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旨
し「
食
」、深
き「
匠
」。

食
の
國
ふ
く
い
。

旬彩物語

食の國ふくいのルーツを辿る
海の國　越前若狭の豊かな海が育んだ極上の海の幸

山の國　霊峰白山麓の旨し水と土地が育んだ米と酒

佛の國　食文化に大きな影響を与えた仏教王国

通の國　海の通「北前船」や都の食を支えた「鯖街道」

 
食の國ふくい巡り旅
北前船を巡る（坂井・あわら）

歴史を巡る（福井）

奥越前を巡る（大野・勝山）

匠の道を辿る（丹南・越前海岸）

若狭路を巡る（若狭）

4

10

14

14

16

18

20

24

日
本
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
西
は
日
本
海
、
東
は
霊
峰
白
山
の
山
々
な
ど
。

福
井
県
は
海
、
山
、
そ
し
て
里
と
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
、

ま
さ
に
食
材
の
宝
庫
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
〝
食
の
國
〞
で
す
。

〝
食
の
國
〞
と
自
負
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
最
近
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
遡
る
こ
と
約
１
３
０
０
年
も
前
の
こ
と
、
若
狭
の
国
の
話
で
す
。

天
皇
が
食
さ
れ
る
も
の
は
吟
味
さ
れ
、

農
産
物
や
海
産
物
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
許
さ
れ
た
一
部
の
国
だ
け
。

当
時
、
そ
の
国
の
こ
と
を
御
食
国（
み
け
つ
く
に
）と
特
別
視
し
、

朝
廷
に
て
食
べ
物
を
司
っ
て
い
た
膳
氏（
か
し
わ
で
し
）が
治
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
御
食
国
の
一
つ
、
海
産
物
を
納
め
て
い
た
の
が
、

現
在
の
福
井
県
若
狭
地
方
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
も
と
に
、
現
在
の
福
井
を
見
る
と…

。

海
か
ら
は
新
鮮
で
高
級
な
魚
介
類
が
獲
れ
、

山
で
は
清
ら
か
な
水
を
得
る
こ
と
で
、
米
や
農
作
物
が
す
く
す
く
育
ち
、

仏
教
王
国
と
い
う
生
活
や
習
慣
を
通
し
て
作
ら
れ
た
料
理
は
継
承
さ
れ
、

国
と
国
を
結
ん
だ
通（
み
ち
）で
は
、
食
材
や
物
資
、
人
、
文
化
が
交
錯
し
ま
し
た
。

た
だ
、
海
、
山
、
佛
、
通
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
食
材
が
揃
う
だ
け
で
は
、

本
物
の
〝
食
の
國
〞
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

食
材
を
調
理
し
、
盛
り
付
け
る
道
具
や
器
が
揃
っ
て
こ
そ
本
物
で
す
。

打
刃
物
に
陶
器
、
漆
器
、
和
紙
な
ど
の
伝
統
産
業
が
今
な
お
息
づ
き
、

継
承
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
食
へ
の
強
い
思
い
と

〝
食
の
國
〞
と
し
て
の
自
負
が
あ
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

福
井
に
は
い
く
つ
も
の
食
の
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
今
な
お
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
ル
ー
ツ
を
知
り
、
旨
さ
に
喜
び
、
深
さ
に
感
動
し
た
時
に
は
き
っ
と
、

こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
福
井
県
と
は
違
う
、

〝
食
の
國
ふ
く
い
〞
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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き
め
細
か
な
肉
質
と
上
品
な
サ
シ
か
ら

と
ろ
け
る
よ
う
な
味
わ
い
が
生
ま
れ
ま
す
。

若
狭
牛

福
井

旬
彩
物
語

福
井

旬
彩
物
語

　
明
治
時
代
よ
り
食
さ
れ
て
き
た

歴
史
あ
る
肉
牛
、
若
狭
牛
。
長
い

伝
統
を
誇
る
高
い
品
質
と
味
わ
い

は
今
や
全
国
的
に
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
県
内
各
地
で

飼
養
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
嶺

北
地
方
で
も
北
部
に
位
置
す
る
坂

井
市
で
多
く
飼
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
若
狭
牛
の
品
質
規
格
は
、
近
県

の
銘
柄
牛
と
比
較
し
て
も
厳
し
い

の
が
特
徴
で
、
５
段
階
に
別
け
ら

れ
て
い
る
肉
質
等
級
の
４
等
級
以

上
が
若
狭
牛
と
し
て
販
売
さ
れ
ま

す
。
高
品
質
な
牛
肉
を
味
わ
う
際

は
、
肉
が
持
つ
本
来
の
旨
味
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
調
理
法
が
お

す
す
め
で
す
。

　
美
味
し
い
牛
肉
が
で
き
あ
が
る

背
景
に
は
、
生
産
者
の
研
究
や
努

力
、
厳
選
し
た
餌
に
あ
り
ま
す
。

福
井
の
厳
し
い
気
候
や
環
境
に
合

わ
せ
た
飼
育
方
法
、
そ
れ
ぞ
れ
に

研
究
を
重
ね
て
考
案
し
た
飼
料
の

与
え
方
を
始
め
、
牛
の
月
齢
や
そ

の
時
々
の
牛
の
体
調
に
よ
っ
て
、

飼
料
の
量
や
内
容
を
微
妙
に
調
整

す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

日
本
海
の
豊
穣
な
漁
場
が
育
ん
だ

福
井
が
誇
る
冬
の
味
覚
の
王
者
。

越
前
が
に

■
せ
い
こ
が
に

　
越
前
が
に
と
は
雄
の
ズ
ワ
イ
ガ

ニ
の
こ
と
で
、
福
井
県
産
品
の
代

表
格
、
黄
色
い
タ
グ
が
目
印
で
す
。

越
前
海
岸
沖
、
越
前
が
に
が
棲
息

す
る
漁
場
の
水
深
は
１
０
０
ｍ
〜

１
５
０
ｍ
〜
２
０
０
ｍ
〜
と
段
々

畑
の
よ
う
で
、
カ
ニ
に
と
っ
て
生

息
し
や
す
い
環
境
で
す
。
さ
ら
に
、

冬
の
厳
し
い
寒
さ
と
海
水
の
冷
た

さ
が
、
美
味
し
い
カ
ニ
を
育
て
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
水
深
２
９
０
〜
３
５
０
ｍ
付
近

に
生
息
し
、
10
回
以
上
の
脱
皮
を

繰
り
返
し
た
越
前
が
に
の
大
き
さ

は
50
㎝
以
上
。
一
見
、
淡
泊
に
見

え
る
そ
の
身
は
と
て
も
瑞
々
し
く
、

甘
み
と
適
度
な
脂
を
感
じ
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
例
年
11
月
６
日
が

