賞
》
佐
々
木
萌（
福
井
県
）「
忘
れ
ら
れ
な
い
旅
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞
》
白
石
奈
々
（
京
都
府
）「
幸
福
の
時
間
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
福
井
新
聞
社
賞
》
田
中
紘
子（
福
井
県
）「
父
と
私
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
福
井
仁
愛
学
園
賞
》
川
上
真
陽（
福
井
県
）「
車
と
ハ
イ
ヒ
ー
ル
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
実
行
委
員
会
賞
》
加
藤
萌
花（
福
井
県
）「
二
十
歳
の
贈
り
物
」

　
　
▽《
優
秀
賞
・
実
行
委
員
会
賞
》
牧
山
イ
ザ
ベ
ル（
福
井
県
）「一本
の
傘
」

　
　
▽《
佳
作
》
清
水
綾
乃〔
藺
筵
い
づ
〕（
北
海
道
）「
追
憶
」

　
　
▽《
佳
作
》
田
中
美
琴（
福
井
県
）「
修
学
旅
行
み
や
げ
」

　
　
▽《
佳
作
》
薮
野
幸
生（
福
井
県
）「
言
葉
に
で
き
な
い
」

　
　
▽《
佳
作
》
三
好
な
つ
き（
福
井
県
）「
弱
さ
と
向
き
合
う
」

　
　
▽《
奨
励
賞
》
20
編

　
　
　
野
路
れ
い
奈
、
五
十
嵐
幹
太（
藤
島
）

　
　
　
金
森
真
純
、
吉
川
実
咲
、
木
村
美
咲
、
塚
本
百
朋（
羽
水
）

　
　
　
小
番
場
実
紅（
三
国
）

　
　
　
朝
日
皓
介（
福
井
農
林
）

　
　
　
山
端
ら
む
、
山
野
依
吹（
武
生
商
）

　
　
　
斎
藤
美
帆
、
佐
々
木
愛
七（
武
生
商
工
）

　
　
　
春
田
新
菜
、
塚
本
愛
莉
、
指
岡
亜
実
、
宮
川
華
、
吉
田
汐
音（
仁
愛
女
）

　
　
　
真
鍋
遥
音（
立
命
館
慶
祥
）

　
　
　
荒
木
帆
翔（
ル
ネ
サ
ン
ス
大
阪
）

　
　
　
さ
さ
み（
山
口
県
立
熊
毛
南
）

「
風
花
随
筆
文
学
賞
」︵
同
賞
実
行
委
員
会

主
催
、
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
特
別
協

賛
）
の
授
賞
式
が
４
月
24
日
に
福
井
県
立
図
書

館
多
目
的
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
文

学
賞
は
福
井
県
出
身
の
芥
川
賞
作
家
「
津
村
節

子
」
さ
ん
の
随
筆
「
風
花
の
街
か
ら
」
に
ち
な

ん
だ
賞
で
平
成
９
年
度
に
創
設
さ
れ
、
毎
年
国

内
外
か
ら
多
く
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
財
団
で
は
、
文
化
・
芸
術
を
愛
す
る
県
民
風

土
を
高
め
る
顕
彰
事
業
と
し
て
毎
年
特
別
協
賛

し
、「
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞
」
を
贈

呈
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
一
般
の
部
「
金
川

久
代
」
さ
ん
と
高
校
の
部
「
白
石
奈
々
」
さ
ん

の
二
人
が「
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞
」

を
授
賞
さ
れ
ま
し
た
。

※入賞作品は、「風花随筆文学賞」ホームページ（福井県ふるさ
と文学館ホームページ内）に掲載されております。また、作
品集をご希望の方は、実行委員会事務局（福井県ふるさと 
文学館内（☎0776-33-8866））までお問い合わせください。

（授賞者等の集合写真）県立図書館多目的ホール
杉本達治福井県知事・授賞者・審査委員・実行委員・来賓の皆さん

第 26 回風花随筆文学賞　作 品 募 集
■ 内　　容　  随筆（人とのふれあい、家族や旅の思い出、ふるさとへ

の思い、世の中の動きについて考えたことなど）
■ 応募資格　 高校生以上
■ 応募規定　  ・A4 判400 字詰原稿用紙3 〜 5 枚以内  

・作品は日本語で書かれた自作、未発表のもの
■ 締　　切　  〈一 般 の 部〉令和4 年10月31日（月）当日消印有効  

〈高校生の部〉令和4 年12月15日（木）当日消印有効
■ 応 募 先　  風花随筆文学賞実行委員会事務局  

（福井県ふるさと文学館内）  
TEL：0776-33-8866  
E-mail：kazahana@pref.fukui.lg.jp  
URL：https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

第
25
回 

風か
ざ

花は
な

随
筆
文
学
賞 

入
賞
作
品
紹
介
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小
学
校
一
年
生
の
音
楽
の
時
間
に
先
生
が

