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地
域
を
支
え
る
人
々
の

思
い
が
広
く
つ
な
が
る

「
海
の
京
都
」丹
後
地
方

京
都
府
北
部
の
市
町
が
一
体
と
な
り
、

観
光
事
業
に
取
り
組
む
「
海
の
京
都
」。

そ
の
一
翼
を
担
う
丹
後
地
方
で
は
、

観
光
、
伝
統
産
業
、
飲
食
、
交
通
と
、

そ
れ
ぞ
れ
を
担
う
人
の
努
力
が
花
開
き
、

未
来
に
向
け
て
実
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

写真 野瀬勝一取材・文 山内史子

丹後半島の北東部に位置する伊根町の夜景。手前に広がる伊根湾は一年を通し
て波静かな状態のことが多く、水面が灯りを映す幻想的な景色が望める。並ぶ
家屋は、舟屋と呼ばれるこの地域独特の伝統的な造りになっている。

地域の底力 宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町



三洋商事代表取締役社長の今井一雄氏と、本能寺の変の後、
逆臣・明智光秀の娘として一時期丹後国にかくまわれた細
川ガラシャの像。左奥、1896 年創立の宮津教会は、国内に
ある現役の聖堂としては最も歴史ある建物。

豊受大神が祀られていた宮津市の「籠神社」。豊受大神は、食物や
穀物を司る神。酒造りにも長けており、美味美酒に恵まれた丹後
を象徴しているかのよう。
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時
代
の
変
遷
に
合
わ
せ
た 

観
光
へ
の
取
り
組
み
を
め
ざ
す

　

京
都
府
北
部
の
福
知
山
市
、
舞
鶴
市
、

綾
部
市
、宮
津
市
、京
丹
後
市
、伊
根
町
、

与
謝
野
町
が
一
体
と
な
っ
て
展
開
す
る

通
称
「
海
の
京
都
」。
今
回
は
そ
の
中

か
ら
丹
後
地
方
の
四
市
町
を
訪
れ
、
観

光
を
基
軸
と
し
た
現
状
と
未
来
へ
の
展

望
を
探
っ
て
み
た
。

　

最
初
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
宮
津

市
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
中
心
と
す
る
地
域

商
社
を
展
開
す
る
三
洋
商
事
代
表
取
締

役
社
長
・
今
井
一
雄
氏
だ
。
今
井
氏
は

京
都
経
済
同
友
会
北
部
委
員
会
委
員
長
、

宮
津
商
工
会
議
所
会
頭
と
し
て
、
地
域
の

活
性
化
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
「『
海
の
京
都
』
以
前
は
、
京
都
に
海

が
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
持
た

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
天

あ
ま
の
は
し橋

立だ
て

の
名
を
知
っ
て
い
て
も
、
日
本
の
ど

こ
に
位
置
す
る
の
か
ほ
と
ん
ど
の
方
が

ご
存
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
。『
海
の
京

都
』
を
通
じ
て
、
宮
津
に
天
橋
立
が
あ

る
こ
と
や
、
丹
後
が
古
代
か
ら
の
神
話

や
歴
史
の
宝
庫
で
も
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

　

神
話
に
つ
な
が
る
代
表
格
が
、
か
つ

て
豊と

よ
う
け
の
お
お
か
み

受
大
神
が
祀ま

つ

ら
れ
、
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
か

ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
伊
勢
神
宮
に
遷
っ

た
と
さ
れ
る「
元
伊
勢
・
丹
後
一
宮  

籠こ
の

神
社
」
だ
。
そ
の
奥
宮
は
、
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊

が
天
界
か
ら
は
し
ご
を
降
ろ
し
た
場
所

だ
と
い
う
。
ま
た
、
聖
徳
太
子
の
母
で

あ
る
穴あ

な
ほ
べ
の
は
し

穂
部
間
人ひ

と
の
ひ
め
み
こ

皇
女
が
一
時
期
丹
後

に
身
を
寄
せ
て
い
た
な
ど
、
歴
史
的
な

逸
話
も
多
数
残
る
。
今
井
氏
は
過
去
を

振
り
返
り
な
が
ら
こ
う
語
っ
た
。

　
「
旅
の
形
態
が
団
体
か
ら
個
人
に
変

化
し
、
さ
ら
に
海
外
か
ら
の
旅
行
者
が

増
加
す
る
な
か
、
見
て
終
わ
り
の
昔
な

が
ら
の
観
光
地
は
、
飽
き
ら
れ
る
し
リ

ピ
ー
タ
ー
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
時
代
の

変
化
に
対
応
し
た
形
で
『
こ
こ
に
あ
る

も
の
を
自
分
た
ち
で
磨
き
直
し
て
観
光

に
活
か
そ
う
』
と
い
う
意
識
が
当
地
で

も
生
ま
れ
て
い
ま
す
」

　

す
で
に
外
国
人
旅
行
者
が
好
む
造
り

や
長
期
滞
在
に
対
応
し
た
宿
泊
施
設
も

現
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、「
海
の
京
都
」

に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
二
〇
一
六

年
、
京
都
か
ら
の
高
速
道
路
が
丹
後
地

方
の
奥
の
方
に
ま
で
延
び
た
こ
と
も
あ

り
、
外
国
人
旅
行
者
が
着
実
に
増
え
て

い
る
と
い
う
。
そ
の
中
に
は
、
今
や
移

動
が
便
利
で
宿
泊
費
も
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル

な
丹
後
を
拠
点
と
し
て
、
京
都
市
内
や

大
阪
、
神
戸
へ
と
出
か
け
る
旅
行
者
も

い
る
と
い
う
。

　

