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リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た

柴
田
氏
庭
園
、
皆
さ
ん
は
も
う
行

か
れ
ま
し
た
か
？ 

 

小
浜
藩
主
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、

書
院
の
鶴
の
間
に
座
っ
て
、
綺
麗

に
整
備
さ
れ
て
い
る
庭
園
を
眺
め

て
い
る
と
心
も
落
ち
着
き
ま
す
。 

 

夏
は
今
ほ
ど
暑
く
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
冬
は
今
と
同
じ
よ

う
に
寒
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
火
鉢

だ
け
で
息
が
白
く
な
る
実
家
の
座

敷
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
。 

 

柴
田
さ
ん
も
、
こ
こ
で
野
坂
山

に
積
も
る
雪
を
眺
め
な
が
ら
、
地

区
の
農
民
の
皆
さ
ん
を
集
め
て
、

春
か
ら
の
農
作
業
の
準
備
を
段
取

り
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
庭
園
は
、
関
係
者
が
整
備

復
元
を
進
め
、
今
は
「
柴
田
氏
庭

園
を
守
る
会
」
の
皆
さ
ん
が
来
館

者
を
優
し
く
迎
え
て
く
れ
、
庭
園

も
綺
麗
に
清
掃
さ
れ
て
い
ま
す
。 
 

 

庭
を
清
掃
さ
れ
て
い
る
方
と
お

話
し
し
ま
し
た
が
、
「
箒
で
掃
く

前
の
庭
一
面
を
埋
め
つ
く
す
紅
葉

も
綺
麗
な
景
色
で
、
私
た
ち
の
楽

し
み
な
ん
で
す
よ
。
役
得
で
す

ね
」
と
撮
影
さ
れ
た
写
真
も
見
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
お
気
持
ち
で
清
掃
に
も

携
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

に
感
謝
を
申
し
上
げ
、
心
清
々
し

く
帰
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

（
将
） 

 

皆
様
に
は
、
輝
か 

し
い
新
春
を
お
迎
え 

の
こ
と
と
心
か
ら
お 

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
い
よ
い
よ 

本
年
三
月
十
六
日
、 

百
年
に
一
度
の
好
機 

と
言
わ
れ
る
北
陸
新
幹
線
敦
賀
開
業
を
控
え
、
準
備

も
大
詰
め
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

開
業
に
向
け
、
既
に
中
心
市
街
地
の
玄
関
口
と
な

る
敦
賀
駅
西
地
区
に
は
「otta

」
が
誕
生
し
大
き
な

賑
わ
い
を
見
せ
て
お
り
、
ま
た
、
敦
賀
駅
東
口
駅
前

広
場
で
は
、
関
係
工
事
が
順
調
に
進
捗
し
て
い
ま
す
。 

 

市
内
に
お
い
て
も
、
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
イ
ベ
ン
ト

開
催
や
誘
客
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
敦
賀
、
発
見
！
」

ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
決
定
、
市
内
装
飾
な
ど
、
街
全
体
に

新
幹
線
開
業
に
対
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
と
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

た
だ
、
新
幹
線
開
業
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
新
た

な
ス
タ
ー
ト
で
す
。
開
業
後
も
、
官
民
一
体
・
オ
ー

ル
敦
賀
の
活
動
を
持
続
し
、
全
力
で
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
う
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
い
、
北
陸
新
幹
線
で

敦
賀
に
お
越
し
に
な
っ
た
お
客
さ
ま
に
敦
賀
の
魅
力

を
感
じ
て
い
た
だ
き
、
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
く

た
め
に
は
、
観
光
に
携
わ
る
皆
様
、
そ
し
て
市
民
一

人
ひ
と
り
の
お
力
が
必
要
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。 

 

あ
た
ら
し
い
敦
賀
の
た
め
、
本
年
も
変
わ
ら
ぬ
お

力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
本
年
が
素
晴
ら
し
い
年
と

な
り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年

の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

                                                      
   

巻 頭 言   敦賀市長   米澤 光治          

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 ごあいさつ     柴田氏庭園を守る会  会長 木下 靖  

☆敦賀市立博物館       
   ○ 新春美術展 「辰年 ～敦博の龍たち～」    １月４日(木)～２月12日(月) 
    2024年は辰年です。それにちなんで、敦賀市立博物館の絵画コレクションから、龍に関 
   する作品が展示されます。    
   ○ 寄贈絵画展 「柴田邦彦展」          １月４日(木)～３月10日(日) 
    敦賀市を拠点に活動する画家・柴田邦彦氏より敦賀市立博物館に寄贈された水彩画や大 
   型作品が展示されます。 
☆福井県立歴史博物館   
   ○ 写真展「平安の救いの姿～福井の歴史と文化をめぐる 福井県の指定文化財～」  ～2024年５月７日（火）        
    平安時代に活躍した紫式部に注目が集まる時期にあわせて、10世紀後半から11世紀前半に作られ、

