
― 

大
石
さ
ん
、
歴
史
の
魅
力
、
お
も

し
ろ
さ
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

大
石　

今
日
、
私
た
ち
が
接
し
て
い
る

全
て
の
も
の
に
は
過
去
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
成
り
立
ち
を
知
る
こ
と
は
今
を

知
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
の
お
も
し
ろ

さ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

例
え
ば
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
を

考
え
た
場
合
、
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り

と
い
う
歴
史
上
の
事
実
は
ひ
と
つ

だ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
時
代
と
と
も

に
ど
ん
ど
ん
派
生
し
、
色
々
な
物
語

や
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
き
、
ス
ト
ー

リ
ー
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
ス
ト
ー

リ
ー
へ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
多
彩

さ
は
、
歴
史
を
学
ぶ
お
も
し
ろ
さ
に

つ
な
が
り
ま
す
。
そ
れ
は
歴
史
を
解
釈

し
、
史
実
を
再
現
す
る
お
も
し
ろ
さ

に
も
な
り
ま
す
。

― 

ス
ト
ー
リ
ー
や
ド
ラ
マ
は
人
の

数
だ
け
あ
り
ま
す
が
、
福
井
で
も

多
く
の
人
が
活
躍
し
ま
し
た
ね
。

知
事　

福
井
の
場
合
は
、
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
、
多
く
の
先
人
が
活
躍

し
ま
し
た
。

　

福
井
藩
の
松
平
春
嶽
や
橋
本
左
内
、

由
利
公
正
、
小
浜
藩
の
梅
田
雲
浜
、

大
野
藩
の
内
山
兄
弟
、
鯖
江
藩
の
間
部

詮
勝
な
ど
が
代
表
的
で
す
。

　

幕
末
明
治
期
の
福
井
は
、
色
々
な
人

た
ち
か
ら
信
頼
さ
れ
、
一
目
置
か
れ
た

地
域
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

そ
う
い
う
県
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

― 

幕
末
明
治
期
に
活
躍
し
た
先
人

が
福
井
に
大
勢
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

福
井
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。

大
石　

幕
府
を
倒

そ
う
と
す
る
討
幕
派

と
、
幕
府
を
助
け
よ

う
と
す
る
佐
幕
派

で
議
論
が
大
き
く

割
れ
て
い
ま
し
た
が
、

福
井
藩
が
出
し
た

結
論
が
公
武
合
体

で
す
。
公
家
も
武
家

も
協
力
し
て
新
し
い

政
府
を
つ
く
ろ
う

と
い
う
考
え
方
で

あ

り
、
福

井

藩

は

排
除
の
論
理
で
は

な
く
、
共
生
・
共
存

の
論
理
を
し
っ
か
り

持
っ
て
い
ま
し
た
。

平
和
的
に
新
し
い

時

代

へ

社

会

を

移
行
さ
せ
る
こ
と

や
、
他
の
藩
を
主
導

す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

― 

多
く
の
人
に
福
井
の
歴
史
や

先
人
た
ち
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
い

た
い
で
す
ね
。

知
事　

ま
ず
、
福
井
の
人
た
ち
が

勉
強
し
、
学
ぶ
こ
と
が
大
事
で
す
。

先
人
た
ち
の
活
躍
を
生
き
生
き
と

描
い
た
「
ふ
る
さ
と
福
井
の
先
人

１
０
０
人
」
と
い
う
本
を
作
り
、

中
学
・
高
校
生
が
授
業
で
使
い
な
が
ら

勉
強
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
色
々
な
ド
ラ
マ
が

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
様
々
な

働
き
か
け
を
行
い
、
最
終
的
に
は
大
河

ド
ラ
マ
の
誘
致
を
成
功
さ
せ
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
文
化
財
や
史
跡
を
よ