解
禁
日
で
す（
漁
期
は
３
月
20
日

ま
で
）。

　
雌
を
せ
い
こ
が
に
と
呼
び
、
25

㎝
程
度
と
小
ぶ
り
で
す
。
そ
の
特

徴
は
内
子（
卵
巣
）と
ミ
ソ
に
あ
り

ま
す
。
内
子
は
別
名〝
赤
い
ダ
イ

ヤ
〞と
も
言
わ
れ
フ
ァ
ン
も
多
数
。

ミ
ソ
は
ま
っ
た
り
と
し
た
味
わ
い

が
美
味
で
、
少
し
の
ミ
ソ
に
日
本

酒
を
入
れ
た
甲
羅
酒
も
好
評
で
す
。

漁
期
は
例
年
11
月
６
日
〜
１
月
10

日
ま
で
で
す
。

■
旨
み
の
探
求
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風
土
に
恵
ま
れ
た
地
で
造
ら
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
地
酒
が
あ
り
ま
す
。

福
井
の
地
酒

福
井

旬
彩
物
語

福
井

旬
彩
物
語

■
銘
酒
、水
の
如
し

　
海
や
山
の
美
味
し
い
産
物
が
豊

富
な
福
井
県
は
、
県
内
は
も
と
よ
り
、

県
外
で
も
高
い
評
価
を
受
け
る
地

酒
の
産
地
で
す
。
現
在
30
以
上
の

地
酒
を
造
る
酒
蔵
が
あ
り
ま
す
が
、

酒
蔵
に
よ
っ
て
酒
の
造
り
方
、
品

質
管
理
、
酒
質
、
価
格
な
ど
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。
酒
蔵
一
つ
ひ

と
つ
の
規
模
は
決
し
て
大
き
く
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
蔵
元
自
ら
が
杜

氏
を
行
う「
蔵
元
杜
氏
」と
い
う
形

で
酒
造
り
が
行
わ
れ
て
い
る
蔵
が

多
い
の
も
特
徴
の
一
つ
。
酒
造
り
に

適
し
た
自
然
条
件
の
下
、
米
と
水

と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
原
料
を
使
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て

手
作
り
す
る
と
い
う
丁
寧
な
仕
事

で
醸
さ
れ
る
酒
が
多
く
、
品
質
の

高
い
商
品
が
多
い
の
も
自
慢
で
す
。

　
白
山
の
支
脈
か
ら
な
る
伏
流
水

を
は
じ
め
、
福
井
県
内
各
地
に
は

名
水
や
湧
水
が
多
く
あ
り
、
そ
れ

ら
を
仕
込
み
水
と
し
て
使
用
す
る

蔵
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
酒
造
好

適
米
で
あ
る
五
百
万
石
の
産
地
で

も
あ
り
、
全
国
有
数
の
生
産
量
を

誇
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
活
か
し
て

造
ら
れ
る
酒
蔵
の
風
土
や
歴
史
を

感
じ
な
が
ら
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

美
味
し
い
米
の
代
名
詞
で
も
あ
る

„
コシ
ヒ
カ
リ
“発
祥
の
地
で
す
。

福
井
米

■「
い
ち
ほ
ま
れ
」の
誕
生

　
全
国
有
数
の
米
ど
こ
ろ
と
し
て
、

そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
福
井
県

で
す
が
、
そ
の
名
を
一
躍
有
名
に

し
た
の
が
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
す
。
今

や
日
本
を
代
表
す
る
お
米
と
な
っ

た
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
、
実
は
１
９
５

６
年（
昭
和
31
年
）、
福
井
県
農
業

試
験
場
で
誕
生
し
ま
し
た
。
幾
度

も
の
栽
培
工
夫
と
改
良
を
経
て
、

「
越
の
国
に
光
り
輝
く
米
」と
い
う

願
い
を
込
め
て
名
付
け
ら
れ
、
全

国
各
地
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
の

で
す
。
四
季
折
々
の
豊
か
な
気
候
、

生
産
者
が
工
夫
や
努
力
で
作
り
続

け
た
土
壌
、
霊
峰
白
山
の
支
脈
や

九
頭
竜
川
の
水
源
も
豊
富
。
そ
ん

な
恵
ま
れ
た
環
境
を
持
つ
福
井
県

で
育
つ
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
、
甘
く
て

艶
が
あ
り
、
冷
め
て
も
変
わ
ら
な

い
美
味
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　
福
井
が
持
て
る
技
術
の
粋
を
尽

く
し
、
お
よ
そ
６
年
の
歳
月
を
掛

け
て
開
発
し
た
次
世
代
を
担
う
全

く
新
し
い
お
米
で
す
。「
日
本
一

（
い
ち
）美
味
し
い
、
誉
れ（
ほ
ま
れ
）

高
き
お
米
」と
な
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
、
絹
の
よ

う
な
白
さ
と
艶
、
口
に
広
が
る
優

し
い
甘
さ
、
粒
感
と
粘
り
が
特
長

の
お
米
で
す
。
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黒
っ
ぽ
い
田
舎
そ
ば
に
た
っ
ぷ

