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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

人
の
横
顔
を
し
て
い
る
山
形
県
の

「
耳
」
に
位
置
す
る
村
山
市
。
県
の
内
陸

部
村
山
盆
地
の
中
央
に
あ
り
、
四
季
の

変
化
に
富
む
田
園
都
市
で
す
。
市
の
真

ん
中
を
県
の
母
な
る
川
「
最
上
川
」
が
縦

断
し
、
そ
の
両
側
に
肥
よ
く
な
田
畑
が

広
が
り
、
山
形
県
の
米
の
新
品
種「
つ
や

姫
」を
は
じ
め
と
す
る
食
味
の
良
い
米
ど

こ
ろ
で
、
さ
く
ら
ん
ぼ
な
ど
の
人
気
の

果
物
も
幅
広
く
生
産
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
江
戸
後
期
の
北
方
探
検
家「
最

上
徳
内
」の
出
身
地
で
も
あ
り
ま
す
。
長

崎
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
で
あ
っ
た

シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
後
に
著
し
た
日
本
研

究
書
『
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
』
に
お
い
て
徳
内

の
肖
像
画
を
掲
げ
、「
18
世
紀
で
最
も
卓

越
せ
る
日
本
の
探
検
家
」と
紹
介
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
郷
土
の

偉
人
「
最
上
徳
内
」
を
ま
ち
づ
く
り
の
核

と
位
置
付
け
、
徳
内
に
か
か
わ
る
ま
ち

お
こ
し
を
幅
広
く
手
掛
け
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
、
毎
年
８
月
末
に
行
わ
れ

る「
む
ら
や
ま
徳
内
ま
つ
り
」で
す
。

電
気
を
地
産
地
消
す
る
ま
ち
・ 

環
境
都
市
む
ら
や
ま

　

こ
れ
ま
で
、
環
境
負
荷
の
削
減
を
目

指
す
「
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
21
」
の
認
証
を

全
国
の
自
治
体
で
３
番
目
に
取
得
す
る

な
ど
、
環
境
分
野
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

日
本
で
初
め
て
、
世
界
で
も
４
例
目
の

「
ガ
ス
化
炉
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
」
に
よ
る
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
が
、
平
成
19
年

市
内
に
完
成
し
た
こ
と
を
機
に「
環
境
都

市
む
ら
や
ま
」を
目
指
し
、
さ
ら
に
進
ん

だ
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
11
月
、
山
形
県
内
の
市
町

村
で
初
め
て
電
気
自
動
車
を
導
入
、
本

年
２
月
に
は
市
庁
舎
な
ど
主
な
公
共
施

設
の
電
力
を
、「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
所
」
か
ら
の
供
給
に
切
り
替
え
ま
し

た
。
間
伐
材
や
果
樹
の
剪せ

ん
て
い定
枝
な
ど
の

「
木
」
を
燃
料
に
使
っ
た
二
酸
化
炭
素
排

出
量
ゼ
ロ
の
グ
リ
ー
ン
電
力
へ
の
切
り

替
え
は
、
全
国
の
市
町
村
で
初
め
て
の

こ
と
で
、
ま
さ
に
「
電
気
の
地
産
地
消
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
年
間
、

基
本
料
金
が
２
％
、
二
酸
化
炭
素
排
出

量
１
２
８
０
ｔ
が
削
減
さ
れ
ま
す
。

新
図
書
館
オ
ー
プ
ン
と 

「
読
書
シ
テ
ィ
む
ら
や
ま
宣
言
」

　

本
年
５
月
末
、
中
心
市
街
地
に
総
合

文
化
複
合
施
設
「
甑し

ょ
う
よ
う葉プ
ラ
ザ
」
を
オ
ー

プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
の
施
設
は
蔵
書

７
万
５
０
０
０
冊
を
有
す
る
市
立
図

書
館
を
メ
イ
ン
と
し
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
、
多
目
的
ホ
ー
ル
、
交
流

広
場
な
ど
か
ら
な
り
、
市
民
の
「
学

習
と
交
流
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
づ
く

り
」の
拠
点
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本

市
出
身
の
建
築
家
・
高
宮
眞
介
氏
の
設

計
で
、
こ
れ
ま
で
県
内
の
ど
こ
に
も
な

か
っ
た
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
空
間
で
市

民
に
も
人
気
を
博
し
て
お
り
、
開
館
５

カ
月
で
15
万
人
と
来
訪
者
が
絶
え
ま
せ

ん
。「
国
民
読
書
年
」に
念
願
の
図
書
館
が

オ
ー
プ
ン
し
た
こ
と
も
あ
り
、
10
月
１

日
に
は
読
書
に
よ
る
人
づ
く
り
、
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
す
県
内
初
の
「
読
書
シ

