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 ガイドの依頼及び問合せは、敦賀観光協会にて受付け
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 観光ボランティアガイドつるがは、随時メンバーを募

集しています。敦賀のことをもっと知りたい方、観光に

来られた方に紹介したい方、人と接するのが好きな方、

入会に制限はありません。下記の連絡先までお気軽

にお問い合わせ下さい。 

ボランティアガイドつるが ＴＥＬ ０７７０－２１－００５６  

敦賀観光協会        ＴＥＬ ０７７０－２２－８１６７ 

ガ イ ド メ ン バ ー 募 集 中  

 

昨
年
11
月
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ブ
ラ
タ
モ
リ
「
す
べ
て
の
道
は
敦
賀
に

通
ず
？
」
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
敦
賀
に
通
じ
た
古
代
の

道
、
古
く
か
ら
敦
賀
は
大
陸
に
開
か
れ

た
日
本
海
側
の
玄
関
口
だ
っ
た
こ
と
な

ど
を
タ
モ
リ
さ
ん
が
ブ
ラ
ブ
ラ
歩
い
て

解
き
明
か
す
内
容
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
敦
賀
に
関
す
る
番
組
を
見
て
来
ら
れ

る
観
光
客
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

お
み
や
げ
な
ど
も
調
べ
ら
れ
、
地
元

特
産
の
ミ
カ
ン
を
使
っ
た
お
菓
子
や
飲

み
物
な
ど
、
既
に
売
り
切
れ
に
な
っ
て

い
た
と
い
う
お
話
し
も
聞
き
ま
す
。
テ

レ
ビ
番
組
や
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た

方
々
の
「
つ
ぶ
や
き
」
の
影
響
が
と
て

も
大
き
い
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
す
。 

 

敦
賀
は
、
北
陸
新
幹
線
、
サ
ン
ダ
ー

バ
ー
ド
と
し
ら
さ
ぎ
、
小
浜
線
、
ハ
ピ

ラ
イ
ン
ふ
く
い
の
各
路
線
の
終
着
駅
で

あ
り
始
発
駅
で
す
。
国
道
が
４
本
も
経

由
し
て
い
ま
す
。
古
来
の
道
路
も
、
今

回
ご
紹
介
し
た
「
深
坂
古
道
」
や
「
木

ノ
芽
古
道
」
を
始
め
、
多
く
の
街
道
が

敦
賀
に
通
じ
て
い
ま
し
た
。
様
々
な
時

代
の
流
れ
の
中
、
敦
賀
に
来
た
多
く
の

著
名
人
が
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
歴
史
を

辿
る
旅
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
日
、
熊
除
け
の
た
め
ラ
ジ
オ
を
鳴

ら
し
な
が
ら
追
分
か
ら
深
坂
峠
を
過
ぎ

る
と
こ
ろ
ま
で
古
道
を
歩
き
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ん
、
熱
中
症
に
も
気
を
つ
け
て

安
全
第
一
で
お
願
い
し
ま
す
。
（
将
） 

 

観
光
ボ
ラ
ン 

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド 

つ
る
が
の
皆
様 

に
は
、
日
頃
よ 

り
市
内
外
か
ら 

訪
れ
る
お
客
様 

へ
の
心
温
ま
る 

お
も
て
な
し
を 

い
た
だ
き
、
心 

よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
敦
賀
は
多
く
の
観
光
客

に
愛
さ
れ
る
場
所
と
な
り
、
皆
様
が
提
供
し
て
く
だ

さ
る
お
も
て
な
し
の
心
と
地
域
へ
の
情
熱
は
、
訪
れ

る
方
々
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
思
い
出
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

２
０
２
４
年
３
月
１
６
日
に
北
陸
新
幹
線
敦
賀
が

開
業
し
、
１
９
１
２
年
に
欧
亜
国
際
連
絡
列
車
が
開

業
し
て
か
ら
実
に
１
０
０
年
以
上
の
時
を
経
て
、
東

京
と
敦
賀
が
再
び
一
本
の
列
車
で
繋
が
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。 

 

新
幹
線
開
業
に
よ
り
敦
賀
を
訪
れ
る
方
が
増
え
る

大
き
な
機
会
の
な
か
で
、
敦
賀
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
、

是
非
そ
の
自
然
や
歴
史
に
触
れ
、
敦
賀
を
好
き
に
な

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
皆
様
の
お
力
添

え
が
必
要
不
可
欠
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
観
光

客
に
と
っ
て
敦
賀
が
よ
り
よ
い
街
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
市
民
の
皆
様
に
も
自
分
た
ち
の
ま
ち
敦
賀
が
素