り
の
大
根
お
ろ
し
を
合
わ
せ
る
、

そ
れ
が
越
前
お
ろ
し
そ
ば
で
す
。

昭
和
22
年
10
月
、
昭
和
天
皇
が
福

井
県
に
来
ら
れ
た
際
、
２
杯
も
の

お
ろ
し
そ
ば
を
召
し
上
が
れ
、
皇

居
に
戻
ら
れ
た
後
に「
越
前
の
そ

ば
は
大
変
美
味
し
か
っ
た
」と
の

　
福
井
県
の
食
を
語
る
上
で
欠
か

せ
な
い
食
材
の
ひ
と
つ
で
す
が
、

驚
く
べ
き
は
そ
の
大
き
さ
で
す
。

分
厚
く
て
こ
ん
が
り
香
ば
し
い
厚

あ
げ
を
福
井
で
は
油
あ
げ
と
呼
び
、

様
々
な
料
理
法
で
毎
日
の
食
卓
を

彩
り
ま
す
。
そ
の
消
費
量
は
近
年
、

全
国
一（
福
井
市
）を
誇
り
ま
す
。

お
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、

そ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。

　
福
井
の
玄
そ
ば
の
特
徴
は
、
小

粒
で
皮
が
薄
い
こ
と
。
そ
れ
を
石

臼
で
丁
寧
に
挽
く
こ
と
で
、
そ
ば

独
特
の
風
味
も
楽
し
め
ま
す
。
大

根
お
ろ
し
は
か
け
た
り
、
だ
し
に

混
ぜ
た
り
、
食
べ
方
は
様
々
で
す
。

　
ま
た
、
福
井
は
浄
土
真
宗
の
信

仰
が
あ
つ
い
仏
教
大
国
。
信
徒
た

ち
の
最
大
の
祭
事
で
あ
る
秋
の「
報

恩
講
」の
昼
食
に
は
必
ず
油
あ
げ

料
理
が
添
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

他
に
お
祝
い
の
席
な
ど
で
も
使
わ

れ
て
い
た
の
が
い
つ
し
か
一
般
家

庭
に
も
広
が
り
ま
し
た
。

石
臼
挽
き
だ
か
ら
風
味
が
良
く
、

大
根
お
ろ
し
と
の
相
性
も
抜
群
。

越
前
お
ろ
し
そ
ば

福
井

旬
彩

物
語

上
質
な
植
物
性
の
た
ん
ぱ
く
質
が

た
っ
ぷ
り
。

油
あ
げ

福
井

旬
彩

物
語

 「
水
よ
う
か
ん
は
冬
に
食
べ
る
も

の
」。
こ
れ
は
県
外
の
人
た
ち
が
驚

く
福
井
な
ら
で
は
の
食
文
化
で
す
。

他
県
の
も
の
と
は
異
な
り
、
総
じ

て
柔
ら
か
く
、
み
ず
み
ず
し
い
の

が
特
長
で
す
。
ま
た
、Ａ
４
サ
イ
ズ

の
平
箱
に
流
し
て
固
め
て
作
る
と

い
う
大
き
さ
や
付
属
の
竹
ヘ
ラ
を

　
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼
と
い
う
と
、
カ

ラ
ッ
と
揚
げ
た
ト
ン
カ
ツ
に
玉
子

と
じ
が
一
般
的
で
す
が
、
福
井
で

カ
ツ
丼
と
言
え
ば
、
ソ
ー
ス
で
食

べ
る
カ
ツ
丼
で
す
。
薄
く
カ
リ
ッ

と
揚
が
っ
た
カ
ツ
に
た
っ
ぷ
り
と

ソ
ー
ス
が
染
み
込
ん
だ
シ
ン
プ
ル

な
一
品
で
す
。

使
い
、
切
れ
目
に
沿
っ
て
す
く
い
、

そ
の
ま
ま
つ
る
り
と
味
わ
う
と
い

う
ス
タ
イ
ル
も
独
特
で
す
。

　
そ
の
昔
、
丁
稚
さ
ん
が
年
末
に

奉
公
先
か
ら
福
井
へ
帰
省
す
る
際

に
持
ち
帰
っ
た
あ
ず
き
で
作
っ
た

「
丁
稚
よ
う
か
ん
」が
起
源
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
。

　
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼
の
歴
史
は
大
正

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
ド

イ
ツ
仕
込
み
の
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス

を
日
本
人
向
け
に
創
案
し
、
大
正

２
年
に
東
京
で
開
か
れ
た
料
理
発

表
会
に
て
日
本
で
初
め
て
披
露
し

た
の
が
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

み
ず
み
ず
し
い
食
感
、

冬
に
食
べ
る
の
が
福
井
ス
タ
イ
ル
。

水
よ
う
か
ん

福
井

旬
彩

物
語

ソ
ー
ス
の
香
り
が
食
欲
を
そ
そ
る
、

福
井
の
名
物
料
理
。

ソ
ースカ
ツ
丼

福
井

旬
彩

物
語 越

前
お
ろ
し
そ
ば
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料
理
発

表
会
に
て
日
本
で
初
め
て
披
露
し

た
の
が
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

み
ず
み
ず
し
い
食
感
、

冬
に
食
べ
る
の
が
福
井
ス
タ
イ
ル
。

水
よ
う
か
ん

福
井

旬
彩

物
語

ソ
ー
ス
の
香
り
が
食
欲
を
そ
そ
る
、

福
井
の
名
物
料
理
。

ソ
ースカ
ツ
丼

福
井

旬
彩

物
語 越

前
お
ろ
し
そ
ば
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海

山

食
の
國
ふ
く
い
の
ル
ー
ツ
を
辿
る

越
前
若
狭
の
豊
か
な
海
が

育
ん
だ
極
上
の
海
の
幸
。

毎年９月下旬頃には、
青 と々した大きな葉を広
げた里芋畑が見られま
す。収穫期は10月頃か
ら年内までです。

福井県内には湧水が多
数。特に奥越地域の水
には定評があります。

美味しいお米の代名詞、コシヒ
カリは、福井県で誕生しました。
近年ではハナエチゼンやイクヒ
カリ、あきさかりなども人気の品
種です。

（上）福井県が2015年に設定した越前がにの
最高級ブランド「極」。重さ1.3㎏以上、甲羅の
幅14.5㎝以上、爪の幅3cm以上の基準を満た
したものだけが認定され、専用のタグが付けら
れます。1シーズンに500匹前後で全体の0.5％
以下しか水揚げがない貴重な最高級品です。

（上）底びき網漁で獲れた若
狭がれいは、寒風にさらして
一夜干しに。例年12月には
皇室に献上されます。
（左）艶やかな朱色の甘えび
は、とろっとした甘さが特徴。

　日
本
海
に
面
す
る
福
井
県
は
、
一
年
を
通

し
て
様
々
な
魚
介
類
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
ま

す
。
越
前
海
岸
沖
は
、
暖
流
と
寒
流
が
ぶ
つ

か
り
、
豊
富
な
餌
が
流
れ
込
む
場
所
と
あ
っ

て
、
魚
た
ち
の
絶
好
の
餌
場
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
身
が
締
り
脂
の
乗
っ
た
美
味
し

い
海
の
幸
が
一
年
中
、
味
わ
え
る
の
で
す
。

　福
井
県
産
の
魚
介
類
で
有
名

な
も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
越

前
が
に
で
す
。
冬
の
味
覚
の
王

者
で
あ
り
、
期
間
限
定
の
美
味

し
さ
を
求
め
て
全
国
か
ら
多
く

の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。
そ
の

他
、
甘
え
び
や
若
狭
ふ
ぐ
、
若

狭
が
れ
い
、
若
狭
ぐ
じ
、
岩
牡

蠣
な
ど
も
福
井
を
代
表
す
る
海

の
幸
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　岩
の
り
や
粉
わ
か
め
、
塩
う

に
な
ど
の
加
工
品
は
、
自
宅
用

の
他
、
お
土
産
に
も
最
適
で
す
。

霊
峰
白
山
麓
の

旨
し
水
と
土
地
が

育
ん
だ
米
と
酒
。

の

の

R
oots

of
Fukui

　福
井
県
の
東
部
に
位
置
す
る
奥
越
地
域
は
、

霊
峰
白
山
を
始
め
と
す
る
山
々
が
望
め
、
白

山
の
支
流
や
九
頭
竜
川
、
真
名
川
な
ど
、
水

に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

　山
間
部
だ
け
に
冬
は
積
雪
量
が
多
く
、
気

温（
寒
暖
）の
差
も
大
き
い
地
域
で
す
が
、
そ

の
厳
し
い
気
象
条
件
と
生
産
者
の
地
道
な
努

力
が
、
様
々
な
農
産
物
を
さ
ら
に
美
味
し
く

し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
中
で
も
奥
越
産

里
芋
は
、
小
ぶ
り
な
が
ら
煮
崩
れ
し
に
く
い

と
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
全
国
区
の
人
気
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
そ
ば
の
産
地
と
し
て
も
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
福
井
県
の
位
置
に