丹
後
地
域
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の

伸
び
し
ろ
は
大
き
い
と
今
井
氏
は
話
す
。

　
「
京
都
市
内
へ
の
外
国
人
旅
行
者
は

増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
数
か
ら
み
た

ら
丹
後
地
域
ま
で
足
を
延
ば
す
人
は
、

ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
神
社
仏
閣
に
飽
き
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左／「KUSKA」代表取締役の楠泰彦氏
は、「大がかりな開発がなされていない
分、丹後は昔ながらの営みが残る」と
魅力を語る。下／子どもを持つ若い世
代の女性が働きやすいよう、工房の作
業時間はフレキシブルに調整できる。

ちりめん産業でにぎわった与謝野町加
か や

悦地区に残る、
江戸時代末期建築の生糸ちりめん商家「旧尾藤家住宅」。

「ちりめん街道」と呼ばれる旧街道沿いに建つ。

足
ら
ず
に
丹
後
半
島
の
よ
う
な
自
然
環

境
を
希
望
す
る
方
は
増
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
し
た
旅
行
者
を
こ
ち
ら
に
誘

導
す
る
た
め
、
京
都
市
内
各
所
と
の
連

携
を
密
に
し
て
い
け
る
か
が
今
後
の
大

き
な
課
題
で
す
ね
」

　

宮
津
市
も
日
本
の
他
の
地
域
同
様

に
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
。
と
は
い
え
、

若
い
世
代
が
新
規
の
飲
食
店
や
宿
泊
施

設
を
つ
く
っ
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
立
ち

上
げ
た
り
と
い
う
動
き
も
あ
る
と
い

う
。
観
光
業
の
活
性
化
や
交
通
の
便
の

向
上
は
、
若
者
の
流
出
対
策
に
も
つ
な

が
る
と
今
井
氏
は
期
待
す
る
。

　
「
丹
後
か
ら
京
都
ま
で
車
で
わ
ず
か

一
時
間
半
で
す
。
都
会
は
た
ま
に
行
け

ば
い
い
、
生
活
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
お

も
し
ろ
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
で
き

つ
つ
あ
り
ま
す
。
将
来
き
っ
と
、
都
会

で
は
な
く
こ
ち
ら
に
住
ん
で
も
良
い
と

い
う
人
が
増
え
る
時
代
が
来
ま
す
」

伝
統
産
業
に
吹
い
た 

温
故
知
新
の
新
た
な
風

　

丹
後
の
新
た
な
産
業
の
柱
が
観
光
な

ら
ば
、
一
帯
に
お
け
る
か
つ
て
の
丹
後

の
主
要
産
業
だ
っ
た
の
が
、
丹
後
ち
り

め
ん
だ
。
最
盛
期
の
一
九
七
三
年
に
は

年
間
一
〇
〇
〇
万
反
も
生
産
さ
れ
、
機は

た

を
ガ
チ
ャ
ン
と
織
る
ほ
ど
に
万
札
が
稼

げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
ガ
チ
ャ
マ
ン
」

と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
着
物
文
化
の
衰
退
や

安
値
輸
入
品
と
の
競
合
も
あ
り
、
現
在

の
生
産
量
は
年
間
三
〇
万
反
ほ
ど
ま
で

減
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
売
り

上
げ
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
、
ネ
ク
タ

イ
を
は
じ
め
と
す
る
「
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｋ
Ａ
」

の
ち
り
め
ん
の
技
術
を
活
か
し
た
手
織

り
の
商
品
だ
。

　

代
表
を
務
め
る
楠
泰
彦
氏
の
実
家

は
、
宮
津
市
に
隣
接
す
る
与
謝
野
町
で

一
九
三
六
年
か
ら
織
物
業
を
営
ん
で
い

る
と
い
う
。
楠
氏
は
、
当
初
は
家
業
を

継
ぐ
予
定
は
な
く
、
東
京
で
建
設
関
係

の
企
業
に
就
職
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
七

年
に
帰
郷
し
た
。

　
「
ピ
ー
ク
時
か
ら
四
〇
年
以
上
ず
っ

と
右
肩
下
が
り
の
産
業
な
の
に
、
同
じ

こ
と
を
し
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
模
索
す
る
う
ち
に
、
手

織
り
に
行
き
着
き
ま
し
た
。
昔
の
技
法

に
戻
す
の
で
は
く
、
時
代
の
進
化
や
技

術
そ
し
て
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改

革
し
て
新
し
い
も
の
を
つ
く
る
と
い
う

発
想
で
す
」

　

そ
こ
で
機
械
織
機
を
全
て
撤
去
し

て
、
手
織
り
機
を
導
入
。
当
初
は
、
職

人
と
た
っ
た
二
人
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
。
手
織
り
反
物
が
売
れ
な
い
な

か
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
自
社
ブ
ラ
ン

ド
「
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｋ
Ａ
」
を
二
○
一
○
年
に

設
立
。
翌
年
以
降
、
東
京
の
原
宿
や
銀

座
に
本
店
を
置
く
二
つ
の
有
名
百
貨
店

や
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
注
文
が

入
っ
た
こ
と
が
、
上
昇
へ
の
転
機
に
。

二
〇
一
五
年
に
は
京
都
の
烏
丸
三
条
に

自
社
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
兼
店
舗
を
設
け
、

さ
ら
に
は
欧
州
の
世
界
最
高
峰
の
メ
ン

ズ
服
飾
展
示
会
に
も
出
展
し
て
、
高
い

評
価
を
得
た
。
そ
の
商
品
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
に
は
、「
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
の
文
字
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
』
の
ほ
う
が
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
的
に
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
ロ
ゴ
に
入
れ
た
か
っ
た

ん
で
す
。
私
が
生
ま
れ
た
場
所
、
丹
後

に
は
織
物
を
つ
く
っ
て
き
た
三
〇
〇
年

の
歴
史
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
の
高
い
も
の
が
で
き
る
と
い
う

思
い
を
込
め
ま
し
た
」　
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「飯尾醸造」五代目当主の飯尾彰浩氏は、無
農薬の米づくりからはじまる本業はもちろ
ん、2017 年開業のイタリアンレストランで
はスタッフとして自らもてなし役を務める。