く
見
え
る
よ
う
な
形
に
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

福
井
城
址
で
は
、
天
守
台
跡
の
井
戸

「
福
の
井
」
と
御
廊
下
橋
の
整
備
が
既

に
終
わ
り
ま
し
た
。
３
月
に
は
山
里

口
御
門
の
復
元
を
完
了
さ
せ
、
色
々

な
形
で
歴
史
を
体
感
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

― 

最
近
は
、
松
平
春
嶽
の
活
躍
が

テ
レ
ビ
や
小
説
な
ど
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物

な
ん
で
し
ょ
う
か
。

大
石　

四
人
の
賢
い
大
名
を
指
す

「
幕
末
の
四
賢
侯
」
の
一
人
で
し
た
。

早
く
か
ら
公
武
合
体
を
唱
え
て
お
り
、

先
見
性
が
あ
り
ま
し
た
。
春
嶽
の

構
想
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
ら
、

争
い
抜
き
に
新
し
い
近
代
へ
移
行

で
き
た
と
思
い
ま
す
。

知
事　

春
嶽
は
、
京
都
や
江
戸
の
情
報

を
取
り
入
れ
る
の
が
早
く
、
洞
察
力
に

優
れ
、
先
進
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た

た
め
、
幕
末
に
活
躍
で
き
ま
し
た
。

人
材
を
登
用
す
る
の
も
う
ま
く
、
熊
本

か
ら
横
井
小
楠
を
招
き
、
由
利
公
正
、

橋
本
左
内
を
登
用
す
る
な
ど
、
身
分
に

関
わ
ら
ず
能
力
の
あ
る
人
材
を
抜
擢
し
、

財
政
の
立
て
直
し
や
藩
政
の
改
革
を

し
た
人
で
す
。
ま
た
、
藩
校
の
明
道
館

を
創
設
す
る
な
ど
、
教
育
改
革
に
も

力
を
尽
く
し
ま
し
た
。

― 

昨
年
は
、
坂
本
龍
馬
が
福
井
藩
の

中
根
雪
江
に
宛
て
た
書
状
が
発
見

さ
れ
ま
し
た
ね
。

知
事　

坂
本
龍
馬
は
、
由
利
公
正
が

い
な
い
と
新
政
府
の
財
政
は
自
立
で

き
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
財
政
的
手
腕
を
高
く
評
価
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
由
利
が
考
え
た

日
本
初
の
全
国
通
用
紙
幣
で
あ
る

「
太
政
官
札
」
が
な
け
れ
ば
、
明
治

維
新
も
か
な
り
遅
れ
た
と
い
う
意
見

も
あ
り
、
新
政
府
で
の
財
政
を
確
立

し
た
方
で
し
た
。

　

由
利
が
作
成
し
た
、
五
箇
条
の

御
誓
文
の
基
本
と
な
る
考
え
方

「
議
事
之
体
大
意
」
は
、
文
章
も
非
常

に
生
き
生
き
と
し
て
お
り
、
身
分
や

議
会
、
人
材
登
用
と
い
っ
た
由
利
の

民
主
的
で
新
し
い
考
え
方
を
反
映
し

て
い
ま
す
。

― 

由
利
公
正
の
功
績
で
、
ほ
か
に

注
目
す
べ
き
点
は
何
で
し
ょ
う
か
。

大
石　

由
利
は
初
代
東
京
府
知
事
と

な
り
、
銀
座
の
大
通
り
を
れ
ん
が
街

に
し
て
現
代
風
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
視
野
が
広
く
全
国
を
見
る
目

が
あ
り
、
日
本
の
将
来
を
い
つ
も

考
え
て
お
り
、
岩
倉
使
節
団
の
一
員

と
し
て
欧
米
を
回
り
な
が
ら
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
識
や
制
度
を
学
び
、

日
本
で
開
花
さ
せ
よ
う
と
努
力
し

ま
し
た
。
福
井
や
東
京
で
活
躍
し
、

全
国
を
活
性
化
さ
せ
た
人
物
だ
と

思
い
ま
す
。

― 

今
年
は
幕
末
明
治
1
5
0
年
の

年
で
す
。
み
な
さ
ん
に
は
ど
ん
な

こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
で
す
か
。

大
石　

世
界
を
見
渡
す
と
、
日
本
の

周
り
や
世
界
中
で
い
ろ
ん
な
緊
張

関
係
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
Ａ
か

Ｂ
か

を

選

ぶ

排

除

の

論

理

で

は

な
く
、
春
嶽
や
龍
馬
が
持
っ
て
い
た

Ａ
も
Ｂ
も
両
方
を
巻
き
込
み
、
と
も

に
生
き
る
よ
う
な
感
覚
を
、
日
本

が
ど
ん
ど
ん
世
界
に
発
信
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
福
井

が
発
信
地
と
な
っ
て
、
み
ん
な
で

一
緒
に
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え

方
を
ど
ん
ど
ん
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
く
年
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

―

福
井
の
歴
史
や
先
人
の
魅
力
を
伝
え

る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

知
事　

先
人
の
偉
業
を
み
な
さ
ん
に

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
3
月
か
ら

幕
末
明
治
福
井
１
５
０
年
博
を
開
き

ま
す
。
県
内
の
市
町
と
協
力
し
な
が
ら
、

文
化
施
設
で
の
展
示
会
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
行
う
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
四
賢
侯
の
一
人
が
い
た