あ
り
ま
す
。
北
緯
36
度
〜
38
度
線
の
地
帯
に

は
、
味
や
風
味
の
高
い
そ
ば
粉
が
多
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
福
井
県
は
ま
さ
に
北
緯
36

度
線
上
、
そ
ば
栽
培
の
好
適
地
な
の
で
す
。

　こ
の
他
、
県
内
に
は
美
味
し
い
湧
水
も
多

く
、
そ
の
味
は
実
に
ま
ろ
や
か
。
山
々
か
ら

の
雪
解
け
水
は
米
や
野
菜
を
始
め
、
地
酒
の

旨
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
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。



通
の 永平寺の台所は大庫院（だいくいん）とい

い、役職の高い典座（てんぞ）と呼ばれる料
理長が仕切ります。左から白米、汁、漬物、 
小（芋茎（ずいき）ときゅうりと枝豆の酢の
物）、平（冬瓜、結び昆布、薄揚げ）。

鯖といえば、福井では鯖
を丸ごと焼き上げる浜焼
き鯖です。生姜醤油で食
べるのが一般的です。

「ごまどうふ」は昔から修
行僧に守り継がれてきた
味です。

あわら市吉崎は蓮如
上人ゆかりの地として
多くの人が訪れます。

（左）鯖街道の起点は若狭
（小浜）。商店街内には“京は
遠ても十八里”の起点プレー
トもあります。（下）北国街道
沿いの宿場町、木の芽峠の
板取宿。石畳の道が往時を
しのばせます。

北前船の船主として栄華を
極めた右近家（南越前町河
野）。屋敷内には、船の幟や
当時の道具、船の模型など
が展示されています。屋敷
裏には別荘の西洋館があり、
日本海が一望できます。

　
仏
教
王

国
と
も
い
わ

れ
る
福
井
県
に
は
、

曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺

を
始
め
、
蓮
如
上
人
ゆ
か

り
の
浄
土
真
宗
の

寺
が
数
多
く

点
在
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て

熱
心
に
念
ず
る
思

い
は
、
暮
ら
し
や
生
活
習
慣
な

ど
に
今
な
お
、
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
永
平
寺
で
は
、「
法
食
同
輪
」の
考
え

の
も
と
、
食
事
も
大
切
な
修
行
で
す
。
食
材

を
余
す
こ
と
な
く
調
理
し
、
感
謝
し
て
い
た

だ
く
こ
と
は
、
食
育
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
日
本
で
初
め
て
食
育
を
唱
え

た
石
塚
左
玄
は
、
福
井
出
身
の
医
師
で
す
。

　
ま
た
、
精
進
料
理
は
一
汁
三
菜
を
基
本
に
、

野
菜
の
煮
物
や
和
え
物
中
心
の
献
立
と
な
り
、

昔
か
ら
仏
教
の
教
え
と
と
も
に
、
福
井
の
食

文
化
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
福
井
の
健
康
長
寿
に
繋

が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

海
の
通

「
北
前
船
」や

都
の
食
を
支
え
た

「
鯖
街
道
」。

食
の
國
ふ
く
い
の
ル
ー
ツ
を
辿
る

ほ
と
け

み
ち

　
交
易
船 

北
前
船
の
寄
港
地
で
あ
り
、
京
の

都
へ
物
資
を
運
ぶ
中
継
点
で
も
あ
っ
た
福
井

県
。
県
内
に
は
往
時
を
彷
彿
さ
せ
る
通
り
や

建
物
、
風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
内
の
人
々
や
食
材
、
物
資
、
文
化
ま
で
も

運
ん
だ
の
が
北
前
船
で
す
。
福
井
県
内
の
寄

港
地
は
三
国
湊
と
敦
賀
湊
。
現
在
も
港
町
と

し
て
繁
栄
し
て
お
り
、
特
に
敦
賀
港
は
国
際

港
湾
都
市
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
昔
、
福
井（
若
狭
）は
朝
廷
へ
捧
げ
る

食
べ
物
を
供
給
す
る
国
、
御
食
国（
み
け
つ

く
に
）と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
福
井
か
ら

京
の
都
に
は
、
鯖
街
道
な
ど
を
通
っ
て
様
々

な
も
の
が
運
ば
れ
ま
し
た
。
特
に
有
名
な
も

の
は
鯖
で
す
。
若
狭
湾
で
水
揚
げ
さ
れ
た
鯖

に
一
塩
し
て
都
へ
。
到
着
す
る
こ
ろ
に
は
良

い
塩
梅
に
な
っ
た
と
か
。
鯖
以
外
の
食
材
も

あ
り
、
そ
れ
ら
は〝
若
狭
も
の
〞と
し
て
重
宝

さ
れ
、
都
の
食
文
化
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

佛
の
食
文
化
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
仏
教
王
国
。
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県
内
に
は
往
時
を
彷
彿
さ
せ
る
通
り
や

建
物
、
風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
内
の
人
々
や
食
材
、
物
資
、
文
化
ま
で
も

運
ん
だ
の
が
北
前
船
で
す
。
福
井
県
内
の
寄

港
地
は
三
国
湊
と
敦
賀
湊
。
現
在
も
港
町
と

し
て
繁
栄
し
て
お
り
、
特
に
敦
賀
港
は
国
際

港
湾
都
市
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
昔
、
福
井（
若
狭
）は
朝
廷
へ
捧
げ
る