福井県内に大切に伝えられた平安時代の仏像と寺院を紹介する写真展です。 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮｓ 

 

初
め
ま
し
て
。 

「
柴
田
氏
庭
園
を 

守
る
会
」
会
長
の 

木
下
靖
で
す
。 

 

こ
の
た
び
「
名 

勝
柴
田
氏
庭
園 

（
甘
棠
館
）
」
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。
建
物
の
傷
み
が
ひ
ど
か
っ
た
の
で
す
が
、

修
復
工
事
に
約
七
年
あ
ま
り
の
月
日
を
か
け
、
当

時
の
面
影
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。 

 

「
柴
田
氏
庭
園
」
で
す
が
別
名
「
甘
棠
館
」
と

も
い
い
、
甘
棠
と
は
実
を
付
け
る
樹
木
で
ズ
ミ
、

ヤ
マ
ナ
シ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
柴
田
氏
庭
園
で
は

ヤ
マ
モ
モ
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

歴
史
に
つ
い
て
は
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
、
黒
河
川
の
氾
濫
に
よ
り
粟

野
地
区
の
田
畑
に
土
砂
が
流
れ
込
み
大
被
害
を
受

け
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
年
）
に
市
野
々
一
帯
の

人
々
が
逃
散
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
野
坂
の
豪
農
で
あ
っ
た
柴
田
権
右
衛
門

が
小
浜
藩
に
願
い
出
て
、
自
費
で
農
民
を
集
め
一

帯
の
再
開
発
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
り
以
後
、
権

右
衛
門
の
息
子
権
七
郎
清
信
が
引
き
継
ぎ
貞
享
元

年(

一
六
八
四
年)

に
検
地
を
受
け
新
し
い
市
野
々

村
が
成
立
し
治
め
た
も
の
で
す
。 

 

庭
園
に
つ
い
て
は
、
屋
敷
内
に
庭
園
が
築
か
れ

た
年
代
が
書
院
に
正
徳
年
中
初
（
一
七
一
一
～
一

七
一
五
年
）
建
立
と
墨
書
き
が
あ
り
、
ま
た
、
書

院
に
つ
い
て
は
、
小
浜
藩
主
の
休
憩
所
と
し
て
使

用
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
眺
望
は
、
敦
賀
富
士
と
も

称
さ
れ
る
野
坂
山
の
雄
大
な
姿
を
望
み
、
四
季

折
々
の
景
色
を
た
の
し
め
ま
す
の
で
そ
の
都
度
ご

来
館
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。 

霜月の早朝、柴田氏庭園の書院から朝陽が照らす野坂を望む。          



 

敦
賀
の
み
ど
こ
ろ  

⑨  

国
指
定
名
勝 

柴
田
氏
庭
園 

 
観  光 
スポット 
紹  介 

 

柴
田
氏
庭
園
は
、
江
戸
時
代
に
小
浜
藩
の
命
を
受
け
市
野
々
の
新
田
開
発
に
あ
た
っ
た
豪
農
、
柴
田
権
右
衛
門
が
小
浜
藩
主
を
も
て
な

す
た
め
に
築
い
た
庭
園
で
す
。
こ
の
庭
園
と
合
わ
せ
て
簡
素
な
書
院
造
り
の
建
物
が
あ
り
、
平
成
19
年
に
は
屋
敷
地
全
体
が
国
の
名
勝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
市
指
定
記
念
物
と
も
な
っ
て
お
り
、
芸
術
的
・
歴
史
的
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
た
貴
重
な
文
化
財
で
す
。 

 

 

敦
賀
の
名
峰
・
野
坂
山
を
借
景
に
し
た
庭
園
と
書
院
造
り
の
建
物
が
落
ち
着
い
た
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。 

（
森 

将
臣
） 

地
全
体
は
敦
賀
市
の
史
跡
と
し
て
、

屋
敷
地
内
の
ヤ
マ
モ
モ
、
ク
ス
ノ

キ
は
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。  

 

令
和
4
年
度
ま
で
の
整
備
事
業

に
よ
っ
て
屋
敷
「
甘
棠
館
」
の
座

敷
か
ら
庭
園
「
甘
棠
園
」
の
眺
望

を
楽
し
め
る
よ
う
、
建
物
、
庭
園

の
修
復
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

  

冠
木
門
（
か
ぶ
き
も
ん
） 

 

柴
田
氏
庭
園
の
入
り
口
に
は 

ガ

イ

ド

つ

る

が

の

取

組

み

紹

介 
 

地
元
で
「
柴
田
の
黒
門
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
堂
々
と
し
た
門
が
あ
り