「
好
き
な
楽
器
に
触
れ
て
音
を
出
し
て
み
よ

う
。」
と
言
っ
た
。

皆
、
我
先
に
と
興
味
あ
る
楽
器
の
前
に
集

ま
っ
た
。
私
は
友
達
と
木
琴
を
選
ん
だ
。
木

琴
に
触
れ
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
片
手
で

バ
チ
を
持
ち
、
ド
レ
ミ
の
音
階
を
叩
い
た
。

軽
く
叩
い
た
だ
け
な
の
に
明
る
く
弾
ん
だ
音

が
出
た
。
感
動
し
た
。
私
と
交
代
し
た
友
達

は
両
手
に
バ
チ
を
持
ち
、「
み
か
ん
の
花
咲

く
丘
」
を
上
手
に
演
奏
し
た
。
当
時
、
ラ
ジ

オ
か
ら
よ
く
流
れ
て
い
て
、
誰
も
が
一
度
は

耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
曲
だ
っ
た
。
他
の
楽

器
に
触
れ
て
い
た
皆
も
、
そ
の
演
奏
に
聴
き

入
っ
た
。
終
る
と
先
生
も
一
緒
に
拍
手
し
た
。

学
校
か
ら
一
緒
に
帰
り
な
が
ら
「
す
ご
か

ね
。
何
で
す
ぐ
に
で
き
る
と
。」
と
た
ず
ね

る
と
「
家
の
ピ
ア
ノ
で
弾
い
た
事
が
あ
る
け

ん
。ピ
ア
ノ
よ
り
木
琴
の
方
が
易
か
と
よ
。」

と
答
え
た
。
友
達
が
い
つ
も
よ
り
眩
し
く
、

大
人
に
見
え
た
。

家
に
木
琴
が
あ
っ
た
ら
楽
し
い
だ
ろ
う
な
。

い
つ
で
も
好
き
な
時
に
叩
け
て
と
、
木
琴
が

欲
し
く
な
っ
た
。
で
も
、
生
活
が
苦
し
く
、

私
達
の
為
に
家
の
狭
い
仕
事
場
で
夜
遅
く
ま

で
働
い
て
い
る
父
に
、
欲
し
い
と
は
言
え
な

か
っ
た
。

次
の
日
学
校
か
ら
帰
る
と
、
い
つ
も
の
よ

う
に
、
仕
事
場
の
父
に
声
を
か
け
に
行
っ
た
。

そ
の
時
、
隅
の
方
に
置
い
て
あ
っ
た
ベ
ニ
ヤ

板
の
切
れ
端
を
見
つ
け
た
。「
父
さ
ん
こ
れ

貰
っ
て
よ
か
ね
。」
と
聞
く
と
、「
角
で
け
が

せ
ん
よ
う
に
」
と
言
い
な
が
ら
手
渡
し
て
く

れ
た
。

そ
の
日
は
、
い
つ
も
よ
り
早
く
宿
題
を
済

ま
せ
た
。
そ
し
て
、
ベ
ニ
ヤ
板
に
ク
レ
ヨ
ン

で
木
琴
の
絵
を
描
い
た
。
バ
チ
の
代
り
に
竹

の
定
規
で
叩
い
て
み
た
。
壁
を
叩
い
た
よ
う

な
音
だ
っ
た
が
、
木
琴
を
演
奏
し
て
い
る
気

分
に
な
れ
た
。
楽
し
か
っ
た
。
夢
中
で
叩
い

て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
私
の
後
ろ
に

立
っ
て
い
た
父
が
、の
ぞ
き
込
み
な
が
ら「
楽

し
そ
う
な
音
が
す
る
と
思
っ
た
ら
、
木
琴
や

ね
。」
と
言
っ
た
。
私
が
「
木
琴
じ
ゃ
な
か
。

た
だ
の
ベ
ニ
ヤ
板
と
。」
と
言
う
と
「
ち
ゃ

ん
と
リ
ズ
ム
が
と
れ
て
い
て
上
手
か
。」
と

ほ
め
て
く
れ
た
。

学
校
か
ら
帰
っ
て
宿
題
を
済
ま
せ
る
と
、

毎
日
の
よ
う
に
、
ベ
ニ
ヤ
板
の
木
琴
を
叩
い

た
。
両
手
に
バ
チ
を
持
ち
、
叩
け
る
曲
も
次

第
に
増
え
た
。

あ
る
日
父
が
「
今
か
ら
川
原
に
竹
を
と
り

に
行
く
。
一
緒
に
行
こ
う
。」
と
誘
っ
た
。

家
の
近
く
に
は
、
大
き
な
川
が
あ
り
、
川

岸
に
は
大
人
の
背
丈
よ
り
高
い
竹
が
生
え
て

い
た
。

七
夕
に
は
、
若
い
竹
の
枝
を
切
っ
て
き
て

七
夕
飾
り
を
皆
で
作
っ
た
。
子
供
の
日
に
は
、

大
き
な
笹
の
葉
を
取
っ
て
き
て
チ
マ
キ
を

作
っ
て
い
た
。

「
今
日
は
何
で
と
り
に
行
く
と
。
何
を
す

る
と
。」
と
た
ず
ね
る
と
「
内
緒
」
と
答
え

な
か
っ
た
。
兄
と
す
ぐ
下
の
妹
も
一
緒
に
、

父
の
後
を
つ
い
て
行
っ
た
。
父
は
、
い
つ
も

よ
り
大
き
い
竹
を
選
び
、
小
枝
や
葉
を
鎌
で

お
と
し
た
。
そ
れ
を
皆
で
担
い
で
帰
っ
た
。

何
を
す
る
の
か
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。

十
日
程
過
ぎ
た
頃
、
学
校
か
ら
帰
る
と
父

が
、
大
き
な
風
呂
敷
で
覆
っ
た
物
を
テ
ー
ブ

ル
の
上
に
置
い
て
待
っ
て
い
た
。
開
け
る
と
、

同
じ
長
さ
の
二
本
の
垂
木
の
上
に
、
厚
さ
一

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
巾
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

程
の
、
長
さ
の
異
な
る
竹
が
、
長
い
順
に
左

か
ら
右
へ
並
ん
で
い
た
。
垂
木
と
竹
の
間
に

は
、
見
覚
え
の
あ
る
父
の
フ
ェ
ル
ト
の
帽
子

を
丸
く
切
り
抜
い
て
作
っ
た
ク
ッ
シ
ョ
ン
が

敷
い
て
あ
っ
た
。

「
わ
あ
木
琴
だ
。」
と
歓
声
を
あ
げ
た
。

羽
子
板
の
羽
の
黒
い
実
が
つ
い
た
二
本
の
細

い
竹
の
棒
を
渡
し
な
が
ら「
叩
い
て
み
て
。」

と
言
っ
た
。
覚
え
た
曲
を
叩
い
た
。
ベ
ニ
ヤ

板
の
木
琴
と
ち
が
い
曲
に
な
っ
た
。「
す
ぐ

演
奏
で
き
て
す
ご
い
。
い
つ
も
練
習
し
て

い
た
か
ら
ね
。」
と
父
が
嬉
し
そ
う
に
言
っ

た
。「
こ
の
木
琴
は
私
の
と
。」
と
た
ず
ね
る

と
、「
皆
に
も
作
っ
た
。
い
つ
で
も
好
き
な

時
に
叩
い
て
。
竹
で
作
っ
た
の
で
竹
琴
だ
け

ど
。」
と
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。「
そ
う
か
竹

琴
か
。」
と
私
も
つ
ら
れ
て
笑
っ
た
。

夕
方
、
兄
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、

真
っ
す
ぐ
な
竹
に
い
く
つ
も
の
穴
を
開
け

て
作
っ
た
笛
を
渡
し
た
。「
こ
の
間
の
竹
は

こ
れ
を
作
る
為
だ
っ
た
と
。」
と
兄
が
言
い
、

す
ぐ
に
吹
い
た
。
二
人
の
妹
に
は
、
木
を
丸

く
切
り
抜
い
て
作
っ
た
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
を
、

使
っ
て
見
せ
な
が
ら
渡
し
た
。
家
が
急
に
、

賑
や
か
に
な
っ
た
。

夕
食
が
済
む
と「
こ
れ
も
作
っ
て
い
た
。」

と
父
が
竹
の
古
い
根
っ
子
で
作
っ
た
尺
八
を

持
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
口
笛
を
吹
く
よ
う

に
口
を
す
ぼ
め
「
荒
城
の
月
」
を
吹
い
た
。

一
瞬
、
シ
ー
ン
と
静
か
に
な
っ
た
。

自
分
達
の
楽
器
で
、
時
々
家
族
皆
で
演
奏

会
の
ま
ね
ご
と
を
し
た
。

七
十
年
前
の
、
物
や
娯
楽
の
少
な
い
時
代

に
、
手
作
り
の
楽
器
は
、
貴
重
な
遊
び
道
具

だ
っ
た
。
父
の
お
も
い
の
こ
も
っ
た
楽
器
は
、

月
日
が
た
つ
と
、
竹
の
色
が
あ
せ
、
音
も
変

化
し
た
。
で
も
、
私
達
の
宝
物
に
は
か
わ
り

な
か
っ
た
。
ず
っ
と
大
切
に
し
た
。

父
が
逝
っ
て
三
十
年
あ
ま
り
。
残
し
て
く

れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
に
合
わ
せ

て
作
ら
れ
た
楽
器
な
ど
、
形
あ
る
も
の
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
工
夫
し
て
生
活
す
る
こ
と