食
べ
物
を
供
給
す
る
国
、
御
食
国（
み
け
つ

く
に
）と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
福
井
か
ら

京
の
都
に
は
、
鯖
街
道
な
ど
を
通
っ
て
様
々

な
も
の
が
運
ば
れ
ま
し
た
。
特
に
有
名
な
も

の
は
鯖
で
す
。
若
狭
湾
で
水
揚
げ
さ
れ
た
鯖

に
一
塩
し
て
都
へ
。
到
着
す
る
こ
ろ
に
は
良

い
塩
梅
に
な
っ
た
と
か
。
鯖
以
外
の
食
材
も

あ
り
、
そ
れ
ら
は〝
若
狭
も
の
〞と
し
て
重
宝

さ
れ
、
都
の
食
文
化
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

佛
の
食
文
化
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
仏
教
王
国
。



自
然
の
驚
異
と
温
泉
、花
火
に
感
動
。

日
本
最
古
級
の
天
守
閣
。

季
節
を
感
じ
な
が
ら

温
泉
や
花
火
を
満
喫
。

北
前
船
を
巡
る

　
天
正
４
年（
１
５
７
６
年
）に
柴

田
勝
家
の
甥
、
勝
豊
に
よ
っ
て
築

か
れ
ま
し
た
。
２
重
３
層
の
天
守

閣
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
お
り
、
現
存
す
る
天
守
閣
と

し
て
は
日
本
最
古
級
の
建
築
様
式

を
持
つ
平
山
城
で
す
。
屋
根
瓦
は

全
国
的
に
も
珍
し
い
石
瓦
で
、
福

井
産
の
笏
谷
石
が
使
わ
れ
て
い
る

の
も
特
徴
で
す
。
ま
た
、「
日
本
さ

く
ら
名
所
１
０
０
選
」に
も
認
定
さ

れ
、
春
に
は
４
０
０
本
の
満
開
の
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
中
に
城
が
浮
か
ぶ
、

幻
想
的
な
美
し
さ
が
望
め
ま
す
。

　
北
前
船
の
寄
港
地
、
三
国
は
風

情
あ
る
町
並
み
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
夏
の
海
水
浴
、
花
火
大
会
に

は
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

　
三
国
港
か
ら
車
で
約
30
分
。
あ

わ
ら
温
泉
は「
関
西
の
奥
座
敷
」と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
風
雅
な
温
泉
街
で
、

多
く
の
文
人
墨
客
に
愛
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
近
く
に
は
ノ
ス
タ
ル

ジ
ッ
ク
な
赤
提
灯
が
目
印
の
屋
台

村「
湯
け
む
り
横
丁
」や
笏
谷
石
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
総
ひ
の
き

造
り
の
足
湯
が
あ
り
ま
す
。

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
坂
井
・
あ
わ
ら
》

丸
岡
城

見
る

福
井
を
代
表
す
る
美
し
き
観
光
地
。

　
国
の
名
勝
・
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
る
東
尋
坊
。
荒
々
し

い
岩
肌
の
柱
状
節
理
は
世
界
三
大

奇
勝
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
約

１
㎞
も
続
き
、
そ
の
光
景
は
勇
壮

か
つ
、
美
し
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
海
の
荒
波
が
打
ち

寄
せ
る
様
子
は
、
迫
力
満
点
で
す
。

　
上
か
ら
の
眺
望
も
い
い
で
す
が
、

遊
覧
船
か
ら
見
上
げ
る
20
ｍ
以
上

も
の
断
崖
は
圧
巻
！
　
ラ
イ
オ
ン

岩
や
ろ
う
そ
く
岩
な
ど
、
自
然
の

造
形
は
一
見
の
価
値
あ
り
で
す
。

東
尋
坊

見
る
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そ
く
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で
す
。

東
尋
坊

見
る
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桜
の
ト
ン
ネ
ル
に
感
激
。

福
井
の
定
番
を
味
わ
っ
て
。

　
福
井
市
を
流
れ
る
足
羽
川
。
そ

の
堤
防
に
は
約
６
０
０
本
の
桜
が

植
え
ら
れ
、
春
に
は
桜
の
ト
ン
ネ

ル
く
ぐ
り
が
楽
し
め
ま
す
。
そ
の

長
さ
約
２
・
２
㎞
は
日
本
一
に
匹

敵
す
る
ス
ケ
ー
ル
！
　「
桜
の
名
所

１
０
０
選
」に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

の
ど
か
な
日
中
の
散
策
も
お
勧
め

で
す
が
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た

夜
桜
を
愛
で
る
の
も
好
評
で
す（
期

間
限
定
）。
ま
た
、
同
時
期
に
は
ふ

く
い
春
ま
つ
り
も
開
催
さ
れ
、
多

く
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

足
羽
川
の
桜

見
る

戦
国
時
代
の
栄
枯
盛
衰
を
実
感
で
き
る

貴
重
な
歴
史
遺
産
。

　
福
井
市
南
東
部
、
戦
国
時
代
に
越
前
国
を
支
配
し
た

朝
倉
氏
の
城
下
町
跡
で
す
。
国
の
特
別
史
跡
・
特
別
名

勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
山
々
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な
雰
囲
気
で
、
数
年
前
に

は
Ｃ
Ｍ
撮
影
地
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
遺
跡
内
の
武
家

屋
敷
や
寺
院
、
町
人
屋
敷
な
ど
が
ほ
ぼ
発
掘
さ
れ
、
復

原
さ
れ
た
町
並
み
が
往
時
の
栄
華
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡

体
感

福井藩主松平家の別邸、名勝
養浩館庭園は、数寄屋風建
築の建物と広大清澄な園池を
主体とした回遊式林泉庭園で、
江戸中期を代表する名園の一
つとして知られています。

（右）福井の冬の訪れを代表
する定番菓子の水ようかん。
（上）濃厚な味わいの越前う
には、日本三大珍味の一つ。

【坂井・あわら方面】
北陸自動車道 金津ICまたは丸岡IC下車。JR
北陸本線 芦原温泉駅下車。

【福井方面】
北陸自動車道 福井ICまたは福井北IC下車。
JR北陸本線 福井駅下車。

足羽山は春に桜、夏は
アジサイが見られる市
民の憩いの場所です。
継体天皇像、橘曙覧記
念文学館、自然史博物
館などもあります。

a c c e s s

郷土の味

古
の
福
井
を
知
り
、学
び
、遊
ぶ
。

歴
史
を
巡
る

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
福
井
》

日本最大級の城であったと
知られている北の庄城址。
現在は勝家公・お市の方を
祀る柴田神社があり、北の
庄城唯一の遺物や鬼瓦など
が保存されています。

福井

坂井・あわら
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大
人
も
大
興
奮
の
恐
竜
化
石
。

自
然
と
人
の
あ
た
た
か
さ
に
ふ
れ
る
。

奥
越
前
を
巡
る

　
福
井
県
は
日
本
一
の
恐
竜
化
石

の
宝
庫
で
す
。
勝
山
市
に
は
世
界

三
大
恐
竜
博
物
館
の
一
つ
が
あ
り
、

「
恐
竜
の
世
界
」「
地
球
の
科
学
」「
生

命
の
歴
史
」の
３
つ
の
ゾ
ー
ン
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
広
大
な
無
柱

空
間
に
は
40
体
以
上
も
の
迫
力
あ

る
恐
竜
の
骨
格
を
始
め
、
化
石
や

標
本
、
ジ
オ
ラ
マ
、
映
像
な
ど
、

子
供
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
さ
え
も

ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
展
示
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
発
掘
体
験
も
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
最
大
の
恐
竜
化
石