敵
な
所
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
と
確

信
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
も
共
に
敦
賀
を
盛
り
上
げ
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
温
か
い
ご
支
援
と

ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

                                                      
   

ゆりかもめ発刊によせて    敦賀市 観光部長  小川 明          

 新入会員のごあいさつ   高木 祐治  

☆敦賀市立博物館       
   ○ 企画展 『おくのほそ道』と敦賀    ８月27（火） ～ 10月14日（月・祝） 
    松尾芭蕉が敦賀の地を訪れた中秋の名月に合わせ、『おくのほそ道』にまつわる資料が展示されま

す。また、芭蕉が訪れたことから敦賀で花開いた俳諧文化についても取り上げられ、敦賀の豊かな文
芸の世界が紹介されます。    

   ○ 小テーマ展 天狗党資料        ８月27（火） ～ 10月14日（月・祝） 
    幕末に敦賀で散った水戸天狗党の遺品が、10月10日（木）に行われる松原神社例大祭に合わせて一

部展示されます。 
 

☆福井県立歴史博物館   
   ○ 「天下人の子」結城秀康と一族・家臣        ～2024年８月25日（日）        
    結城秀康は徳川家康の子でありながら、２度の養子に出され、弟の秀忠に将軍の座を譲るという

「不遇」な人生を送ったとされます。しかし、徳川政権の樹立にあたって重要な役割を果たし、本多
富正ら重臣の支えも得て、現在の福井市街地の原型を作ったとされています。秀康の子どもたちは各
地の藩主となり、松平家が繁栄していくことになりますが、そうした秀康の功績が紹介されています。  

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮｓ 

 

は
じ
め
ま
し
て
、
髙
木
祐
治

と
申
し
ま
す
。
こ
の
５
月
に
入

会
い
た
し
ま
し
た
。
歳
は
60
代

半
ば
で
す
。 

 

息
子
の
帰
省
時
に
「
花
換
え

ま
つ
り
」
に
一
緒
に
出
か
け
た

こ
と
で
、
会
員
の
方
々
に
お
会

い
し
、
こ
れ
が
入
会
の
契
機
と

な
り
ま
し
た
。 

 

私
の
実
家
は
敦
賀
駅
前
で
す
。

駅
や
鉄
道
に
つ
い
て
の
記
憶
と

し
て
は
、
①
母
親
と
蒸
気
機
関

車
に
乗
り
、
ト
ン
ネ
ル
に
入
る

前
に
は
一
斉
に
車
輛
の
窓
を
閉

め
た 

②
岸
恵
子
さ
ん
と
萩
原

健
一
さ
ん
の
映
画
の
ロ
ケ
地
と

な
っ
た 

③
北
陸
ト
ン
ネ
ル
内

の
列
車
火
災
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
駅
や
鉄
道
に
つ
い

て
の
記
憶
も
活
か
し
つ
つ
、
活

動
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

 

新
入
会
員 

 
 

高
木
祐
治 

氏 

 
 

光
友 

律 

氏 

 
 
 
 

現
在
の
会
員
数
27
名 

紫式部が越前に向かう途中、深坂古道で詞書と和歌を残しています         



 

敦
賀
の
み
ど
こ
ろ 

➉ 

紫
式
部
も
越
え
た
敦
賀
の
古
道 

 
観  光 
スポット 
紹  介 

 

古
代
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
交
通
の
要
衝
で
あ
る
敦
賀
。
こ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
物
が
往
来
し
た
古
道
が
あ
り
ま
す
。
旅
人
は 

言
う
ま
で
も
な
く
、
輸
送
業
者
や
歴
史
上
の
人
物
、
塩
や
食
料
、
生
活
物
資
、
税
物
に
諸
文
書
や
文
化
物
な
ど
が
通
り
ま
し
た
。
北
陸
新 

幹
線
が
敦
賀
ま
で
開
業
し
た
今
だ
か
ら
こ
そ
「
敦
賀
の
古
道
」
を
振
り
返
り
、
楽
し
み
な
が
ら
歩
い
て
み
る
時
で
す
。
（
松
村 

由
利
子
） 

詞
書
と
和
歌
を
残
し
ま
し
た
。 

 

し
り
ぬ
ら
ん 

 

 
 

ゆ
き
き
に
な
ら
す 

し
ほ
つ
山 

 

よ
に
ふ
る
道
は  

 
      

 
 

か
ら
き
も
の
ぞ
と 

（
大
意…

知
っ
て
る
ん
で
し
ょ
！

よ
く
行
き
来
す
る
塩
津
山
で
も
越

え
る
の
は
辛
い
。 

 