の
大
切
さ
や
楽
し
さ
も
教
わ
っ
た
。
こ
れ
ら

は
、
父
か
ら
の
最
高
の
贈
り
も
の
だ
っ
た
と

思
っ
て
い
る
。

金
川 

久
代
さ
ん

（
福
岡
県
）

優
秀
賞
・
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞

「
父
か
ら
の
贈
り
も
の
」

一般の部
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「
も
う
、
目
え
開
け
て
え
え
で
。」

父
に
言
わ
れ
て
固
く
閉
じ
て
い
た
ま
ぶ
た

を
そ
っ
と
開
け
る
と
、
そ
こ
は
、
遥
か
彼
方

に
地
平
線
を
の
ぞ
む
、
一
面
の
青
い
海
を
見

下
ろ
す
崖
の
て
っ
ぺ
ん
だ
っ
た
。
崖
に
打
ち

寄
せ
る
白
波
、
木
々
の
深
い
緑
。
突
き
出
た

半
島
に
見
え
る
、
常
神
岬
灯
台
。

常
神
へ
と
向
か
う
福
井
県
道
二
一
六
号
は

曲
者
だ
っ
た
。
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
と
何
度
も
曲

が
り
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
も
大
き
い
。
小
さ
な

頃
か
ら
車
酔
い
の
ひ
ど
い
私
が
編
み
出
し
た

必
殺
技
は
、「
目
を
閉
じ
る
」
と
い
う
こ
と
。

母
も
隣
で
洗
面
器
を
か
か
え
て
青
い
顔
を
し

て
い
る
。
京
都
か
ら
一
人
で
車
を
運
転
し
て

く
れ
て
い
た
父
は
、
そ
ん
な
私
た
ち
を
気

遣
っ
て
、
い
つ
も
目
を
開
け
て
良
い
タ
イ
ミ

ン
グ
を
教
え
て
く
れ
る
。
公
営
駐
車
場
に
車

を
停
め
て
か
ら
も
、
具
合
の
悪
い
私
た
ち
の

代
わ
り
に
荷
物
を
か
か
え
て
狭
い
集
落
を
何

度
も
往
復
し
て
く
れ
た
。

常
神
は
、
澄
ん
だ
美
し
い
海
に
た
く
さ
ん

の
魚
が
泳
ぐ
、「
常
に
神
が
お
わ
す
島
」。
点

在
す
る
無
人
島
。
寄
せ
合
う
よ
う
に
崖
に

沿
っ
て
立
ち
並
ぶ
家
々
。
た
っ
た
一
軒
し
か

な
い
雑
貨
屋
で
ア
イ
ス
を
買
っ
て
食
べ
る
と
、

よ
う
や
く
ひ
と
心
地
つ
い
た
。
天
然
記
念
物

の
、
巨
大
な
ソ
テ
ツ
を
囲
む
よ
う
に
建
て
ら

れ
た
宿
の
部
屋
は
清
潔
で
、
窓
を
開
け
る
と

潮
の
香
り
が
す
る
。
や
さ
し
い
笑
顔
の
宿
の

主
に
出
迎
え
ら
れ
て
、
父
が
挨
拶
を
交
わ
し

て
い
る
。
私
は
と
た
ん
に
ソ
ワ
ソ
ワ
し
始
め

た
。
早
く
海
に
行
き
た
く
て
仕
方
な
い
の
だ
。

船
で
無
人
島
ま
で
送
っ
て
も
ら
い
、
釣
竿
を

出
し
た
ら
、
生
き
餌
を
つ
け
て
海
に
垂
ら
す
。

波
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
深
く
息
を
す
る
と
、

目
と
耳
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
中
ま
で
海
色

に
染
ま
っ
た
。幸
せ
な
時
間
。父
が
シ
ュ
ノ
ー

ケ
ル
を
つ
け
て
海
へ
潜
り
、
釣
り
の
ポ
イ
ン

ト
を
教
え
て
く
れ
る
。
家
族
三
人
が
食
べ
る

分
の
魚
だ
け
を
釣
る
と
、
私
も
シ
ュ
ノ
ー
ケ

ル
を
つ
け
て
沖
へ
と
泳
い
で
い
く
。
ブ
イ
の

さ
ら
に
向
こ
う
で
、
父
が
手
を
振
っ
て
い
る
。

夕
食
は
豪
華
絢
爛
だ
っ
た
。
海
の
幸
が
こ

れ
で
も
か
と
並
び
、
そ
の
ど
れ
も
が
び
っ
く

り
す
る
く
ら
い
美
味
し
い
。
こ
れ
以
上
、
食

べ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
も
食
べ
ら
れ
る
不
思

議
さ
。
父
も
母
も
私
も
、
こ
の
幸
せ
な
時
が

ず
っ
と
続
く
と
信
じ
て
い
た
。

「
今
年
は
台
風
で
無
理
そ
う
で
す
。」
私

が
中
学
一
年
生
の
時
、
定
宿
の
主
か
ら
電
話

が
あ
っ
た
。
こ
の
常
神
は
県
道
二
一
六
号
線

が
通
行
止
め
に
な
る
と
、
陸
の
孤
島
に
な
っ

て
し
ま
う
。
宿
の
主
を
心
配
し
つ
つ
、「
来

年
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。」
と
、
母
が

答
え
て
い
た
。

こ
れ
以
後
、
私
た
ち
が
常
神
を
訪
れ
る
機

会
は
来
な
か
っ
た
。
本
当
は
、
そ
の
頃
か
ら

少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
父

が
所
属
し
て
い
た
開
発
課
か
ら
管
理
課
に
異

動
に
な
り
、「
な
ん
で
…
…
。」
と
家
で
愚
痴

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で

イ
ラ
イ
ラ
し
て
、
母
や
私
に
当
た
る
よ
う
に

な
っ
た
。
母
も
私
も
、
父
が
家
で
安
ら
げ
る

よ
う
に
気
を
配
っ
た
が
、
父
の
心
を
癒
や
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
ん
な
時
、
塾
に
行
き
始
め
た
私
を
心
配

し
て
、
父
が
ス
マ
ホ
を
買
っ
て
く
れ
た
。
友

人
た
ち
は
ス
マ
ホ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
道
具
と
し
て
使
い
こ
な
し
て
い
た
が
、
私

は
緊
急
時
の
連
絡
手
段
と
し
て
し
か
使
わ
な

か
っ
た
。
父
に
、「
ス
マ
ホ
に
夢
中
に
な
っ
て
、

勉
強
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。」

と
言
わ
れ
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

同
時
に
ス
マ
ホ
を
買
っ
た
父
は
、
初
め
て
の

ス
マ
ホ
に
の
め
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
平

日
は
帰
宅
後
、
深
夜
二
時
頃
ま
で
ス
マ
ホ
で

ゲ
ー
ム
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仕
事
の
な

い
日
は
、
ほ
ぼ
一
日
中
。
ス
マ
ホ
を
手
に

持
っ
た
ま
ま
食
事
を
し
、
布
団
に
入
る
。
外

出
を
厭
い
、
食
事
も
入
浴
も
短
時
間
。
会
話

は
減
り
、
最
低
限
の
こ
と
し
か
し
な
く
な
っ

た
。
ゲ
ー
ム
に
集
中
で
き
な
い
の
か
、
私
が

夜
勉
強
を
し
て
い
る
と
文
句
を
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。
私
の
閉
め
た
洗
面
所
の
扉
が
、
ほ