上
／
古
民
家
を
利
用
し
た
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ア
チ
ェ
ー
ト
」。
料
理
の
多
く
に
は
、
飯
尾
醸
造
の

酢
が
隠
し
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
左
／
飯
尾
醸

造
の
蔵
内
に
は
多
彩
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
が
そ
ろ
う

シ
ョ
ッ
プ
が
設
け
ら
れ
、
観
光
客
が
立
ち
寄
る
。
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現
在
、
楠
氏
を
含
め
て
社
員
は
若
い

男
性
と
主
婦
層
を
中
心
に
一
三
人
。
さ

ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
紹
介
さ
れ
た
こ

と
で
認
知
度
が
高
ま
り
、
地
元
出
身
の

若
い
世
代
か
ら
、
商
品
や
就
職
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
も
入
る
そ
う
だ
。

　
「
衰
退
す
る
様
子
を
見
て
き
た
僕
ら

の
世
代
に
と
っ
て
、
丹
後
ち
り
め
ん
の

業
界
は
古
く
さ
い
印
象
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
れ
を
払
拭
し
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
す
。
丹
後
で
つ
く
っ
た
も
の
が
世

界
で
勝
負
で
き
る
こ
と
を
、
地
元
の
人
た

ち
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」　

　

東
京
や
海
外
へ
の
出
店
も
目
指
し
て

い
る
そ
う
だ
が
、
楠
氏
は
こ
う
も
付
け

加
え
た
。

　
「
で
も
、
最
後
に
は
こ
の
与
謝
野
町

に
店
を
構
え
た
い
。
現
在
四
〇
歳
の
私

が
六
〇
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
頃
に
こ
こ
に

戻
っ
て
き
て
、
工
房
兼
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

と
い
う
形
で
世
界
各
地
か
ら
『
Ｔ
Ａ
Ｎ

Ｇ
Ｏ
』
に
お
客
さ
ん
が
訪
れ
る
よ
う
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

ま
ち
を
思
う
心
が 

背
中
を
押
し
た
新
規
事
業

　

家
業
を
継
ぎ
つ
つ
、
新
た
な
試
み
に

挑
ん
で
い
る
の
は
、
宮
津
市
に
あ
る
飯

尾
醸
造
五
代
目
当
主
・
飯
尾
彰
浩
氏
も

ま
た
同
じ
だ
。
一
八
九
三
年
創
業
の
飯

尾
醸
造
は
、
無
農
薬
の
新
米
を
原
料
と

し
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
時
間
を
か
け

て
日
本
酒
か
ら
仕
込
む
「
富
士
酢
」
で

知
ら
れ
る
。
そ
の
ふ
く
よ
か
な
味
わ
い

は
、
全
国
の
一
流
料
理
店
の
職
人
か
ら

支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
「
三
代
目
、
祖
父
の
輝
之
助
が
、
一
九

六
四
年
に
無
農
薬
へ
と
か
じ
を
切
り
ま
し

た
。
近
所
の
田
ん
ぼ
に
農
薬
が
撒
か
れ
、

カ
エ
ル
や
虫
、
ド
ジ
ョ
ウ
が
い
な
く
な
っ

て
い
く
様
子
を
見
て
、
そ
こ
で
つ
く
ら

れ
た
お
米
を
お
酢
の
原
料
に
す
る
こ
と

に
違
和
感
を
覚
え
た
よ
う
で
す
」

　

そ
う
話
す
飯
尾
氏
は
地
域
活
性
化
に

向
け
て
、「
二
〇
二
五
年
に
丹
後
を
日

本
の
サ
ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
に
」
を
高
ら

か
に
掲
げ
て
い
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
東
北
部
の
リ
ゾ
ー
ト
地
サ

ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
は
、今
で
こ
そ
ミ
シ
ュ

ラ
ン
の
星
付
き
レ
ス
ト
ラ
ン
が
数
多
く

集
ま
る
「
美
食
の
街
」
と
し
て
世
界
的

に
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、そ
の
始
ま
り
は
、

若
い
シ
ェ
フ
た
ち
が
始
め
た
わ
ず
か
数

軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
っ
た
と
い
う
。　

　

飯
尾
氏
が
丹
後
に
お
い
て
上
げ
た
の

ろ
し
が
、
二
○
一
七
年
七
月
に
オ
ー
プ

ン
の
築
一
二
○
年
の
古
民
家
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
シ
ッ
ク
な
イ
タ
リ
ア

ン
レ
ス
ト
ラ
ン「
ア
チ
ェ
ー
ト
」だ（「
ア

チ
ェ
ー
ト
」
は
イ
タ
リ
ア
語
で
『
酢
』

と
い
う
意
味
）。

　

食
材
の
魚
介
類
や
ジ
ビ
エ
の
多
く
は

丹
後
の
漁
師
・
猟
師
か
ら
直
接
入
手
。

米
は
自
家
栽
培
で
、
野
菜
は
地
元
の
有

機
農
家
か
ら
仕
入
れ
る
。
食
材
を
厳
選

し
た
「
ア
チ
ェ
ー
ト
」
は
、「
あ
の
富

士
酢
の
飯
尾
醸
造
が
経
営
す
る
」
と
開

店
早
々
か
ら
食
通
の
話
題
を
呼
び
、
地

元
は
も
ち
ろ
ん
全
国
か
ら
、
お
い
し
さ

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ピ
ー
タ
ー
が
足
を
運

ん
で
い
る
。

　
「
実
は
、
こ
の
建
物
は
別
の
方
が
所

有
さ
れ
て
い
て
、
四
つ
予
定
さ
れ
て
い

た
テ
ナ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
私
は
鮨
店
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上／伊根湾は写真中
央の青島が風を防ぐ
形となり、通年、波
はおだやか。左／伊
根 湾 に 向 か っ て 建
ち、一階が船の収納
場所になっている舟
屋は、この地区特有
の建築。