発
掘
現
場
に
オ
ー
プ
ン
し
た
野
外

恐
竜
博
物
館
も
お
す
す
め
で
す
。

福
井
県
立

恐
竜
博
物
館

体
感

朝
霧
に
そ
び
え
る
天
空
の
城
。

　
織
田
信
長
配
下
の
武
将
、
金
森

長
近
が
築
城
し
た
越
前
大
野
城
。

現
在
の
天
守
閣
は
昭
和
43
年（
１

９
６
８
年
）に
再
建
さ
れ
、
２
層

４
階
の
大
天
守
閣
か
ら
大
野
市
内

が
一
望
で
き
ま
す
。
ま
た
、
気
象

条
件
に
よ
り
周
り
が
雲
海
に
包
ま

れ
大
野
城
だ
け
が
浮
か
ん
で
見
え

る「
天
空
の
城
」と
し
て
も
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
城
下
町
で
は
４
０

０
年
以
上
も
続
く
七
間
朝
市
が
名

物
で
、
地
元
の
お
ば
ち
ゃ
ん
と
の

交
流
も
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

越
前
大
野
城

見
る

（上）朝市では野菜や花、お菓子などが販売されています。
（左）2017年に開山1300年を迎えた歴史ある平泉寺白山神社。国の
史跡となっており、一面に苔が広がる風景の美しさが見どころです。

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
大
野
・
勝
山
》
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石

の
宝
庫
で
す
。
勝
山
市
に
は
世
界

三
大
恐
竜
博
物
館
の
一
つ
が
あ
り
、

「
恐
竜
の
世
界
」「
地
球
の
科
学
」「
生

命
の
歴
史
」の
３
つ
の
ゾ
ー
ン
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
広
大
な
無
柱

空
間
に
は
40
体
以
上
も
の
迫
力
あ

る
恐
竜
の
骨
格
を
始
め
、
化
石
や

標
本
、
ジ
オ
ラ
マ
、
映
像
な
ど
、

子
供
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
さ
え
も

ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
展
示
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
発
掘
体
験
も
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
最
大
の
恐
竜
化
石

発
掘
現
場
に
オ
ー
プ
ン
し
た
野
外

恐
竜
博
物
館
も
お
す
す
め
で
す
。

福
井
県
立

恐
竜
博
物
館

体
感

朝
霧
に
そ
び
え
る
天
空
の
城
。

　
織
田
信
長
配
下
の
武
将
、
金
森

長
近
が
築
城
し
た
越
前
大
野
城
。

現
在
の
天
守
閣
は
昭
和
43
年（
１

９
６
８
年
）に
再
建
さ
れ
、
２
層

４
階
の
大
天
守
閣
か
ら
大
野
市
内

が
一
望
で
き
ま
す
。
ま
た
、
気
象

条
件
に
よ
り
周
り
が
雲
海
に
包
ま

れ
大
野
城
だ
け
が
浮
か
ん
で
見
え

る「
天
空
の
城
」と
し
て
も
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
城
下
町
で
は
４
０

０
年
以
上
も
続
く
七
間
朝
市
が
名

物
で
、
地
元
の
お
ば
ち
ゃ
ん
と
の

交
流
も
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

越
前
大
野
城

見
る

（上）朝市では野菜や花、お菓子などが販売されています。
（左）2017年に開山1300年を迎えた歴史ある平泉寺白山神社。国の
史跡となっており、一面に苔が広がる風景の美しさが見どころです。

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
大
野
・
勝
山
》
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（上）越前焼 繊細な指先の感覚で作品を仕上げます。
（左）越前和紙 長年培った感覚と技術はまさに職人技といえます。

職
人
の
技
、伝
統
の
美
を
感
じ
る
。

匠
の
道
を
辿
る

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
丹
南
・
越
前
海
岸
》

　
１
３
３
７
年
に
京
都
の
刀
匠
・

千
代
鶴
国
安
が
刀
剣
製
作
に
適
し

た
地
を
求
め
、
今
の
越
前
市
に
来

住
し
、
近
郷
の
農
民
の
た
め
に
鎌

を
作
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る「
越
前
打
刃
物
」。

江
戸
時
代
に
は
福
井
藩
の
保
護
政

策
等
に
よ
り
、
販
路
も
全
国
に
拡

大
し
ま
し
た
。
現
在
は
日
本
古
来

の
技
術
を
守
り
な
が
ら
、
包
丁
・

鎌
・
鉈
・
刈
り
込
み
鋏
な
ど
を
主
製

品
と
し
て
い
ま
す
。 ７

０
０
年
の
伝
統
、磨
き
抜
か
れ
た
匠
の
技
。

越
前
打
刃
物

体
感

自
分
だ
け
の一
品
を
。

和
紙
、漆
器
、打
刃
物
の

伝
統
の
技
と
心
を
継
承
。

　
日
本
六
古
窯
の
１
つ
に
数
え
ら
れ
、

そ
の
歴
史
は
古
く
、
今
か
ら
８
０
０

年
前
の
平
安
末
期
に
遡
り
ま
す
。

越
前
焼
は
素
朴
で
頑
丈
、
自
然
釉
の

風
合
い
が
特
徴
で
す
。
し
っ
と
り
と

手
に
馴
染
む
湯
呑
や
器
の
愛
用
者

は
多
く
、
毎
年
恒
例
の
越
前
陶
芸

ま
つ
り
に
は
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
。

　
陶
芸
体
験
も
人
気
で
す
。
自
由

な
発
想
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
を
作
っ

た
り
、
素
焼
き
の
器
に
好
き
な
模

様
を
絵
付
け
し
た
り…

。
お
気
に

入
り
の
一
品
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　
丹
南
地
域
は
、
様
々
な
伝
統
の

技
が
結
集
し
て
い
る
地
域
で
す
。

清
ら
か
な
水
が
不
可
欠
の
越
前
和

紙
。
堅
牢
で
高
質
、
１
５
０
０
年

以
前
か
ら
続
く
越
前
漆
器
。
日
本

古
来
の
火
作
り
鍛
造
技
術
と
手
仕

上
げ
を
守
っ
て
い
る
越
前
打
刃
物
。

素
朴
な
風
合
い
の
越
前
焼
。
漆
器

と
打
刃
物
の
技
術
を
利
用
し
た
独

特
の
風
合
い
の
越
前
箪
笥
。
ど
の

伝
統
工
芸
品
も
妥
協
す
る
こ
と
な

く
技
を
継
承
し
て
い
ま
す
が
、
新

し
い
試
み
に
も
挑
戦
し
続
け
、
後

継
者
育
成
に
も
積
極
的
で
す
。

越
前
焼

体
験
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、
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日
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火
作
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的
で
す
。
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前
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体
験