ま
し
て
世
の
中
を
生
き
る
と
い

う
人
生
の
道
は
大
変
険
し
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
！
） 

 

式
部
自
身
が
「
紫
式
部
集
」
に

入
れ
た
こ
の
和
歌
は
、
越
え
た
先

に
あ
る
も
の
へ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
い
る
感

じ
、
「
へ
い
っ
ち
ゃ
ら
！
」
感
に

満
ち
て
い
ま
す
。
越
前
へ
の
下
向

が
楽
し
み
だ
っ
た
の
ね
。 

 

木
ノ
芽
峠
越
え 

 
 
 
 
 
 

（
木
ノ
芽
古
道
） 

 

平
安
時
代
初
め
に
開
か
れ
て
千

年
以
上
に
わ
た
り
、
敦
賀
と
福
井

方
面
を
結
ぶ
幹
線
で
あ
っ
た
歴
史 

の
道
「
木
ノ
芽
古
道
」
は
、
標
高

６
３
０
ｍ
の
「
木
ノ
芽
峠
」
が
あ

り
、
地
勢
的
に
福
井
県
を
嶺
北
と 

 

ガ

イ

ド

つ

る

が

の

取

組

み

紹

介 
 

嶺
南
に
分
け
る
境
と
な
っ
て
い
ま

す
。
古
来
よ
り
交
通
を
さ
え
ぎ
る

難
所
で
し
た
が
、
人
馬
の
往
来
や

荷
物
の
運
送
に
大
き
く
貢
献
し
て

き
ま
し
た
。 

 

紫
式
部
が
こ
こ
を
往
来
し
、
そ

れ
以
降
も
、
あ
ま
た
の
歴
史
上
の

人
物
た
ち
が
往
復
し
た
だ
け
で
な

く
、
戦
乱
を
繰
り
広
げ
て
も
い
ま

す
。
明
治
天
皇
も
、
こ
の
峠
を
輿

に
乗
っ
て
越
え
敦
賀
入
り
し
て
い

て
、
峠
の
下
方
に
は
、
「
明
治
天

皇
御
膳(

ご
ぜ
ん)

水(

す
い)

」
と

称
す
る
湧
水
が
あ
り
ま
す
。 

 

敦
賀
武
生
間
の
車
道
開
通
（
明

治
20
年
）
と
敦
賀
福
井
間
の
鉄
道

開
通
（
明
治
29
年
）
に
よ
り
、

「
木
ノ
芽
峠
越
え
」
は
そ
の
役
割

を
終
え
ま
し
た
。
現
在
、
峠
の
下 

る
人
が
い
る
も
の
ね
。 

 

紫
式
部
の
い
づ
れ
の
和
歌
か
ら

も
、
「
敦
賀
の
古
道
」
は
、
行
き

来
す
る
も
の
に
、
未
来
へ
の
元
気

や
力
を
自
然
と
与
え
て
く
れ
る
の

だ
！
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

す
ご
い
道
で
す
ね
！ 

 

皆
さ
ん
に
は
、
こ
こ
に
紹
介
し

な
か
っ
た
他
の
古
道
に
も
、
是
非
、

時
季
を
見
計
ら
っ
て
歩
い
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
敦
賀
の
道
は
今
も
交
通

の
要
所
の
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

 

な
ん
と
、
岡
山
一
丁
目
交
差
点

に
は
「
４
連
お
に
ぎ
り
」
と
呼
ば

れ
る
全
国
唯
一
の
珍
標
識
が
あ
り
、

国
道
が
４
本
も
重
複
し
て
い
る
区

間
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
だ
ま
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
道
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
ね…

。 

 

（
参
考…

「
新
訂
版 

紫
式
部
と
和
歌

の
世
界
」 

武
蔵
野
書
院
） 

 

を
国
道
４
７
６
号
の
「
木
ノ
芽
ト

ン
ネ
ル
」
が
貫
通
し
て
い
ま
す
。 

 

敦
賀
新
保
か
ら
今
庄
二
ツ
屋
ま

で
を
「
木
ノ
芽
古
道
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
峠
に
は
石
畳
の
道

が
そ
の
ま
ま
あ
り
、
近
世
以
降
に

山
廻
役
兼
茶
屋
番
を
務
め
た
前
川

家
一
軒
が
何
と
も
趣
深
く
存
在
し

て
い
ま
す
。
草
木
が
芽
吹
き
成
長

す
る
こ
ろ
か
ら
夏
に
か
け
て
の
こ

の
古
道
は
、
む
ん
む
ん
と
し
た
草

い
き
れ
と
輝
く
緑
の
光
に
溢
れ
、

身
体
中
に
し
み
い
っ
て
活
力
が
充

満
し
て
驚
き
で
す
。 

 