ん
の
少
し
開
い
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
く

て
、
激
し
く
注
意
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
―

―
自
分
は
、
電
気
を
つ
け
っ
ぱ
な
し
、
戸
を

開
け
っ
放
し
で
い
る
の
に
。

果
た
し
て
、
ス
マ
ホ
や
ゲ
ー
ム
が
父
の
癒

し
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
眉
間
に
皺
を
寄
せ
て
ス
マ
ホ

で
夜
遅
く
ま
で
ゲ
ー
ム
を
す
る
父
を
、
幸
せ

そ
う
だ
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
そ
う
、
幸
せ

な
時
間
と
は
、
常
神
に
い
た
時
の
よ
う
な
時

間
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
れ
か
ら
三
年
。
父
が
十
年
前
に
特
許
申

請
し
た
も
の
が
、
発
明
協
会
で
表
彰
さ
れ
た
。

表
彰
状
を
手
に
持
っ
た
父
は
、
笑
顔
で
誇
ら

し
そ
う
だ
っ
た
。「
た
い
し
た
こ
と
な
い
け

ど
な
。」
と
、
言
う
父
を
、
母
と
私
が
褒
め

る
と
、
照
れ
く
さ
そ
う
に
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
ほ
ん
の
数
分
だ
が
、
父
が
少
し
ず
つ
食

事
の
時
に
会
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

常
神
は
、
幸
せ
な
子
供
時
代
を
過
ご
し
た

父
の
思
い
出
の
土
地
だ
っ
た
。
裕
福
だ
っ
た

父
と
そ
の
家
族
は
、
毎
年
こ
の
常
神
で
夏
を

過
ご
し
て
い
た
ら
し
い
。
三
十
年
以
上
経
っ

て
も
、
変
わ
ら
ず
美
し
い
姿
を
と
ど
め
る
常

神
。
神
が
お
わ
す
神
秘
の
島
。
父
が
歩
む
道

の
り
は
、
今
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

常
神
へ
と
至
る
、
あ
の
長
い
道
の
り
を
思

い
、
私
は
目
を
閉
じ
た
。

白
石 

奈
々
さ
ん

（
京
都
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校 

一
年
）

優
秀
賞
・
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福
井
財
団
賞

「
幸
福
の
時
間
」

高校生の部
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美浜町

無
形
民
俗
文
化
財

「
美
浜
町
和
田
の
精
霊
船
送
り
」

「
美
浜
町
和
田
の
精
霊
船
送
り
」

し
ょ
う

ら
い

ぶ
ね

お
く

美浜町菅浜

「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

」
の
由
来

お
盆
、
す
な
わ
ち
盂
蘭
盆
の
行
事
は
、
角

川
﹃
日
本
史
辞
典
』
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な

説
明
が
出
て
い
ま
す
。「﹃
盂
蘭
盆
経
』
に
基

い
て
毎
年
７
月
15
日
に
死
者
の
霊
を
祭
る
供

養
会
。﹃
日
本
書
紀
』
６
０
６
︵
推
古
14
）

の
記
事
が
初
見
。
平
安
時
代
民
間
に
も
普
及
。

鎌
倉
時
代
か
ら
は
、
施
餓
鬼
会
・
万
灯
会
が

あ
わ
せ
て
行
わ
れ
、
室
町
時
代
、
民
間
で
は

精
霊
祭
・
盆
踊
り
と
と
も
に
山
上
に
た
き
ぎ

を
大
文
字
に
燃
や
す
こ
と
が
始
め
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
７
月
13
日
か
ら
16
日
ま
で
を

盂
蘭
盆
と
し
墓
参
・
中
元
・
藪
入
・
灯
籠
流

し
・
盆
市
な
ど
の
風
習
が
生
ま
れ
た
」
云
々
。

す
な
わ
ち
、「
盂
蘭
盆
」︵
裏
盆
）
と
は
梵

語
の
「
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
︵
倒
懸
）」
が
語
源

と
さ
れ
、「
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み
」
の
意
味

が
あ
り
、
地
獄
に
落
ち
た
亡
母
の
苦
し
み
を

救
い
出
す
と
の
、
い
わ
ゆ
る
目
連
説
話
に
基

く
と
さ
れ
、
古
く
か
ら
仏
説
と
し
て
説
か
れ

て
き
ま
し
た
。

多
様
な
日
本
各
地
の
お
盆
行
事

し
か
し
、
多
様
な
日
本
の
お
盆
の
習
俗
を

見
ま
す
と
、
各
地
の
お
盆
が
単
に
盂
蘭
盆
経

に
基
く
宗
教
的
風
習
と
は
必
ず
し
も
言
え
な

い
ほ
ど
、
全
国
に
は
い
ろ
い
ろ
な
お
盆
の
行

事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
民
俗
学
の
祖
、

柳
田
国
男
は
お
盆
を
日
本
古
来
の
魂
祭
り
が

根
底
に
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
お
盆
に
仏
さ

ん
︵
先
祖
・
新
仏
・
無
縁
さ
ん
な
ど
）
を
迎

え
、
丁
重
に
も
て
な
し
て
送
り
出
す
、
お
盆

の
送
迎
の
民
俗
は
決
し
て
盂
蘭
盆
経
の
説
く

と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
史
実

以
前
、
仏
教
渡
来
以
前
の
、
日
本
に
お
け
る

古
い
霊
魂
を
め
ぐ
る
民
俗
が
横
た
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

嶺
南
地
方
で
も
精
霊
の
お
迎
え
や
送
り
の

習
俗
は
多
様
で
す
が
、
た
と
え
ば
美
浜
町
山

上
で
は
か
つ
て
お
墓
へ
負
い
縄
を
持
っ
て
行

き
、
背
中
に
仏
さ
ん
を
背
負
う
よ
う
に
し
て

お
迎
え
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

福
井
県
内
の
精
霊
船
送
り

大
掛
か
り
な
精
霊
船
を
作
っ
て
仏
さ
ん
送

り
を
す
る
の
は
、
越
前
海
岸
の
福
井
市
白
浜

や
美
浜
町
菅
浜
、
若
狭
町
塩
坂
越
、
小
川
、

神
子
、
遊
子
、
小
浜
市
田
烏
、
矢
代
、
犬
熊
、

阿
納
、
西
小
川
、
宇
久
、
加
尾
、
甲
ヶ
崎
な

ど
の
若
狭
湾
沿
岸
の
漁
村
に
見
ら
れ
ま
す
。

県
内
最
大
の
精
霊
船
は
、
福
井
県
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
美
浜
町
菅
浜
の