ま
す
。
冠
木
門
と
呼
ば
れ
る
形
式

で
幅
約
３
ｍ
、
高
さ
約
４
ｍ
、
本

柱
の
上
に
小
さ
な
屋
根
が
付
き
、

冠
木
の
上
の
笠
木
と
と
も
に
銅
板

で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
門
は 

凝
っ
た
意
匠
を
し
て
い
て
、
元
々

は
扉
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
傷

ん
だ
本
柱
を
交
換
し
て
、
礎
石
を

笏
谷
石
の
切
石
に
取
り
替
え
た
際
、

扉
を
取
り
付
け
な
い
門
に
改
造
さ

れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。↙ 

  

 

鶴
の
間 

 

鶴
の
間
は
書
院
の
中
で
最
も
格

式
の
高
い
部
屋
で
、
小
浜
藩
主
の

休
憩
所
と
し
て
使
わ
れ
、
欄
間
に

は
藩
主
で
あ
る
酒
井
家
の
家
紋
の

「
剣
片
喰
」
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

鶴
の
間
は
、
他
の
部
屋
よ
り
一

断
高
い
上
段
の
間
と
な
っ
て
お
り
、

庭
を
眺
め
る
間
で
あ
り
、
黒
漆
塗

の
格
天
井
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

鶴
の
間
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
附 

書
院
は
、
鳥
居
形
の
木
組
を
前
面

に
あ
し
ら
っ
た
書
院
窓
が
特
徴
で

す
。
柴
田
家
に
と
っ
て
野
坂
山
は

出
身
地
の
氏
神
で
も
あ
り
、
こ
の

書
院
か
ら
野
坂
山
を
遥
拝
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

                 
 

↗ 

令
和
３
年
に
行
わ
れ
た
修
復

工
事
で
は
、
修
理
の
た
め
の
調
査

に
よ
っ
て
元
々
は
銅
板
葺
で
あ
っ

た
こ
と
、
表
面
は
石
黒
色
系
の
塗

料
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
こ
と
か
ら
、
全
体
の
形
状
を

踏
襲
し
つ
つ
、
細
部
は
本
来
の
材

料
を
用
い
て
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

柴
田
氏
屋
敷
書
院 

 

書
院
は
、
書
院
小
屋
裏
の
墨
書

に
「
正
徳
年
中
初
建
立 

再
興
文

化
二
年
」
と
あ
り
、
１
７
１
１
～

１
５
年
頃
に
建
立
、
１
８
０
５
年

に
改
修
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、

現
在
の
書
院
は
改
修
時
の
姿
を
残

し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

式
台
、
亀
の
間
と
松
の
間 

 

式
台
は
、
書
院
に
立
寄
る
小
浜

藩
主
の
入
口
で
あ
り
、
そ
の
奥
に

つ
な
が
る
亀
の
間
は
13
畳
の
広
間

で
、
そ
の
庭
園
側
に
松
の
間
が
あ

り
、
後
の
時
代
に
は
こ
こ
か
ら
の

庭
の
眺
望
も
整
備
さ
れ
ま
し
た
。 

        

「鉄
道
カ
フ
ェ
」の
開
催 

は
熱
心
に
聴
講
し
て
い
ま
し
た
。 

 
今
回
は
、
長
浜
か
ら
敦
賀
の
区

間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駅
の

歴
史
や
関
連
す
る
産
業
、
経
路
と

な
っ
た
ト
ン
ネ
ル
の
石
額
や
石
碑
、

こ
の
区
間
に
携
わ
っ
た
人
物
な
ど

に
つ
い
て
、
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
ス

も
交
え
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
区
間
を
走
る
蒸
気

機
関
車
の
活
躍
す
る
様
子
を
紹
介

し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
放
映
も
あ
り
、
参

加
者
の
皆
さ
ん
も
満
足
さ
れ
て
い

る
様
子
で
し
た
。 

 

次
回
の
鉄
道
カ
フ
ェ
は
、
３
月

９
日
（
土
）
に
「
日
本
遺
産
の
深

堀
り
②
」
と
し
て
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12
月
2
日
、
松
原
公
民
館
に
て
、

「
港
と
鉄
道
の
街
つ
る
が
」
を
広

く
市
民
の
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
鉄
道
カ
フ

ェ
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

今
回
は
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ

れ
て
い
る
「
海
を
越
え
た
鉄
道
～

世
界
に
つ
な
が
る
鉄
路
の
キ
セ
キ

～
」
を
深
堀
す
る
と
し
て
、
ガ
イ

ド
つ
る
が
増
田
会
長
か
ら
紹
介
が

あ
り
、
33
名
の
参
加
者
の
皆
さ
ま 

県
外
研
修 

杉
原
千
畝
と

松
尾
芭
蕉
を
訪
ね
て 

 