愛
媛
県
（
伊
達
宗
城
）
、
天
狗
党
（
天
皇

を
敬
い
、
外
国
の
侵
略
を
撃
退
し
よ

う
と
す
る
思
想
を
持
っ
た
水
戸
藩

の
集
団
）
と
関
係
の
あ
る
茨
城
県

な
ど
、
福
井
と
ゆ
か
り
の
あ
る
県
と

連
携
し
な
が
ら
、
幕
末
明
治
を
み
な

さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
努
力

し
、
多
く
の
人
に
来
県
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

― 

最
後
に
、
今
年
の
抱
負
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

大
石　

幕
末
明
治
１
５
０
年
の
節
目

に
、
明
治
維
新
は
偉
大
で
日
本
の

近
代
化
が
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と

い
う
見
方
や
、
江
戸
を
壊
し
て
明
治

が
で
き
た
と
い
う
見
方
を
卒
業
し
、

江
戸
の
集
大
成
と
し
て
明
治
を
見

て
ほ
し
い
で
す
。
勝
ち
組
と
負
け
組
、

進
ん
だ
西
と
遅
れ
た
東
と
い
う
見
方

が
こ
れ
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
が
、

日
本
の
社
会
全
体
が
近
代
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
見
方
が
必
要
で
す
。

江
戸
か
ら
明
治
へ
の
転
換
を
見
直
す

大
事
な
き
っ
か
け
に
す
る
年
だ
と

思
い
ま
す
。

知
事　

今
年
は
国
体
・
障
ス
ポ
の
年

で
も
あ
り
、
色
々
な
意
味
で
節
目

の
年
で
す
。
幕
末
明
治
を
し
っ
か
り

押
さ
え
な
が
ら
、
福
井
ブ
ラ
ン
ド
を

全
国
に
発
信
し
ま
す
。
ま
た
、
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
、
で
き
る
限
り
争
い

を
起
こ
さ
ず
今
の
日
本
の
歴
史
の

基
本
を
つ
く
っ
て
き
た
福
井
の
伝
統

と
歴
史
を
我
々
が
学
び
、
多
く
の
人

に
伝
え
る
年
に
し
た
い
で
す
。

歴
史
の
魅
力

　
福
井
県
は
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
、

多
く
の
功
績
を
残
し
た
先
人
を
輩
出

し
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
30
年
の
新
春
を
迎
え
、
西
川

知
事
と
東
京
学
芸
大
学
教
授
・
副
学
長

の
大
石
学
さ
ん
が
、
ふ
る
さ
と
福
井
の

歴
史
や
先
人
の
魅
力
、幕
末
明
治
1
5
0
年

を
機
に
み
な
さ
ん
に
感
じ
て
ほ
し
い

こ
と
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
し
た
。

大
石
　
学
さ
ん

お
お
い
し    

ま
な
ぶ

東
京
学
芸
大
学 

教
授
・
副
学
長

（
昭
和
28

年 

東
京
都
生
ま
れ
）

近
世
史
を
専
門
に
歴
史
を
研
究
。

時
代
劇
や
時
代
小
説
な
ど
の
時
代
考
証

を
行
い
、過
去
の
言
葉
遣
い
や
生
活
習
慣
、

政
治
制
度
な
ど
が
史
実
と
し
て
正
し
い

か
ど
う
か
を
検
証
し
て
い
る
。

平
成
21

年
に
時
代
考
証
学
会
を
設
立

し
、
同
会
の
会
長
も
務
め
る
。

福
井
の
歴
史
を
知
る

松
平
春
嶽
の
活
躍

坂
本
龍
馬
の
手
紙

今
年
の
抱
負

復元工事が進む山里口御門

東京学芸大学 教授・副学長 大石 学さん

お お  い し   まなぶ

福井県知事 西川 一誠
に し か わ   い っ せ い

松
平 

春
嶽
（
福
井
藩
16
代
藩
主
）

（
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
蔵
）

財
政
復
興
を
中
心
と
す
る
藩
政
改
革
を
推
進
。

島
津
斉
彬
、
山
内
容
堂
、
伊
達
宗
城
と
と
も
に

「
幕
末
の
四
賢
侯
」
に
数
え
ら
れ
、
幕
府
の
政
事

総
裁
職
（
現
在
の
総
理
大
臣
）
も
務
め
た
。

ま
つ
だ
い
ら 

し
ゅ
ん
が
く

そ
う
さ
い
し
ょ
く

せ
い 

じ

由
利 

公
正

（
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
蔵
）

「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
の
草
案
「
議
事
之
体
大
意
」

を
著
し
た
。
財
政
的
手
腕
に
も
優
れ
、
維
新
後
の

新
政
府
で
は
初
代
御
用
金
穀
取
扱
方
（
現
在
の
財

務
大
臣
）
を
務
め
た
。
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幕
末
明
治
1
5
0
年

由利公正が著した議事之体大意

ご
よ
う
き
ん
こ
く
と
り
あ
つ
か
い
か
た

幕末明治150年！福井の歴史