「
精
来
舟
」
で
、
８
月
15
日
の
夕
刻
に
集
落

下
の
砂
浜
か
ら
「
ウ
リ
オ
イ
」
と
呼
ば
れ
る

新
仏
の
家
人
が
乗
り
込
み
沖
合
へ
と
流
さ
れ

ま
す
。

　
　
県
内
で
行
わ
れ
て
い
る
主
な
精
霊
船
送
り

小浜市西小川（福井新聞社より提供） 福井市白浜（福井新聞社より提供）
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霊
魂
観
・
他
界
観
を
あ
ら
わ
す 

和
田
地
区
の
特
徴

さ
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
同
町
和
田
の
精

霊
船
送
り
は
、
例
年
の
８
月
16
日
に
集
落
下

の
墓
地
前
の
広
場
で
開
催
。
当
日
午
前
中
に

区
民
が
集
合
し
、
竹
や
萱か
や

を
組
み
立
て
て
約

３
メ
ー
ト
ル
の
精
霊
船
を
作
り
ま
す
。
当
地

の
特
徴
は
、
古
塔
婆
数
本
を
組
ん
で
船
尾
の

舵
に
見
立
て
、
早
朝
に
各
家
が
流
し
た
盆
の

供
物
︵
お
精
霊
さ
ん
）
を
子
供
た
ち
が
拾
い

集
め
て
新
仏
の
数
の
人
形
を
作
り
、
船
に
乗

せ
ま
す
。
賑
や
か
に
施
餓
鬼
旗
で
飾
ら
れ
て
、

墓
地
で
の
供
養
の
あ
と
、
青
年
た
ち
に
担
が

れ
て
和
田
漁
港
か
ら
流
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
海
の
向
こ
う
に
あ
の
世
を
仮
想

す
る
日
本
人
の
霊
魂
観
、
他
界
観
が
、
よ
く

う
か
が
わ
れ
る
盆
行
事
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

︵
日
本
地
名
研
究
所　
　
　
　

 

　
　

所
長  

金
田
久
璋
）

敦賀市

若狭町

美浜町

北
陸
本
線

若 狭 湾
和田

北陸自動車道

舞鶴若狭自動車道

27

全長約 3 メートルの精霊船の製作（竹や萱
かや

で船を組み立てた後、供物を乗せ施餓鬼旗で飾る）

僧侶による法要（先祖、新仏、無縁さんの供養） 賑やかに色紙で飾られた施餓鬼旗 子供たちが供物を集めて作った新仏の人形

　
　
左
の
写
真
①
〜
⑨
は
和
田
地
区
の
精
霊
船
の
製
作
か
ら
海
に
送
り
出
さ
れ
る
ま
で
の
様
子

浜に集まって船を見送る観衆 曳き船に引かれて厳かに
沖へ流される精霊船

地元の青年たちに担がれて
海へ送り出される精霊船

（写真撮影：吉田俊雄 氏）

①①

④④

⑦⑦

②②

⑤⑤

⑧⑧

③③

⑥⑥

⑨⑨
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文
化
講
演
会

文
化
講
演
会
（
当
財
団
と
の
共
催
）

（
当
財
団
と
の
共
催
）

敦
賀
市
連
合
婦
人
会

文
化
講
演
会

「
あ
な
た
が
あ
な
た
の
ま
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝
く
た
め
に
」

　
講
師　
英
月  

氏

（
真
宗
佛
光
寺
派
「
大
行
寺
」
住
職
）

令
和
４
年
４
月
23
日
︵
土
）
敦
賀
市
西
公

民
館
に
お
い
て
、
敦
賀
市
連
合
婦
人
会
と
共

催
で
文
化
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師

は
、京
都
市
の
真
宗
佛
光
寺
派
「
大
行
寺
︵
だ

い
ぎ
ょ
う
じ
）」
住
職
の
英
月
︵
え
い
げ
つ
）

氏
で
、「
あ
な
た
が
あ
な
た
の
ま
ま
で
輝
く

た
め
に
」
と
題
し
て
講
演
を
さ
れ
、
当
婦
人

会
会
員
ら
46
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

講
師
の
英
月
氏
は
、
９
年
間
渡
米
さ
れ
た

後
、
大
行
寺
を
後
継
さ
れ
、
現
在
、
国
際
派

福
井
県
連
合
婦
人
会

文
化
講
演
＆

会
員
の
つ
ど
い

「
異
常
気
象
か
ら
身
を
守
る

～
天
気
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
～
」

講
師　
斉
田 

季
実
治  

氏

（ 

気
象
予
報
士
・ 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
気
象
キ
ャ
ス
タ
ー
）

福
井
県
連
合
婦
人
会
と
共
催
に
よ
る
文
化

講
演
会
を
令
和
４
年
７
月
10
日
︵
日
）
県
生

活
学
習
館
で
開
催
し
、
県
内
各
地
か
ら
会
員

ら
約
２
５
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
講
師
は
、

気
象
予
報
士
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ニ
ュ
ー
ス
ウ
ォ
ッ

チ
９
」
に
出
演
さ
れ
て
い
る
人
気
気
象
キ
ャ

ス
タ
ー
の
斉
田 

季
実
治
︵
さ
い
た 

き
み
は

る
）
氏
で
、「
異
常
気
象
か
ら
の
身
の
守
り

方
」
な
ど
に
つ
い
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
斉

田
氏
は
報
道
記
者
の
時
に
自
然
災
害
の
現
場

を
取
材
す
る
中
で
被
害
を
伝
え
る
だ
け
で
な

く
未
然
に
防
ぎ
た
い
と
の
想
い
か
ら
気
象
の

専
門
家
の
道
に
進
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
最
近

僧
侶
と
し
て
全

国
各
地
で
法
話

を
さ
れ
る
ほ
か
、

悩
み
を
持
た
れ

る
方
の
相
談
も

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
英
月

氏
が
知
り
合
い

も
、
お
金
も
な

く
、
言
葉
も
通

じ
な
く
て
苦
労

さ
れ
た
海
外
生

活
の
中
で
得
ら

れ
た
経
験
を
通
し
て
、「
現
状
と
向
き
合
い

見
え
て
き
た
苦
悩
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
感

謝
す
る
心
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
内
容
で
講

演
さ
れ
ま
し
た
。

「
人
は
生
き
て
い
れ
ば
仕
事
や
様
々
な
出

来
事
に
心
が
辛
く
な
っ
た
り
、
し
ん
ど
く
な

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
都
度
自
分
の
心
と

向
き
合
い
、
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
で
気
持

ち
が
楽
に
な
る
。
今
の
自
分
が
ラ
ッ
キ
ー
だ

と
感
じ
る
こ
と
。
あ
な
た
が
あ
な
た
の
ま
ま

で
輝
く
た
め
の
ほ
ん
の
少
し
の
心
が
け
に
よ

り
、
今
を
軽
や
か
に
生
き
楽
し
む
手
が
か
り

を
つ
か
ん
で
ほ
し
い
。」
と
、
親
鸞
聖
人
の

教
え
を
交
え
な
が
ら
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
お
お
ら
か
で
親
し
み
や
す
い