躍進のきっかけとなった「伊根満開」( 左 ) と、昔から地元
で親しまれてきた「京の春」を手にする、向井酒造杜氏の
向井久仁子氏。「伊根のＰＲのため、新しく造った銘柄には
すべて『伊根』の文字を入れています」と話す。

を
出
す
予
定
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二

年
待
っ
て
も
他
の
テ
ナ
ン
ト
が
集
ま
ら

な
い
。
そ
の
間
に
美
食
で
町
を
良
く
し

た
い
と
い
う
思
い
が
高
ま
り
、
な
ら
ば

自
分
が
や
ろ
う
と
建
物
を
買
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
」

　

当
初
は
イ
タ
リ
ア
ン
と
鮨
店
を
同
時

に
開
店
さ
せ
る
計
画
だ
っ
た
が
、
鮨
職

人
の
都
合
が
つ
か
ず
、
ま
ず
は
イ
タ
リ

ア
ン
の
み
か
ら
と
な
っ
た
そ
う
だ
。
鮨

店
は
、
二
○
一
八
年
に
同
じ
敷
地
内
で

開
業
を
予
定
し
て
い
る
。

　
「
経
営
の
こ
と
だ
け
考
え
た
ら
、
経

営
が
安
定
し
て
い
る
お
酢
屋
だ
け
で
よ

く
、
飲
食
店
を
手
が
け
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
飲
食
店
を

営
む
こ
と
に
よ
り
、
町
に
貢
献
で
き
る

可
能
性
は
、
雇
用
や
観
光
客
を
集
め
る

点
で
広
が
る
。
私
は
こ
こ
に
骨
を
う
ず
め

る
つ
も
り
で
い
ま
す
し
、
子
供
も
い
る
。

た
と
え
自
分
の
会
社
が
安
定
し
て
い
て

も
、
町
に
元
気
が
な
か
っ
た
ら
楽
し
い
余

生
は
過
ご
せ
な
い
と
思
う
ん
で
す
」

　

飯
尾
醸
造
で
は
こ
れ
ま
で
も
、
無
農

薬
米
の
田
植
え
や
収
穫
体
験
、
蔵
見
学

で
年
間
約
三
〇
〇
〇
人
を
集
客
し
て
き

た
。

　
「
飲
食
店
を
含
め
飯
尾
醸
造
を
フ
ッ

ク
に
し
て
、
丹
後
に
来
て
く
だ
さ
る
方

を
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

う
ま
し
酒
も
ま
た 

地
域
の
活
力
を
担
う

　

食
と
と
も
に
丹
後
の
魅
力
を
語
る
上

で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
日
本
酒
。
現
在
、

丹
後
に
あ
る
一
〇
軒
の
酒
蔵
の
中
で
注

目
を
集
め
て
い
る
蔵
の
一
つ
が
、
人
口

約
二
〇
〇
〇
人
の
伊
根
町
に
あ
る
向
井

酒
造
だ
。
一
七
五
四
年
創
業
。
一
階
が

海
に
続
く
舟
の
収
納
場
所
で
二
階
が
住

居
と
い
う
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
舟
屋
が
並
ぶ
、
伊
根
湾

沿
い
の
一
角
に
蔵
が
建
っ
て
い
る
。

　

杜
氏
の
向
井
久
仁
子
氏
は
東
京
農
業

大
学
の
恩
師
の
指
導
の
下
、
古
代
米
を

使
っ
た
淡
い
紅
色
の
「
伊
根
満
開
」
を

一
九
九
九
年
に
打
ち
出
し
た
。
厚
み
が

あ
り
な
が
ら
も
キ
レ
の
よ
い
う
ま
さ
が

口
コ
ミ
で
徐
々
に
広
が
り
、
や
が
て
全

都
道
府
県
か
ら
注
文
が
舞
い
こ
む
状
況

に
。
現
在
で
は
、
世
界
最
高
と
さ
れ
る

デ
ン
マ
ー
ク
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
供
さ

れ
る
な
ど
、
海
外
で
も
高
い
評
価
を
得

て
い
る
。

　

向
井
氏
は
ま
た
、
丹
後
地
域
振
興
計

画
な
ど
、
地
域
振
興
に
も
携
わ
っ
て
き

た
。
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

に
指
定
さ
れ
た
舟
屋
の
人
気
や
「
海
の

京
都
」
の
Ｐ
Ｒ
効
果
も
あ
り
、
伊
根
を

訪
れ
る
観
光
客
が
増
加
し
て
い
る
。
伊

根
が
好
き
で
進
学
の
時
で
す
ら
伊
根
か

ら
出
た
く
な
か
っ
た
と
語
る
向
井
氏
が

守
り
た
い
と
願
う
の
は
今
あ
る
日
常
だ
。

　
「
伊
根
に
は
生
活
感
が
残
っ
て
い
て
、

そ
こ
が
好
き
な
ん
で
す
。
こ
の
き
れ
い

な
景
色
を
守
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
の

規
制
は
あ
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
整
え

す
ぎ
る
の
は
何
か
違
う
な
と
。
つ
く
ら

れ
た
感
じ
の
観
光
地
に
は
し
た
く
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

地
元
の
中
学
校
で
も
、
卒
業
生
と
し

て
伊
根
の
魅
力
を
語
る
と
い
う
。

　
「
山
で
木
の
実
を
と
っ
た
り
、
海
に

潜
っ
て
サ
ザ
エ
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と

は
都
会
で
は
で
き
な
い
。
都
会
に
出
て

宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町地域の底力



木下酒造代表取締役社長の木下善人氏 ( 左 ) と、杜氏のフィリップ・
ハーパー氏。ハーパー氏はオックスフォード大学卒業後、JET プロ
グラムの英語教師として来日し、日本酒に魅せられた。イギリス・コー
ンウォール地方にある人口約 70 人の村出身。「ここは田舎ですが、
私にとっては衝撃ではなかった」と冗談めかして久美浜を語った。