式
部
が
帰
京
す
る
際
の
「
木
ノ

芽
峠
越
え
」
の
詞
書
と
和
歌
も
、

式
部
に
よ
っ
て
「
紫
式
部
集
」
に

採
ら
れ
ま
し
た
。 

 

ま
し
も
な
ほ 

 

 
 

を
ち
か
た
人
の 

声
か
は
せ 

 

わ
れ
こ
し
わ
ぶ
る 

 
 
 
 
 
 

た
に
の
よ
び
さ
か 

（
大
意…

猿
た
ち
よ
！
あ
な
た
た

ち
も
、
遠
く
に
い
る
人
と
声 

を
交
わ
し
て
ち
ょ
う
だ
い
よ
。 

 

私
が
越
し
か
ね
て
い
る
、 

昔
乙
女
が
恋
人
の
名
を
呼
ん 

だ
と
い
う
谷
の
呼
び
坂
で
） 

 

こ
の
和
歌
に
は
、
ど
ん
な 

難
渋
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、 

応
援
や
助
け
を
頼
み
に
し
て
、 

先
へ
行
く
よ
！
と
い
う
力
強 

さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

都
に
は
待
っ
て
い
て
く
れ 

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ

ス
号
“お
も
て
な
し
” 

に
驚
か
れ
、
感
激
さ
れ
た
観
光
客

も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 
ガ
イ
ド
つ
る
が
の
メ
ン
バ
ー
も
、

氣
比
神
宮
と
鉄
道
資
料
館
で
多
く

の
お
客
様
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

ま
た
、
市
内
各
所
で
の
お
も
て
な

し
が
人
に
優
し
い
敦
賀
の
イ
メ
ー

ジ
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
ガ
イ
ド
つ
る
が
が
担
当

し
た
氣
比
神
宮
の
手
水
舎
で
は
、

水
の
由
来
や
効
能
に
つ
い
て
英
語

で
解
説
し
た
掲
示
を
行
い
、
長
生

き
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
事
を
説

明
し
て
、
海
外
か
ら
の
旅
行
客
の

笑
い
も
誘
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

一
方
、
鉄
道
資
料
館
で
は
、
英

語
の
ビ
デ
オ
を
熱
心
に
見
ら
れ
る

観
光
客
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

 

今
後
も
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く

温
か
い
お
も
て
な
し
に
心
が
け
、

人
道
の
港
敦
賀
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

７
月
５
日
（
金
）
、
ク
ル
ー
ズ

船
ダ
イ
ヤ
モ
ン 

ド
プ
リ
ン
セ
ス 

号
が
敦
賀
港
鞠 

山
南
岸
壁
に
入 

港
し
ま
し
た
。 

 

今
回
、
岸
壁 

で
は
、
高
校
生 

や
保
育
園
児
の 

お
迎
え
が
あ
り
、 

そ
の
歓
迎
ぶ
り 

「平
和
教
育
」 

研
修
旅
行
の
ガ
イ
ド 

 

ム
ゼ
ウ
ム
を
対
象
に
し
た
平
和

教
育
の
研
修
旅
行
が
、
こ
の
数
年

増
え
て
い
ま
す
。
次
の
世
代
を
担

う
小
中
高
校
生
に
敦
賀
の
歴
史
、

そ
し
て
人
道
の
港
敦
賀
の
事
を
伝

え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
大
き
な

喜
び
で
す
。
生
徒
や
学
生
さ
ん
た

ち
は
、
事
前
に
勉
強
も
し
て
、
熱

心
に
説
明
を
聞
き
、
メ
モ
も
真
剣

に
取
っ
て
く
れ
ま
す
。 

 

             

先
日
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
研
修
旅
行
で
は
い
く
つ
か
の

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
が
、
少

し
早
め
に
全
体
会
場
に
戻
っ
た
生

徒
さ
ん
達
か
ら
、
「
千
畝
さ
ん
の

書
い
た
ビ
ザ
の
所
も
う
一
度
行
っ

て
き
て
い
い
で
す
か
？
」
と
問
わ 

れ
て
、
「
場
所
わ
か
る
か
な
、
大

丈
夫
？
」
と
送
り
出
し
た
こ
と
が

あ
り
、
説
明
が
駆
け
足
に
な
っ
た

か
な
と
反
省
し
て
い
ま
し
た
。 

 