21



【奥越・永平寺町方面】
北陸自動車道 福井ICまたは福井北IC下車。
JR北陸本線 福井駅下車、JR越美北線 越前
大野駅下車で大野市内へ、えちぜん鉄道 勝山
駅下車で勝山市内へ。

【丹南・南越前町方面】
北陸自動車道 武生ICまたは鯖江IC下車。
JR北陸本線 武生駅または鯖江駅下車。

a c c e s s
丹南

奥越・永平寺町

先
進
技
術
を
活
か
し
た

伝
統
の
職
人
技
。

地
元
に
愛
さ
れ
続
け
る
、ふ
る
さ
と
の
味
。

　
現
在
、
福
井
県
は
福
井
市
や
鯖

江
市
を
中
心
に
日
本
製
め
が
ね
フ

レ
ー
ム
の
約
95
％
を
生
産
し
、
世
界

最
高
品
質
の
め
が
ね
を
全
国
も
と

よ
り
世
界
へ
も
届
け
続
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
近
年
で
は
産
地
が
培
っ

た
チ
タ
ン
加
工
の
技
術
を
医
療
や

電
子
機
器
な
ど
に
生
か
し
て
い
ま

す
。
そ
う
し
て
長
年
培
っ
て
き
た

め
が
ね
づ
く
り
の
熱
い
想
い
が
、

業
界
の
枠
を
超
え
て
幅
広
い
分
野

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

め
が
ね

見
る

お
洒
落
な
蔵
で
過
ご
す
ひ
と
時
。

　
Ｊ
Ｒ
武
生
駅
か
ら
徒
歩
５
分
。

様
々
な
蔵
が
立
ち
並
ぶ
一
角
が
、

蔵
の
辻
で
す
。
こ
の
辺
り
は
江
戸

時
代
以
降
、
関
西
な
ど
か
ら
の
物

資
の
中
継
基
地
と
し
て
栄
え
、
商

人
達
の
蔵
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
面
影
を
現
代
に
甦
ら
せ
、

平
成
13
年
度
に
は「
美
し
い
ま
ち

な
み
大
賞
」も
受
賞
し
ま
し
た
。

　
各
蔵
は
飲
食
店
や
喫
茶
店
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
で
、
休
日
に
は
地

元
の
人
や
観
光
客
で
賑
わ
い
ま
す
。

蔵
の
辻

見
る

平安時代の文学者・紫式部は、若き日の約1
年半を武生で過ごしています。それは生涯で
ただ一度、都を離れて暮らした場所でもあり
ます。越前市の紫式部公園には、十二単衣を
まとった金色の紫式部像と、平安朝式庭園が
精密な時代考証のもとに設けられています。

劔神社は、1800年の歴
史を有し、毎年多くの
初詣客でにぎわう神社
としても知られていま
す。戦国武将織田信長
の祖先は、当社の神官
で、出身地の地名を
取って「織田氏」を名
乗ったとされています。

夏の太鼓の祭典、「O・TA・I・KO響」。全国各地のチームが演奏を披露し
ます。

（左）たくわんの古漬けのアレンジ料理、たくわんの煮たのは
あたたかくて懐かしいおふくろの味。（右）越前市武生地区で
30年以上前から愛されるご当地料理のボルガライス。

郷土の味
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５
つ
の
湖
が
か
も
し
だ
す

神
秘
的
な
自
然
美
。

　
若
狭
湾
国
定
公
園
を
代
表
す
る

景
勝
地
で
、
２
０
０
５
年
11
月
に

ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登
録
さ
れ
ま

し
た
。
五
つ
の
湖
は
異
な
る
水
深

と
塩
分
濃
度
で
五
色
の
湖
と
も
呼

ば
れ
、
海
水
魚
か
ら
淡
水
魚
ま
で

様
々
な
魚
が
生
息
し
、
水
鳥
の
貴

重
な
生
息
地
で
も
あ
り
ま
す
。

「
年
代
測
定
の
世
界
標
準
の
も
の

さ
し
」と
言
わ
れ
る
年
縞
、「
た
た

き
網
漁
」と
呼
ば
れ
る
伝
統
漁
法
、

レ
イ
ン
ボ
ー
ラ
イ
ン
山
頂
公
園
か

ら
見
渡
す「
天
空
の
足
湯
か
ら
の

絶
景
」な
ど
、
国
内
外
か
ら
認
定

さ
れ
た
歴
史
的
、
文
化
的
な
資
源

の
宝
庫
で
す
。

三
方
五
湖

見
る

（上）敦賀半島の先端近くに浮かぶ小さな島・水島。青く澄んだ
透明度の高い海に遠浅の白い砂浜が映えます。
（左）日本海の荒波によって作られた奇岩である蘇洞門は、洞門、
洞窟が６kmにわたり続き、荘厳な景観をなしています。

古
の
都
文
化
を
支
え
た
存
在
。

時
代
の
文
化
を
感
じ
る
スポッ
ト
。

若
狭
の
歴
史
を
つ
く
っ
た
、

全
国
屈
指
の
伝
統
工
芸
。

若
狭
路
を
巡
る

　
敦
賀
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
は
外
国
人

技
師
の
設
計
に
よ
っ
て
１
９
０
５

年
に
石
油
貯
蔵
用
の
倉
庫
と
し
て

建
設
さ
れ
、
途
中
、
軍
の
備
品
倉

庫
や
昆
布
貯
蔵
庫
と
し
て
も
使
用

さ
れ
た
レ
ン
ガ
建
築
物
で
す
。

　
熊
川
宿
は
若
狭
と
京
都
を
結
ん

だ
鯖
街
道
の
重
要
な
宿
場
町
。
現

在
も
伝
統
的
建
造
物
が
残
る
旧
街

道
で
平
成
27
年（
２
０
１
５
年
）に

は
熊
川
宿
を
含
む
鯖
街
道
が
日
本

遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
内
生
産
塗
箸
の
80
％
以
上
を

占
め
る
若
狭
塗
箸
。〝
研
ぎ
出
し
〞

技
法
を
用
い
て
お
り
、
極
上
漆
を

十
数
回
塗
り
、
貝
殻
・
卵
殻
・
金
箔

で
模
様
を
つ
け
、
石
や
炭
で
研
ぎ

出
し
て
作
ら
れ
ま
す
。

　
め
の
う
と
は
、
年
輪
状
の
模
様

を
も
つ
半
透
明
の
石
英
と
い
う
石

の
こ
と
。
焼
入
れ
に
よ
り
美
し
く

発
色
さ
せ
た
こ
の
硬
い
原
石
を
、

金
剛
砂
を
使
っ
て
削
り
丹
念
に
磨

き
上
げ
て
生
ま
れ
る
逸
品
で
す
。

透
き
通
っ
た
繊
細
な
光
沢
と
丹
念

に
作
ら
れ
る
細
工
が
特
長
で
す
。

食
の
國
ふ
く
い 

巡
り
旅 《
若
狭
》

敦
賀
赤
レンガ
倉
庫・熊
川
宿

敦
賀
赤
レンガ
倉
庫・熊
川
宿

体
感
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５
つ
の
湖
が
か
も
し
だ
す

神
秘
的
な
自
然
美
。
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で
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２
０
０
５
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ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
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登
録
さ
れ
ま