木
下
酒
造
の
の
れ
ん
に
は
、
一
七
五
年
前
の
創
業
以

来
受
け
継
が
れ
て
き
た
代
表
銘
柄
の
「
玉
川
」
の
文
字

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
来
は
「
近
隣
を
流
れ
る
川か
わ

上か
み
だ
に谷

川
の
水
が
、
神
聖
な
玉
の
よ
う
に
き
れ
い
だ
っ
た

こ
と
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
」
と
木
下
氏
は
話
す
。

木下酒造の向かい側にある兜山の頂上から一望できる京
丹後市久美浜湾と「小天橋」。天橋立と同様、砂州によっ
て外海と隔てられている。 （写真提供：京丹後市） 14NICHIGIN 2017 NO.52

か
ら
友
達
づ
く
り
と
か
で
絶
対
役
に
立

つ
し
、
自
分
の
個
性
に
つ
な
が
る
か
ら
、

目
い
っ
ぱ
い
遊
ん
で
、
伊
根
を
熟
知
し

た
方
が
い
い
と
話
し
て
い
る
ん
で
す
」

　

自
分
が
学
生
だ
っ
た
時
代
に
は
都
会

に
憧
れ
て
出
て
い
っ
た
人
が
多
か
っ
た

が
、
最
近
で
は
伊
根
の
良
さ
に
気
づ
い

て
戻
っ
て
く
る
若
い
人
た
ち
が
出
て
き

た
と
、
向
井
氏
は
笑
顔
を
見
せ
た
。

美
酒
を
介
し
て 

世
界
に
広
が
る
丹
後
の
魅
力

　

そ
の
向
井
酒
造
か
ら
丹
後
半
島
を
西

へ
ぐ
る
り
と
め
ぐ
り
、
西
の
付
け
根
の

京
丹
後
市
久
美
浜
町
に
位
置
す
る
の
は

一
八
四
二
年
創
業
の
木
下
酒
造
。
創
業

時
か
ら
地
元
で
愛
さ
れ
て
き
た
「
玉
川
」

を
つ
く
る
の
は
、
日
本
で
唯
一
の
英
国

人
杜
氏
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
ー
パ
ー
氏
だ
。

　

二
○
○
七
年
、
ハ
ー
パ
ー
氏
を
招し
ょ
う
へ
い聘

し
た
代
表
取
締
役
社
長
の
木
下
善
人
氏

は
、
上
撰
、
佳
撰
以
外
は
、
ハ
ー
パ
ー

氏
が
思
う
酒
を
、
思
う
よ
う
に
つ
く
る

こ
と
を
申
し
入
れ
た
そ
う
だ
。
そ
こ
で

ハ
ー
パ
ー
氏
が
提
案
し
た
の
は
、
蔵
の

特
色
の
出
る
昔
な
が
ら
の
家
つ
き
酵
母

か
ら
つ
く
る
山や

ま
は
い廃

。
そ
の
味
わ
い
は
、

骨
太
で
濃
醇
だ
。
さ
ら
に
当
時
は
主
流

だ
っ
た
炭
素
ろ
過
を
施
さ
な
い
の
で
、

黄
色
み
を
帯
び
て
い
る
。

　
「
大
吟
醸
の
よ
う
な
き
れ
い
な
お
酒

が
主
流
の
時
代
で
す
か
ら
、
こ
の
酒
が

売
れ
る
の
か
？　

と
正
直
な
と
こ
ろ
思

い
ま
し
た
」

　

そ
の
頃
の
木
下
酒
造
で
は
、
需
要
の

九
割
方
が
地
元
。
長
年
に
わ
た
り
透
明

な
日
本
酒
に
親
し
ん
で
き
た
人
た
ち
の

な
か
に
は
、
色
が
濃
い
の
は
古
く
な
っ

て
い
る
か
ら
と
の
誤
解
も
生
じ
、
一
時

期
、
売
り
上
げ
は
激
減
す
る
。

　

そ
の
色
も
味
の
う
ち
だ
と
何
年
も
説

い
て
い
る
う
ち
、
ひ
と
呼
吸
お
い
て

ゆ
っ
く
り
と
体
に
染
み
渡
る
味
わ
い
同

様
、
お
い
し
い
と
の
評
判
が
じ
わ
じ
わ

広
が
り
、「
玉
川
」
は
地
元
に
あ
ら
た
め

て
根
付
く
。
さ
ら
に
は
全
国
的
に
も
人

気
が
高
ま
り
、
な
か
で
も
夏
酒
の
先
駆

け
と
な
っ
た
「
Ice  

Brea
ker」は
、

仕
込
み
前
に
す
で
に
翌
年
の
酒
販
店
向

け
の
予
約
分
が
完
売
。「
玉
川
」を
求
め
、

遠
路
は
る
ば
る
久
美
浜
の
蔵
を
訪
ね
て

く
る
人
も
増
え
た
と
い
う
。

　

う
ま
し
酒
造
り
に
邁ま

い
し
ん進

す
る
木
下
氏

と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
他
の
蔵
よ
り
早
い

時
期
か
ら
熟
成
酒
に
も
挑
ん
で
き
た
。

　
「
熟
成
酒
は
、
変
化
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
が
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
が
、
そ
う

し
た
う
ん
ち
く
は
さ
て
お
き
、
と
に
か

く
お
い
し
い
」　　

　