研
修
旅
行
で
は
、
時
間
厳
守
の

依
頼
が
強
く
あ
り
ま
す
が
、
生
徒

さ
ん
達
に
す
る
と
も
う
少
し
勉
強

し
た
い
な
と
思
っ
て
く
れ
て
い
る

証
だ
と
嬉
し
く
思
っ
て
、
メ
ン
バ

ー
で
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。 

 

ガ
イ
ド
を
終
え
て
バ
ス
を
見
送

る
こ
と
も
大
き
な
楽
し
み
で
、
み

ん
な
手
を
い
っ
ぱ
い
振
っ
て
く
れ

ま
す
か
ら
、
疲
れ
も
飛
ん
で
、
爽

や
か
な
気
分
で
家
に
帰
れ
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
ま
た
、
頑
張
ろ
う
と

研
鑽
を
重
ね
て
い
ま
す
。 

 

主
な
敦
賀
の
古
道 

 

 

大
陸
と
の
玄
関
口
、
越
路
へ
の

起
点
、
日
本
海
の
海
運
と
琵
琶
湖

の
水
運
を
結
ぶ
結
節
点
で
あ
っ
た

敦
賀
に
は
多
く
の
古
道
が
あ
り
ま

す
。
近
江
敦
賀
間
に
は
「
深
坂
峠

越
え
」
や
「
七
里
半
越
え
」
「
刀

根
越
え
」
「
白
谷
越
え
」
を
そ
れ

ぞ
れ
擁
す
る
道
が
あ
り
、
近
世
初

め
に
は
「
新
道
野
越
え
」
も
開
削

さ
れ
ま
し
た
。
敦
賀
今
庄
間
は
当

初
「
山
中
越
え
」
が
使
わ
れ
、
平

安
時
代
以
降
「
木
ノ
芽
峠
越
え
」

が
主
要
幹
線
道
路
と
な
り
ま
し
た
。  

ま
た
、
敦
賀
若
狭
間
に
は
「
関

峠
越
え
」
の
丹
後
街
道
（
若
狭
街

道
）
が
あ
り
ま
す
。 

 

紫
式
部
ゆ
か
り
の
峠
越
え 

 

深
坂
峠
越
え
（
深
坂
古
道
） 

敦
賀
追
分
か
ら
近
江
塩
津
へ
抜
け

る
深
坂
古
道
は
、
標
高
３
７
０
ｍ

の
「
深
坂
峠
越
え
」
が
あ
り
、
た

い
へ
ん
険
し
い
難
所
で
し
た
。
塩

津
山
と
呼
ば
れ
、
「
塩
の
道
」
で

「
塩
津
街
道
」
と
は
こ
の
道
で
す
。

古
代
か
ら
越
前
と
近
江
を
結
ぶ
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
繁
栄
し
、 

敦
賀
津
で
陸
揚
げ
さ
れ
た
海
産
物 

や
米
、
敦
賀
の
塩
な
ど
を
運
ぶ
街

道
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
利
用

さ
れ
て
き
た
歴
史
の
道
で
す
。
今

は
こ
こ
の
往
来
も
衰
退
し
ま
し
た

が
、
深
山
幽
谷
の
気
が
あ
り
、
渓 

谷
沿
い
の
ひ
ん
や
り
し
た
空
気
や

水
の
音
に
古
道
の
風
情
が
あ
り
何

と
も
言
え
ず
ス
テ
キ
で
す
。 

 

「
古
事
記
」
応
神
天
皇
段
で

《
こ
の
蟹
や
ど
こ
の
蟹 

百
伝(

も

も
つ
た)

ふ
、
角
鹿
（
敦
賀
）
の

蟹
》
と
詠
わ
れ
た
蟹
も
こ
の
古
道

を
運
ば
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う 

英語解説の掲示を見つめる観光客も 

ね
。 

「
百
伝
ふ
」
は

「
角
鹿
」
の
枕

詞
と
の
こ
と
。

何
だ
か
と
っ
て

も
嬉
し
く
な
り

ま
す
。 

「
源
氏
物
語
」

の
作
者
紫
式
部

は
、
若
い
頃
、

父
の
越
前
国
司

赴
任
に
同
行
し
、

深
坂
峠
越
え
で 

塩津 

海津 

白谷 

刀根 

柳ヶ瀬 
新道野 

麻生口 

杉津 

敦賀 

敦賀湾 

琵琶湖 

大浦 

今庄 

木ノ芽峠 

栃ノ木峠 

山中峠 

追分にある深坂古道の案内 

道口 

疋田 
追分 

深坂峠 

関峠 

プリンセス号を見送るはぴりゅう達 