人
柄
の
英
月
氏
の
法
話
を
熱
心
に
聞
き
入
っ

て
い
ま
し
た
が
、
時
た
ま
、
お
も
し
ろ
お
か

し
く
笑
い
も
交
え
た
言
葉
に
肩
の
力
が
抜
け

ホ
ッ
ト
し
た
の
か
、
何
時
し
か
皆
ん
な
の
心

は
和
ん
で
い
ま
し
た
。

で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
お
か
え
り
モ
ネ
」

に
出
演
さ
れ
、
気
象
考
証
を
務
め
ら
れ
る
な

ど
多
方
面
で
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

講
演
で
は
、「
今
年
の
北
陸
地
方
の
梅
雨

明
け
が
統
計
の
あ
る
昭
和
26
年
以
降
最
も
早

か
っ
た
こ
と
」「
最
近
は
テ
レ
ビ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
気
象
情
報
を
得
る
方
が
多
い
が
、
災
害
時

に
は
ラ
ジ
オ
が
有
効
で
あ
る
こ
と
」「
天
気

予
報
や
警
報
の
見
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ

を
い
か
に
実
際
の
命
を
守
る
行
動
に
結
び
つ

け
る
か
が
大
事
で
あ
り
、
そ
の
判
断
基
準
を

普
段
か
ら
身
に
着
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報

を
活
用
す
る
こ
と
」
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話

し
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
気
象
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
、「
最

新
の
情
報
を
単
に
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
い

か
に
行
動
し
て
も
ら
う
た
め
に
ど
う
伝
え
る

か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
」「
日
常
生
活
に
影

響
を
及
ぼ
す
太
陽
活
動
の
変
化
な
ど
宇
宙
天

気
も
伝
え
る
こ
と
が
将
来
必
要
に
な
る
こ

と
」
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

身
近
に
異
常
気
象
が
多
く
起
き
て
い
る

興
味
深
い
お
話

と
、
人
気
キ
ャ

ス
タ
ー
の
柔
ら

か
く
甘
い
語
り

に
会
場
は
皆
酔

い
し
れ
て
聞
き

入
っ
て
い
ま
し

た
。

当
財
団
で
は
、
県
内
各
地
域
に
お
い
て

関
係
団
体
と
共
催
で
文
化
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

福井県連合婦人会 田村会長挨拶

英月氏の講演に聞き入る参加者

講師：英月 氏

講師：斉田季実治 氏
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引
細
工
で
ス
ト
ラ
ッ
プ
づ
く
り
と
い
っ
た
体

験
講
座
を
開
催
し
、
ど
れ
も
好
評
で
し
た
。

「
福
井
梅
で
梅
ジ
ュ
ー
ス
を
つ
く
ろ
う
」

の
体
験
講
座
で
は
、
若
狭
町
特
産
品
の
福
井

梅
を
使
っ
た
ジ
ュ
ー
ス
を
美
味
し
く
作
る
コ

ツ
を
教
わ
り
、「
簡
単
に
出
来
た
。
ジ
ュ
ー

ス
の
他
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
」
と

の
感
想
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
日
頃
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら

う
た
め
の
パ
ネ
ル
展
示
や
、
毎
年
恒
例
の
お

い
し
い
も
の
販
売
も
行
い
、
学
び
と
交
流
の

「
ふ
く
い
き
ら
め
き
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
は
、

延
べ
４
０
０
人
弱
の
皆
さ
ま
に
ご
参
加
い
た

だ
き
、
共
に
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
へ

の
思
い
を
深
め
ま
し
た
。

こ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
機
に
、
互
い
に

多
様
性
を
認
め
合
い
、
輝
く
未
来
が
描
け
る

社
会
の
実
現
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

公
益
財
団
法
人
ふ
く
い
女
性
財
団
は
、
40

の
賛
助
団
体
で
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
、

福
井
県
が
「
男
女
共
同
参
画
推
進
月
間
」
と

定
め
る
６
月
に
、
毎
年
「
ふ
く
い
き
ら
め
き

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
公
益
財
団
法
人
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ

い
福
井
財
団
と
若
狭
町
の
共
催
の
も
と
、
パ

レ
ア
若
狭
に
て
開
催
し
ま
し
た
。

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に

相
応
し
い
美
方
高
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
若
さ

弾
け
る
演
奏
で
始
ま
り
ま
し
た
。

式
典
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

功
労
者
知
事
表
彰
が
行
わ
れ
、
４
名
の
長
年

の
功
績
が
讃
え
ら
れ
た
後
、
杉
本
達
治
知
事

や
小
堀
友
廣
県
議
会
副
議
長
、
開
催
地
の
渡

辺
英
朗
若
狭
町
長
に
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

そ
の
後
、
メ
イ
ン
企
画
の
「
記
念
講
演
」

で
は
、
本
県
出
身
の
作
家
で
翻
訳
家
の
谷
崎

由
依
氏
が
登
壇
し
ま
し
た
。「
明
日
を
紡
ぐ

女
性
た
ち
へ
~
﹃
遠
の
眠
り
の
』
の
作
者

が
描
く 

私
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
世
と
は
！

~
」
と
題
し
た
講
演
で
は
、
著
書
﹃
遠
の
眠

り
の
』
の
執
筆
に
至
っ
た
き
っ
か
け
や
、
作

品
の
中
で
主
人
公
の
女
性
が
抱
い
て
い
た
男

性
と
女
性
と
の
不
公
平
感
、
大
正
時
代
の
女

性
運
動
を
通
し
て
、
さ
ら
に
は
、
著
書
の
中

で
描
か
れ
て
い
る
、
現
代
に
も
通
じ
る
福
井

の
女
性
達
の
面
影
な
ど
を
紹
介
い
た
だ
き
ま

し
た
。
講
師
は
、「
女
性
に
と
っ
て
、
こ
の

世
の
中
は
あ
る
意
味
戦
場
だ
と
思
う
。
こ
の

戦
い
の
よ
う
な
し
ん
ど
い
日
々
を
何
と
か
生

き
延
び
て
、
自
分
の
思
う
生
き
方
が
で
き
る

よ
う
、
み
な
さ
ん
も
生
き
る
力
を
紡
い
で
ほ

し
い
」
と
聴
講
者
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
そ
の
後
、
全
９
種

類
の
講
座
等
を
開
催
し
ま
し
た
。「
熊
川
宿

で
ま
ち
歩
き
」
の
体
験
講
座
で
は
、「
若
狭

町
か
み
な
か
の
語
り
部
」
さ
ん
と
一
緒
に
レ

ト
ロ
な
町
並
み
を
歩
い
て
、
熊
川
宿
に
つ
い

て
学
び
ま
し
た
。

ま
た
、
映
画
﹃
日に
ち

日に
ち

是こ
れ

好こ
う

日じ
つ

』
の
上
映
や

男
性
の
育
休
に
つ
い
て
考
え
る
講
座
、
衣
類

の
た
た
み
方
や
若
狭
塗
箸
の
研
ぎ
出
し
、
さ

ら
に
は
ス
マ
ホ
撮
影
、
チ
ェ
ア
ー
ヨ
ガ
、
水

田村実行委員長 挨拶 杉本知事 祝辞記念講演 講師：谷崎由依 氏

熊川宿でまち歩き（体験講座）

福井梅で梅ジュースをつくろう（体験講座）

オープニング演奏

ふ
く
い
き
ら
め
き
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

２
０
２
２

　
　
　
　
輝
く
未
来
の
た
め
に 

〜
多
様
性
を
認
め
合
い
、と
も
に
進
も
う
〜
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親
子
で
工
作
・
打
ち
上
げ