そ
う
話
す
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
造
り
の

最
中
、
ほ
と
ん
ど
蔵
に
こ
も
り
き
り
に

な
る
が
、
蔵
の
向
か
い
側
の
兜
か
ぶ
と

山
か

ら
見
る
日
本
海
の
景
色
が
好
き
だ
と
い

う
。

　
「
日
本
海
と
久
美
浜
湾
を
隔
て
る
砂

州
は
、
小
さ
な
天
橋
立
を
意
味
す
る
、

『
小

し
ょ
う
て
ん
き
ょ
う

天
橋
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
」

と
の
話
を
木
下
氏
が
継
ぐ
。

　
「
日
本
海
が
あ
り
、
内
海
が
あ
り
、
す

ぐ
後
ろ
に
山
が
あ
り
、
海
の
も
の
も
山

の
も
の
も
、
食
べ
物
は
本
当
に
お
い
し

い
。
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
の

も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
久
美
浜
ぐ
ら

い
い
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

現
在
、「
玉
川
」
は
海
外
で
も
人
気
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ウィラー・トレインズ代表取締役の寒竹聖一氏。運営を担う京都丹後鉄道は、
「丹後くろまつ号」「丹後あかまつ号」などの観光列車が耳目を集めるが、東
海道新幹線ゼロ系に使われたシートを一部で再利用するなど、普通列車にも
乗客が心地よく過ごせる工夫が随所に施されている。

上／京都丹後鉄道宮豊線の天橋立駅。文字通り、天橋立
観光の玄関口となる。下／丹後半島の先端、断崖絶壁の
リアス式海岸が続くカマヤ海岸は、一帯でも随一の絶景。
野生のニホンザルが生息する、豊かな自然が残る。

が
あ
り
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
Ｐ
Ｒ
の
た
め

に
欧
米
を
訪
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

丹
後
の
存
在
を
世
界
に
伝
え
ら
れ
る
の

が
う
れ
し
い
と
い
う
。

　
「
京
都
と
聞
く
と
皆
さ
ん
、
世
界
遺
産

の
あ
る
古
都
を
思
う
わ
け
で
す
。
で
も
、

京
丹
後
や
久
美
浜
の
こ
と
を
今
ま
で
気

に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
人
に
、
酒
と

併
せ
て
地
域
の
魅
力
を
語
れ
る
。
す
ご

く
楽
し
い
で
す
ね
」

　

ハ
ー
パ
ー
氏
を
は
じ
め
、
丹
後
各
地

で
も
の
づ
く
り
に
勤
し
む
方
々
が
皆
、

地
元
へ
の
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
の

が
感
慨
深
く
胸
に
刻
ま
れ
た
。

地
元
の
人
々
と
連
携
し
た

鉄
道
路
線
の
あ
り
か
た

　

こ
の
地
域
を
縦
貫
し
て
人
々
の
足
と

な
っ
て
い
る
の
が
、京
都
丹
後
鉄
道
（
丹

鉄
）
だ
。
第
三
セ
ク
タ
ー
が
運
営
し
て

い
た
「
北
近
畿
タ
ン
ゴ
鉄
道
」
か
ら
、

二
○
一
五
年
に
高
速
バ
ス
の
事
業
を
柱

と
す
る
ウ
ィ
ラ
ー
社
が
運
行
を
担
う
こ

と
に
な
り
、
心
機
一
転
の
ス
タ
ー
ト
を

き
っ
た
。

　

京
都
丹
後
鉄
道
は
、
関
西
で
南
海
、

阪
急
に
次
い
で
三
番
目
に
長
い
路
線
を

有
し
て
い
る
。

　
「
一
一
四
キ
ロ
と
い
う
長
さ
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
地
域
の
足
と
し
て
の
役
割

が
大
き
い
。
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
た
め

に
は
、
ま
ず
は
安
全
第
一
が
基
本
。
そ

の
上
で
、
地
域
の
活
性
化
に
ど
う
貢
献

で
き
る
か
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
、

ウ
ィ
ラ
ー
・
ト
レ
イ
ン
ズ
代
表
取
締
役

の
寒か

ん
た
け竹
聖
一
氏
は
語
る
。

　

丹
鉄
で
は
、
水み

と
お
か
戸
岡
鋭え

い
じ治
氏
デ
ザ
イ

ン
の
観
光
列
車
が
高
い
人
気
を
呼
ん
で

い
る
一
方
、
寒
竹
氏
が
大
切
に
し
て
い

る
の
は
、
地
域
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
。

　

例
え
ば
沿
線
の
小
学
生
に
は
年
四

回
、
運
転
士
や
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
が
記
事

を
書
く
「
た
ん
て
つ
こ
ど
も
新
聞
」
を

配
布
し
、
鉄
道
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
に
つ
な
げ
て
い
る
。
未
就
学
児
と
そ

の
親
を
対
象
と
す
る
、
鉄
道
玩
具
で
遊

べ
る
「
お
も
ち
ゃ
列
車
」
も
毎
月
運
行
。

ま
た
、
第
三
セ
ク
タ
ー
時
代
は
経
験
豊

富
な
Ｊ
Ｒ
の
Ｏ
Ｂ
採
用
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、
自
分
た
ち
で
つ
く
る
会
社
に
し

よ
う
と
、
地
元
の
若
い
人
た
ち
を
積
極

的
に
雇
用
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
地
元
の
高
校
生
が
車
両
を

使
っ
た
イ
ベ
ン
ト
を
試
み
た
り
、
観
光

列
車
で
は
旅
館
の
女
将
に
よ
る
案
内
や

果
物
の
生
産
者
の
直
販
を
行
っ
た
り

と
、
周
辺
の
人
た
ち
が
京
都
丹
後
鉄
道

を
利
用
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。

　
「
列
車
の
価
値
に
い
ろ
い
ろ
な
方
が

気
づ
き
始
め
て
、
一
緒
に
や
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
雰
囲
気
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま

す
。
丹
後
の
人
た
ち
は
、
奥
ゆ
か
し
い
。

こ
こ
の
自
然
と
同
じ
で
飾
り
気
が
な
い

ん
で
す
。
自
分
を
売
ろ
う
と
い
う
感
じ

も
な
い
で
す
し
。
そ
ん
な
気
質
を
わ

か
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
も
僕
の
使
命

だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

現
職
就
任
と
と
も
に
移
住
し
、
丹
後

に
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
寒
竹
氏
は
「
Ｈ

Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｎ 

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
言

葉
を
口
に
し
た
。

　
「『
隠
さ
れ
た
京
都
』。
私
ど
も
だ
け

の
合
言
葉
な
ん
で
す
が
、
食
材
、
反
物
、

歴
史
、
神
話
と
い
っ
た
和
の
源
流
が
丹
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京丹後市役所企画政策課主任の小西宏和氏が背にする立
たていわ

岩は、
ユネスコ世界ジオパークに認定された「山陰海岸ジオパーク」
を代表するスポットの一つ。立岩がある丹後町間

た い ざ

人は、希少
な松葉ガニ「間人ガニ」が水揚げされることでも知られる。

丹
後
半
島
の
西
側
、
京
丹
後
市
網
野
町
に
位
置
し
、

全
長
約
一
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
白
砂
が
続
く
「
琴
引

浜
」。
歩
く
と
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
と
音
が
す
る
鳴
き
砂
が

観
光
客
に
人
気
。国
指
定
の
天
然
記
念
物
・
名
勝
指
定
。

N
P
O
法
人
「
気
張
る
！ 

ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
理
事
長
の
村
上

正
宏
氏
（
右
）
は
丹
後
町
「
寿
雲
山
萬
福
寺
」
の
住
職
、
広
報
担

当
理
事
の
東
恒
好
氏
は
一
級
建
築
士
と
、
本
業
を
抱
え
つ
つ
地
域

の
た
め
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。「
さ
さ
え
合
い
交
通
」
の
表
示

が
貼
ら
れ
た
車
は
、
村
上
氏
の
マ
イ
カ
ー
。
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後
に
は
あ
る
。
海
外
か
ら
の
旅
行
者
を

含
め
て
、
そ
れ
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら

お
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
始
め
て
い

ま
す
」

　

将
来
的
に
目
指
す
の
は
、
地
域
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
情
報
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
。

線
で
あ
る
鉄
道
の
路
線
を
広
く
面
の
移

動
へ
と
変
え
る
た
め
、
地
域
交
通
と
の

連
携
会
議
も
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
。

思
い
や
り
と
と
も
に 

細
か
く
延
び
る
地
域
の
足

　

地
域
交
通
の
要
、
路
線
バ
ス
に
関
し

て
は
、
全
線
上
限
二
○
○
円
に
料
金
を

統
一
し
て
利
用
者
数
が
増
え
た
京
丹
後

市
の
取
り
組
み
が
お
も
し
ろ
い
。

　
「
路
線
バ
ス
の
利
用
者
は
年
々
増
え

て
お
り
、
開
始
当
初
か
ら
比
べ
る
と
二

倍
以
上
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
料
金

を
統
一
し
た
こ
と
で
移
動
で
き
る
範
囲

が
拡
大
し
、
高
校
生
の
進
学
の
選
択
肢

が
広
が
っ
た
と
感
謝
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
京
丹
後
市
役
所
企

画
政
策
課
の
小
西
宏
和
氏
だ
。
利
用
が

増
え
た
そ
の
か
げ
で
は
、
広
報
誌
で
の

案
内
、
冊
子
に
し
た
時
刻
表
の
市
内
全

世
帯
へ
の
配
布
な
ど
、
周
知
の
た
め
の

地
道
な
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
京
丹

後
市
は
、
人
口
約
五
万
六
〇
〇
〇
人
の
三

割
以
上
が
六
五
歳
以
上
。
利
便
性
を
高
め

る
た
め
に
、
バ
ス
停
以
外
に
ど
こ
で
も
降

り
ら
れ
る
エ
リ
ア
も
設
け
ら
れ
た
。

　
「
高
齢
者
の
方
の
外
出
を
促
す
こ
と

は
、
医
療
費
の
削
減
に
つ
な
が
る
だ
け

で
は
な
く
、
生
き
が
い
を
持
つ
き
っ
か

け
に
も
な
り
ま
す
か
ら
」

　

と
は
い
え
、
路
線
バ
ス
だ
け
で
は
す

べ
て
を
網
羅
す
る
の
は
難
し
い
。
と
り

わ
け
過
疎
が
進
む
市
北
部
の
丹
後
町
で

は
、
バ
ス
停
ま
で
歩
く
の
も
ひ
と
苦
労
と

い
う
場
所
も
多
い
。
そ
ん
な
問
題
を
解
消

す
る
た
め
に
二
〇
一
四
年
に
誕
生
し
た
の

が
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
委
託
し
て
運
行
す
る

予
約
制
の
「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
」
だ
。

　
「
丹
後
町
は
日
本
海
に
面
し
て
全
体

的
に
坂
道
が
多
く
、
路
線
バ
ス
は
坂
の

上
の
幹
線
道
路
し
か
走
っ
て
い
な
い
た

め
、
お
年
寄
り
は
バ
ス
を
利
用
す
る
の

が
非
常
に
困
難
だ
っ
た
ん
で
す
。
家
の

近
く
ま
で
来
て
も
ら
え
な
い
か
と
の
要

望
も
多
く
あ
り
ま
し
た
」
と
背
景
を
語

る
の
は
、運
行
を
請
け
負
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
気

張
る
！ 
ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
の
広
報
担

当
理
事
の
東

あ
ず
ま

恒つ
ね
よ
し好

氏
だ
。

　

さ
ら
に
二
○
一
六
年
に
は
、
住
民
が

ド
ラ
イ
バ
ー
を
務
め
る
、
マ
イ
カ
ー
に

よ
る
配
車
サ
ー
ビ
ス「
さ
さ
え
合
い
交
通
」

（
注
）
が
始
ま
る
。
デ
マ
ン
ド
バ
ス
と
は
異

な
り
、
年
中
無
休
で
午
前
八
時
か
ら
午
後

八
時
ま
で
で
あ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
い
つ
で
も
好
き
な
時
間
に
呼
べ
る
。