11
月
15
日
、
ガ
イ
ド
つ
る
が
令

和
５
年
度
の
県
外
研
修
を
行
い
ま

し
た
。
研
修
先
は
、
岐
阜
県
八
百

津
町
の
「
杉
原
千
畝
記
念
館
」
と

岐
阜
県
大
垣
市
の
「
奥
の
細
道
結

び
の
地
記
念
館
」
で
し
た
。 

 

敦
賀
を
朝
出
発
し
て
、
夕
方
に

帰
省
す
る
と
い
う
内
容
で
、
２
ヶ

所
を
回
る
に
は
少
々
タ
イ
ト
な
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
な
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
記
念
館
で
は
、
学
芸

員
な
ど
の
専
門
家
の
案
内
が
あ
り
、

充
実
し
た
研
修
と
な
り
ま
し
た
。 

 

「
杉
原
千
畝
記
念
館
」
で
は
、

館
長
よ
り
、
杉
原
氏
の
生
い
立
ち

や
そ
の
後
の
人
生
、
ま
た
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
に
関
す
る
説
明
な
ど
も
あ

り
、
「
人
道
の
港
敦
賀
ム
ゼ
ウ

ム
」
で
の
今
後
の
説
明
に
も
生
か

し
て
い
き
た
い
内
容
で
し
た
。 

 

一
方
、
「
奥
の
細
道
結
び
の
地

記
念
館
」
で
は
、
学
芸
員
か
ら
、

芭
蕉
の
人
物
像
や
旅
に
生
き
た
人

生
の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
。
敦
賀

で
は
、
奥
の
細
道
の
杖
措
き
の
地

と
し
て
皆
さ
ん
に
説
明
し
て
い
ま

す
が
、
大
垣
で
の
取
組
み
を
拝
見

し
て
、
更
に
詳
し
く
説
明
し
て
い

く
こ
と
も
、
ま
た
、
敦
賀
が
杖
措 

き
の
地
で
あ
る
こ
と
を
一
層
広
く

説
明
し
て
い
く
た
め
の
場
所
を
整

備
す
る
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。 

 

庭
園
の
特
徴 

 

柴
田
氏
庭
園
の
最
大
の
特
徴
は
、

豪
農
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
周
囲

を
堀
が
取
り
囲
み
、
美
し
い
庭
園

や
冠
木
門
、
書
院
な
ど
を
備
え
た

「
武
家
風
」
の
屋
敷
構
え
を
持
っ

て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。 

 

冠
木
門
は
、
諸
大
名
家
の
外
門

な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ 

敦賀IC 敦賀駅 

氣比神宮 

さかな街 

柴田氏庭園 

敦賀市役所 

り
、
ま
た
、
書
院
は
、
室
町
時
代

に
始
ま
り
桃
山
時
代
に
完
成
し
た

武
家
住
宅
の
様
式
で
、
座
敷
に
床

の
間
、
違
い
棚
、
附
書
院
な
ど
を

備
え
て
い
ま
す
。 

  

「
甘
棠
園
」
と
「
甘
棠
館
」 

 

庭
園
は
、
築
山
回
遊
式
林
泉
庭

園
で
、
中
国
の
『
詩
経
』
か
ら
そ

の
名
前
を
と
り
、
庭
園
を
「
甘
棠 

（
か
ん
と
う
）
園
」
、
建
物
は

「
甘
棠
館
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。               

 

 

庄
屋
で
あ
っ
た
柴
田
氏
は
、
こ

の
地
方
の
農
民
に
対
し
て
、
詩
経

の
「
甘
棠
の
愛
」
に
あ
や
か
っ
て

善
政
を
心
が
け
、
ヤ
マ
モ
モ
を
植

え
て
、
甘
棠
園
と
名
付
け
た
と
伝

わ
り
ま
す
。 

 

こ
の
庭
園
は
、
野
坂
山
を
借
景

と
し
て
鑑
賞
上
の
価
値
は
高
く
、 

 

周
り
に
堀
を
め
ぐ
ら
し
た
屋
敷
地 

 
 

の
一
画
を
利
用 

し
て
作
ら
れ

て
お
り
、
庭

園
と
屋
敷
地

を
一
体
的
に

保
護
す
る
た

め
に
、
平
成

19
年
、
屋
敷

地
全
体
が
国

の
名
勝
に
指

定
さ
れ
ま
し

た
。                    

 

  

ま
た
、
建

物
跡
や
堀
、

石
垣
な
ど
を

含
む
屋
敷
地 

甘棠園 

甘棠館 

冠木門 

名勝指定範囲 

堀

跡 

クスノキ 

写真上は式台、写真下右手が亀の間、正面奥が鶴の間 

ヤマモモ 

北
陸
自
動
車
道 

P 

杉原千畝記念館 