親
子
で
工
作
・
打
ち
上
げ

　
紙
ロ
ケ
ッ
ト
の
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト

　
紙
ロ
ケ
ッ
ト
の
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト

――  

令
和
４
年
６
月

令
和
４
年
６
月
1212
日日    

――

宇
宙
で
も
太
陽
光
発
電
や
観

測
フ
ラ
イ
ヤ
で
活
躍
し
て
い
る

「
ミ
ウ
ラ
折
り
」
の
技
術
を
紙

ロ
ケ
ッ
ト
の
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
に

応
用
し
て
親
子
で
制
作
し
、
水

の
力
を
利
用
し
て
飛
ば
す
イ
ベ

ン
ト
が
令
和
４
年
６
月
12
日

︵
日
）
に
敦
賀
市
内
の
事
業
所

広
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
イ
ベ
ン
ト
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の

意
義
を
共
有
し
、
子
供
へ
の
質

の
高
い
教
育
と
資
源
を
守
る
技
術
に
挑
戦
す
る
意
欲
を
高
め

る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
敦
賀
教
育
研
究
会
が
企
画
し
ま
し
た
。

当
日
は
幼
稚
園
児
や
小
学
生
と
、
そ
の
親
な
ど
約
１
０
０
組

が
参
加
し
ま
し
た
。ロ
ケ
ッ
ト
の
工
作
で
は「
ミ
ウ
ラ
折
り
」

の
構
造
が
チ
ョ
ウ
の
羽
化
前
の
羽
に
存
在
す
る
こ
と
や
、
水

の
力
で
ロ
ケ
ッ
ト
を
打
ち

上
げ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
触

れ
る
な
ど
、
自
然
の
中
に

色
ん
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
こ

と
を
感
じ
ま
し
た
。
未
来

に
向
け
た
ロ
ケ
ッ
ト
の
制

作
と
打
ち
上
げ
に
親
た
ち

も
子
供
と
一
緒
に
な
っ
て

楽
し
い
休
日
を
は
し
ゃ
い

で
い
ま
し
た
。

〜
財
団
助
成
事
業
の
紹
介
〜

 
 

当
財
団
で
は
毎
年
、
県
内
の
文
化
団
体
等
の
事
業
活
動
に
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

助
成
事
業
の
中
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

地
域
の
文
化
活
動

地
域
の
文
化
活
動

混
声
合
唱
団

混
声
合
唱
団  

福
井
コ
ー
ル
ア
カ
デ
ミ
ー

福
井
コ
ー
ル
ア
カ
デ
ミ
ー  

定
期
演
奏
会

定
期
演
奏
会

――  
令
和
４
年
５
月

令
和
４
年
５
月
1515
日日  

――

３
年
ぶ
り
に
混
声
合
唱
団
福
井
コ
ー
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ

る
第
33
回
定
期
演
奏
会
が
令
和
４
年
５
月
15
日
︵
日
）
福
井

市
の
ア
オ
ッ
サ
県
民
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は

「
そ
ん
な
に
も　

う
た
い
た
く
て　

わ
か
ち
あ
う
」
を
テ
ー

マ
に
、
同
所
属
メ
ン
バ
ー
23
人
が
「
聴
き
た
い
、
歌
い
た
い

気
持
ち
」
を
原
動
力
に
コ
ロ
ナ
禍
で
練
習
を
積
ん
で
き
た
成

果
を
精
一
杯
披
露
し
、
歌
で
元
気
を
届
け
ま
し
た
。
郷
土
を

歌
い
感
動
を
伝
え
た
第
１
ス
テ
ー
ジ
、
希
望
や
勇
気
を
与
え

る
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
曲
に
よ
る
楽
し
い
第
２
ス
テ
ー
ジ
、
メ
ン

バ
ー
ど
お
し
で
紹
介
し
合
っ
た
曲
に
よ
る
第
３
ス
テ
ー
ジ
と

３
部
構
成
に
よ

り
計
14
曲
が
演

奏
さ
れ
ま
し
た
。

約
１
８
０
人
の

来
場
者
は
久
し

ぶ
り
の
歌
唱
に

メ
ン
バ
ー
と
心

か
ら
分
か
ち
合

え
た
気
分
に
な

り
ま
し
た
。

東
尋
坊
～
平
泉
寺
を
走
る

東
尋
坊
～
平
泉
寺
を
走
る

マ
ラ
ニ
ッ
ク
大
会

マ
ラ
ニ
ッ
ク
大
会

――  

令
和
４
年
５
月

令
和
４
年
５
月
2828
日日  

――

坂
井
市
の
東
尋
坊
と
勝
山
市
の
白
山
平
泉
寺
間
を
走
る

「
第
10
回
記
念
東
尋
坊
愛
の
マ
ラ
ニ
ッ
ク
大
会
」
が
令
和
４

年
５
月
28
日
︵
日
）
に
開
催
さ
れ
、
県
内
外
か
ら
５
９
４

人
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参
加
し
ま
し
た
。「
マ
ラ
ニ
ッ
ク
」
と
は

マ
ラ
ソ
ン
と
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
合
わ
せ
た
造
語
で
、
タ
イ
ム
を

競
わ
ず
、
給
水
所
で
郷
土
伝
承
料
理
や
会
話
を
楽
し
ん
で
走

る
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
地
元
の
有
志
ら
で
つ
く
る
実
行
委
員

会
が
企
画
し
ま
し
た
。
コ
ー
ス
は
東
尋
坊
~
平
泉
寺
往
復

の
１
０
３
キ
ロ
の
部
と
平

泉
寺
か
ら
東
尋
坊
ま
で
の

52
キ
ロ
の
部
の
２
コ
ー
ス

で
、
途
中
に
22
か
所
の
エ

イ
ド
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設

け
、
若
狭
牛
の
ス
テ
ー
キ

や
お
ろ
し
そ
ば
な
ど
、
福

井
な
ら
で
は
の
料
理
が
振

る
舞
わ
れ
ま
し
た
。
ラ
ン

ナ
ー
た
ち
は
、
美
し
い
景

観
の
中
で
、
美
味
し
い
ご

当
地
グ
ル
メ
に
舌
鼓
を
打

ち
な
が
ら
の
快
走
を
満
喫

し
て
い
ま
し
た
。
さ
わ
や

か
な
初
夏
の
晴
天
の
下
を

笑
顔
で
駆
け
抜
け
た
一
日

で
し
た
。

親子でロケットの制作

平泉寺をスタートする 52 キロの部の参加者

第 1 ステージ　〜五幡の坂〜

事業所広場でのロケット打ち上げ
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写真コンテスト作品募集

○部　　門 学生部門・一般部門の２部門
○資　　格	 ①			福井県に在住、または学校・勤務先が福井県

内であること。
	 ②	写真の専門家（プロカメラマン）ではないこと。
	 ※当コンテストの関係者はご応募いただけません。

○作　　品 	応募点数は制限しません。ただし、応募者本人
が県内で2021年～ 2022年（令和３年以降）に
撮影したもので、自作の未発表作品にな限ります。

○作品の規格	 	カラー・モノクロで四ツ切、または四ツ切ワイ
ドの単写真のみとします。（デジタルプリントも
同様）

○締　　切	 	令和４年10月７日（金）当日消印有効	 	
（郵送の場合）

○発　　表	 令和４年11月10日（木）

○賞 金 等	 	ふるさと大賞１点（20万円）、ふるさと賞３点
（学生５万円・一般10万円）、優秀賞５点（学生
３万円・一般５万円）、協賛社賞３点（記念品）、
入選30点（記念品）