　
「『
さ
さ
え
合
い
交
通
』
の
利
用
は
こ

の
一
年
間
で
、
毎
月
平
均
六
〇
回
以
上
。

一
日
当
た
り
二
回
運
行
と
い
う
状
況

で
、
予
想
以
上
で
す
」
と
は
東
氏
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
理
事
長
を
務
め
る
村

上
正
宏
氏
は
、「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
」「
さ

さ
え
合
い
交
通
」
と
も
に
自
ら
ド
ラ
イ
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宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町地域の底力

天橋立南端と天橋立駅側の陸地を結び、船舶の通行時に水
平に 90 度旋回する廻旋橋。1923 年の完成当時は手動式
だったが、現在は電動式で観光客向けに定期的に旋回する。

バ
ー
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
が
、
外

に
出
て
欲
し
い
年
配
の
方
ほ
ど
、
わ
ざ

わ
ざ
来
て
も
ら
う
こ
と
に
恐
縮
す
る
傾

向
が
あ
る
と
話
す
。

　
「
僕
が
寺
の
坊
主
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
も
あ
る
の
か
、
お
迎
え
に
行
く
と
、

『
申
し
わ
け
な
い
』
と
な
る
ん
で
す
よ
。

と
く
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
遠
慮
深

い
。
そ
の
意
識
を
変
え
つ
つ
、
地
道
に

利
用
を
拡
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
」

　

文
字
通
り
「
さ
さ
え
合
い
」
の
積
み

重
な
り
が
実
り
、
高
齢
者
が
日
常
気
楽

に
外
出
す
る
た
め
の
支
援
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
観
光
客
も
自
由
に
利

用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ジ
オ
パ
ー
ク
観

光
の
移
動
に
も
大
い
に
貢
献
。
現
在
使

用
し
て
い
る
配
車
ア
プ
リ
は
多
言
語
対
応

し
て
い
る
の
で
、
海
外
の
方
も
ス
ム
ー
ズ

に
活
用
で
き
る
と
、
東
氏
も
話
す
。

北
前
船
の
時
代
の
よ
う
に 

広
が
る
日
本
海
エ
リ
ア
の
連
携

　

未
来
に
向
け
、
観
光
の
連
携
は
丹
後

半
島
、
そ
し
て
「
海
の
京
都
」
の
エ
リ

ア
か
ら
さ
ら
に
広
が
ろ
う
と
し
て
い
る

の
に
も
心
を
惹
か
れ
た
。
京
都
丹
後
鉄

道
の
母
体
で
あ
る
ウ
ィ
ラ
ー
は
二
○

一
七
年
九
月
、
新
潟
市
、
福
井
県
敦
賀

市
、
京
都
府
舞
鶴
市
、
兵
庫
県
豊
岡
市

と
連
動
し
て
新
た
な
観
光
ル
ー
ト
を
構

築
す
る
「
日
本
海
縦
断
観
光
ル
ー
ト
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
打
ち
出
し
た
。

　

冒
頭
に
お
話
を
伺
っ
た
今
井
一
雄
氏

に
よ
れ
ば
、
高
速
道
路
が
豊
岡
市
ま
で

延
び
、
最
終
的
に
は
山
陰
道
ま
で
つ
な

が
る
将
来
を
見
据
え
、
二
○
一
六
年
か

ら
は
鳥
取
か
ら
宮
津
ま
で
の
商
工
会
議

所
の
会
頭
・
会
長
会
議
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
ま
だ
年
に
一
度
の
情
報
交
換
を
行

う
ぐ
ら
い
で
す
が
、
画
期
的
な
動
き
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
北
前
船
の

よ
う
な
つ
な
が
り
が
、
新
た
に
で
き
れ
ば

お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
」

　

今
井
氏
は
、
舞
鶴
か

ら
フ
ェ
リ
ー
を
利
用
し

て
小
樽
に
向
か
お
う
と

し
て
い
た
外
国
人
女
性

と
の
出
会
い
を
述
懐
し

つ
つ
語
を
加
え
た
。

　
「
今
ま
で
私
に
は
、

そ
ん
な
発
想
は
な
か
っ

た
ん
で
す
。
で
も
、
地

球
の
大
き
さ
か
ら
見
た

ら
、
海
外
か
ら
来
た
人

に
と
っ
て
は
、
舞
鶴
か

ら
小
樽
ま
で
の
移
動
は

大
し
た
距
離
で
は
な
い

の
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ

は
も
っ
と
勉
強
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」

　

将
来
的
に
「
海
の
京

都
」
は
、
古
代
同
様
に

日
本
海
側
の
タ
ー
ミ
ナ

ル
に
も
な
り
得
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。
多

彩
な
交
通
手
段
が
結
ぶ
広
域
で
の
連
携

が
実
現
で
き
れ
ば
、
北
前
船
が
に
ぎ
わ

い
を
運
ん
だ
時
代
の
よ
う
に
各
地
で
笑

顔
が
広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
住
む
ま
ち

へ
の
思
い
が
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
）
利
用
者
か
ら
の
呼
び
出
し
や
料
金
徴
収
の
シ

ス
テ
ム
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を
駆
使
し

た
配
車
ア
プ
リ
を
活
用
。
乗
車
は
京
丹
後
市
丹
後
町

内
、
降
車
は
京
丹
後
市
全
域
と
い
う
制
限
つ
き
で
認

め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
三
景
の
ひ
と
つ
天
橋
立
は
、
全
長
約
三
・
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
旅
行
者
が
頼
り
に
す

る
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・
グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
」

で
は
、
そ
の
景
観
が
二
ツ
星
の
評
価
を
得
て
い
る
。