し
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五
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異
な
る
水
深

と
塩
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濃
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五
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呼

ば
れ
、
海
水
魚
か
ら
淡
水
魚
ま
で

様
々
な
魚
が
生
息
し
、
水
鳥
の
貴

重
な
生
息
地
で
も
あ
り
ま
す
。
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測
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縞
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た
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漁
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ば
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伝
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漁
法
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レ
イ
ン
ボ
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ラ
イ
ン
山
頂
公
園
か
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見
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天
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湯
か
ら
の

絶
景
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史
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入
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北
陸
道
の
守
り
神
。

お
土
産
に
も
喜
ば
れ
る
逸
品
。

　
高
さ
11
ｍ
、
日
本
三
大
木
造
大

鳥
居（
重
要
文
化
財
）が
目
印
の
氣

比
神
宮
は
北
陸
道
の
総
鎮
守
で
あ

り
、
敦
賀
市
民
か
ら
は「
け
い
さ

ん
」の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
は
、
元
禄
２
年
８
月
に
訪

れ
た
松
尾
芭
蕉
の
像
と
句
碑
も
あ

り
ま
す
。

　
毎
年
秋
に
は「
氣
比
神
宮
例
大

祭
」と「
敦
賀
ま
つ
り
」が
同
時
期

に
行
わ
れ
、
市
内
を
神
輿
や
山
車

が
練
り
歩
く
様
子
は
勇
壮
で
賑
や

か
、
見
物
だ
け
で
も
楽
し
め
ま
す
。

氣
比
神
宮

見
る

歴
史
的
瞬
間
を
見
届
け
て
。

　
神
秘
的
で
幻
想
的
。
そ
ん
な
雰

囲
気
に
包
ま
れ
る
の
が
３
月
２
日
、

神
宮
寺
、
鵜
の
瀬
で
行
わ
れ
る「
お

水
送
り
」で
す
。
お
水
送
り
で
流

さ
れ
た
香
水
は
、
10
日
間
か
け
て

奈
良
東
大
寺
二
月
堂「
若
狭
井
」に

届
き
、
汲
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
が
関
西
に
春
を
告
げ
る「
お
水

取
り
」で
す
。

　
香
水
で
つ
な
が
る
若
狭
と
奈
良
。

そ
の
歴
史
的
瞬
間
の
立
ち
合
い
は
、

貴
重
な
体
験
と
な
る
で
し
ょ
う
。

お
水
送
り

見
る

へしこは魚の糠漬けのことで、若狭の伝統
料理として親しまれています。鯖のへしこ
が一般的で、酒の肴やお刺身、寿司ネタ、
パスタなどにも使われています。

若狭湾で獲れるアカアマダイのこと
を指す若狭ぐじ（上）と、身が引き締
まり肉質のいい若狭ふぐ（左）。どち
らも日本料理の最高級食材といわれ
ています。

（左）夏の風物詩、葛まんじゅう。若狭地域の和菓子店では、冷た
い地下水の中に浮かんでいます。（右）小鯛を3枚におろし、塩と
酢で味付けし樽詰めにした若狭の名産品である小鯛のささ漬け。

若狭小浜は“海のある奈
良”といわれるほど、寺
院が多く点在しています。
明通寺や神宮寺など、寺
院を巡る観光も一興です。

郷土の味

【若狭方面】
北陸自動車道 敦賀IC下車。
舞鶴若狭自動車道 大飯高浜
IC、小浜西IC、小浜IC、若狭
上中IC、若狭三方IC、若狭
美浜IC それぞれ下車。
JR北陸本線 敦賀駅下車。
JR小浜線 小浜駅下車。

a c c e s s

若狭
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北
陸
道
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逸
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日
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重
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比
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鎮
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、
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さ
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で
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ま
す
。
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元
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２
年
８
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に
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と
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あ

り
ま
す
。

　
毎
年
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に
は「
氣
比
神
宮
例
大

祭
」と「
敦
賀
ま
つ
り
」が
同
時
期

に
行
わ
れ
、
市
内
を
神
輿
や
山
車

が
練
り
歩
く
様
子
は
勇
壮
で
賑
や

か
、
見
物
だ
け
で
も
楽
し
め
ま
す
。

氣
比
神
宮

見
る

歴
史
的
瞬
間
を
見
届
け
て
。

　
神
秘
的
で
幻
想
的
。
そ
ん
な
雰

囲
気
に
包
ま
れ
る
の
が
３
月
２
日
、

神
宮
寺
、
鵜
の
瀬
で
行
わ
れ
る「
お

水
送
り
」で
す
。
お
水
送
り
で
流

さ
れ
た
香
水
は
、
10
日
間
か
け
て

奈
良
東
大
寺
二
月
堂「
若
狭
井
」に

届
き
、
汲
み
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
が
関
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に
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を
告
げ
る「
お
水
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」で
す
。

　
香
水
で
つ
な
が
る
若
狭
と
奈
良
。

そ
の
歴
史
的
瞬
間
の
立
ち
合
い
は
、

貴
重
な
体
験
と
な
る
で
し
ょ
う
。

お
水
送
り

見
る

へしこは魚の糠漬けのことで、若狭の伝統
料理として親しまれています。鯖のへしこ
が一般的で、酒の肴やお刺身、寿司ネタ、
パスタなどにも使われています。

若狭湾で獲れるアカアマダイのこと
を指す若狭ぐじ（上）と、身が引き締
まり肉質のいい若狭ふぐ（左）。どち
らも日本料理の最高級食材といわれ
ています。

（左）夏の風物詩、葛まんじゅう。若狭地域の和菓子店では、冷た
い地下水の中に浮かんでいます。（右）小鯛を3枚におろし、塩と
酢で味付けし樽詰めにした若狭の名産品である小鯛のささ漬け。

若狭小浜は“海のある奈
良”といわれるほど、寺
院が多く点在しています。
明通寺や神宮寺など、寺
院を巡る観光も一興です。

郷土の味

【若狭方面】
北陸自動車道 敦賀IC下車。
舞鶴若狭自動車道 大飯高浜
IC、小浜西IC、小浜IC、若狭
上中IC、若狭三方IC、若狭
美浜IC それぞれ下車。
JR北陸本線 敦賀駅下車。
JR小浜線 小浜駅下車。
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旨
し「
食
」の
ふ
く
い
。

深
き「
匠
」の
ふ
く
い
。