○審 査 員	 審査委員長：水谷内健次氏（写真家）他５名
○  応 募 先	 ①	（公財）げんでんふれあい福井財団	 	

（敦賀市本町2-9-16）
	 ②		福井県カメラ商組合および県内フジカラー取扱店

○応募方法	 	指定の申込用紙（上記①②にあります。）に必要
事項を記入し、作品の裏に貼って上記①②いず
れかに提出ください。

○表 彰 式	 	令和４年11月13日（日）	 	
げんでんふれあいギャラリー	 	
（敦賀市本町2-9-16）

出品無料

げんでんふるさとげんでんふるさと大賞大賞第16回 2022 写真コンテスト

ふるさとの四季「知られざる宝」テーマ

作品
募集

『
編
集
後
記
』

• 

「
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
福

井
」
を
お
読
み
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

• 

今
年
１
月
に
６
年
ぶ
り
に
復

刊
し
ま
し
た
本
誌
で
す
が
、

本
年
度
か
ら
年
２
回
発
刊
し

ま
す
。

•  

本
年
度
の
助
成
事
業
は
39
件

で
す
が
、
依
然
と
し
て
収
ま

り
を
見
せ
な
い
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
で
本
年
度
も
中
止
や
延

期
に
追
い
込
ま
れ
る
事
業
が

出
て
き
て
お
り
残
念
で
す
。

一
日
も
早
く
以
前
の
よ
う
な

活
動
が
で
き
る
こ
と
を
切
に

願
っ
て
い
ま
す
。

• 

昨
年
度
に
引
き
続
き
実
施
す

る
「
げ
ん
で
ん
ふ
れ
あ
い
コ

ン
サ
ー
ト
」
は
会
場
を
２
か

所
に
充
実
し
て
今
秋
開
催
す

る
予
定
で
す
の
で
楽
し
み
に

し
て
く
だ
さ
い
。

•  

今
後
と
も
皆
さ
ま
に
親
し
ん

で
読
ん
で
い
た
だ
け
る
広
報

誌
を
目
指
し
て
、
イ
ベ
ン
ト

の
お
知
ら
せ
や
各
地
域
の
文

化
活
動
の
情
報
な
ど
を
お
届

け
し
て
い
き
ま
す
。
次
号
は

令
和
５
年
１
月
の
発
刊
予
定

で
す
。

協賛事業ハーモニーぴくにっく  （令和４年７月３日）
福井県文化振興事業団が主催する

「ハーモニーぴくにっく」が令和４
年７月３日（日）にハーモニーホー
ルふくい大ホールで開催されました。
毎年福井のアーティストたちの演奏
によるクラシックコンサートで、今
回も幼児から楽しめるピアノとパイ
プオルガンを中心としたプログラム
でした。演奏はピアノとパイプオル
ガンにフルート、サクソフォン、ヴァ
イオリン、ヴィオラが加わり、可愛

くて子どもにも優しいクラシック音楽10曲が会場に響き渡りました。195人
の来場者は小さなお子さん連れがほとんどでしたが、家族や友人といっしょに素
敵な休日のひとときを楽しんでいました。

◯ トランペット・ヴォランタリー クラーク

◯ ペールギュント「朝」 グリーグ

◯ バディネリ Ｊ.Ｓ.バッハ

◯ りす デュボア

◯ 「動物の謝肉祭」から『白鳥』 サン=サーンス

◯ 「アルルの女」から『ファランドール』 ビゼー

◯ 「動物の謝肉祭」から『水族館』 サン=サーンス

◯ 「アルルの女」から『メヌエット』 ビゼー

◯ 「動物の謝肉祭」から『フィナーレ』 サン=サーンス

◯  威風堂々 エルガー

《プログラム》

ピアノ、パイプオルガン、フルート、
サクソフォン、ヴィオラによる演奏
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げ
ん
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事　業　名 場　　所 期　　日

第31回福井県市町文協選抜芸能祭 越前市文化センター 令和4年
9月25日（日）

Joy Joy敦活フェスタ 敦賀市きらめきみなと館 令和4年
9月25日（日）

第６回ふくいオカリナフェスティバル
with shinichiro 福井市ハピリンホール 令和4年

10月1日（土）

筝曲演奏会〜 20周年記念〜 敦賀市民文化センター 令和4年
10月2日（日）

福井太鼓の響 越前市いまだて芸術館 令和4年
10月9日（日）

うちの婆っちゃま一座公演 越前市文化センター
大ホール

令和4年
11月13日（日）

小浜男女共同参画ネットワーク
設立30周年記念文化講演会 小浜市働く婦人の家ホール 令和4年

11月26日（土）

第36回長唄杵屋弥登悠会
師籍50周年記念演奏会

福井市フェニックスプラザ
小ホール

令和4年
11月27日（日）

第20回たけのっ子劇場
ミュージカル公演

越前市文化センター
大ホール

令和4年
12月11日（日）

国指定無形民俗文化財
敦賀西町の綱引き 敦賀市相生町（西町） 令和5年

1月15日（日）

市民音楽祭2023年　PartⅢ 敦賀市民文化センター 令和5年
2月26日（日）

第18回まるおか子供歌舞伎 坂井市ハートピア春江 令和5年
3月 予定

9 月以降に開催され、一般の方も参加（鑑賞）できる事業の主なものをご紹介します。是非、ご参加ください。
期日等は変更されることがありますので、事前にご確認ください。各事業に関するお問合せは、当財団事務局
（0770-21-0291）までご連絡下さい。

ー財団助成事業の日程等 ー

財団イベント　INFORMATION
イベント名 内　　　容 期　　　日 場　　　所 入場料・その他

げんでんふれあい
コンサート2022

〜天高くこころ肥ゆる秋〜

＜構成・出演者＞
第1部：ピアノ(ソロ･連弾)
第2部：
　ソプラノ、サクソフォン、 
　ピアノの共演
　　髙橋 かほる(ピアノ)
　　和田 芳(ピアノ)
　　東 園(ソプラノ) 
　　片山 奈々愛(サクソフォン)

令和4年
10月10日（月·祝）
14:00 〜 15:50

南越前文化会館
（南越前町牧谷29-15）

入場定員250名 （公財）
げんでんふれあい 

福井財団主催
《入場料：無料》令和4年

10月15日（土）
14:00 〜 15:50

敦賀市民文化センター
（敦賀市桜町7-1）

入場定員400名

※入場料は無料ですが入場整理券が必要です。ご希望の方は当財団事務局（0770-21-0291）にお問合せください。

⬆HPは
　コチラ