テ
ィ
む
ら
や
ま
宣
言
」を
行
い
ま
し
た
。

「
交
流
の
創
造
力
」を 

生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

　

市
総
合
計
画
で
は
市
の
将
来
像
に
「
地

域
と
人
が
輝
く
交
流
創
造
都
市
」
を
掲

げ
、「
交
流
は
地
域
活
性
化
の
第
一
歩
」を

合
言
葉
に
、
市
内
の
地
域
内
交
流
、
市
外

と
の
都
市
間
交
流
な
ど
を
市
民
主
体
で
行

い
な
が
ら
、
交
流
の
持
つ
創
造
力
を
市
の

活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

先
に
紹
介
し
た
最
上
徳
内
が
北
方
探

検
の
際
に
拠
点
と
し
た
地
で
あ
る
北
海

道
厚
岸
町
と
は
、
平
成
３
年
に
友
好
都

市
の
盟
約
を
結
び
ま
し
た
。
今
で
は
、

市
民
主
導
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
に
発
展

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
都
台
東
区
浅
草
寺
の
宝

蔵
門
に
、
本
市
市
民
の
奉
賛
会
が
昭
和

16
年
か
ら
ほ
ぼ
10
年
ご
と
に
「
大
わ
ら

じ
」を
奉
納
し
て
き
た
関
係
で
、
東
京
都

台
東
区
と
は
平
成
20
年
に
友
好
都
市
の

盟
約
を
提
携
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
市
民

の
力
が
礎
と
な
っ
た
交
流
の
絆
で
す
。

　

本
市
は
、
全
国
で
初
め
て
「
そ
ば
街

道
」を
設
定
し
ま
し
た
が
、
隣
県
宮
城
県

の
「
寿
司
海
道
」
の
中
心
地
で
あ
る
塩
竈

市
と
は
、「
す
し
」と「
そ
ば
」の
ご
縁
で

交
流
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京

都
豊
島
区
と
は
戦
時
中
に
学
童
疎
開
を

受
け
入
れ
た
こ
と
、
東
京
村
山
会
の
本

部
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
結
び
つ
き
が

強
ま
っ
て
い
ま
す
。
厚
岸
町
を
は
じ
め
、

塩
竈
市
、
台
東
区
、
豊
島
区
と
も「
災
害

時
相
互
応
援
協
定
」を
締
結
す
る
関
係
に

ま
で
発
展
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
シ
ー

ボ
ル
ト
と
最
上
徳
内
の
親
交
関
係
か
ら
、

た
ぬ
き
絵
作
家
の
「
堤
け
ん
じ
」
さ
ん
と

の
交
流
に
つ
な
が
り
、
長
崎
県
西
海
市

と
の
交
流
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

感
性
豊
か
な
青
少
年
の
交
流
は
、
幅

広
い
経
験
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り
な
ど
の
面
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
夏
休
み
の
期
間
を
活
用
し
、

小
学
生
は
北
海
道
厚
岸
町
、
中
学
生
は

長
崎
県
西
海
市
、
高
校
生
は
カ
ナ
ダ
バ

リ
ー
市
と
同
年
代
同
士
の
相
互
交
流
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
交
流
は
、

地
域
の
担
い
手
づ
く
り
や
グ
ロ
ー
バ
ル

人
材
の
育
成
の
点
か
ら
も
、
20
年
後
、

30
年
後
に
つ
な
が
る
大
切
な
こ
と
と
考

え
て
い
ま
す
。

地
域
重
視
と
協
働
と

　

市
内
８
つ
の
地
域
ご
と
に
地
域
協
議

会
を
設
立
し
、
地
域
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
ま
す
。
平
成
15
年
に
は

全
地
域
で
「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
縦
割
り
組

織
を
な
く
し
、
地
域
を
横
に
つ
な
げ
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
化
し
ま
し
た
。
そ
し
て

平
成
20
年
度
か
ら
２
カ
年
を
か
け
て
、

全
地
域
に
お
い
て
地
域
自
体
で「
地
域
計

画
」を
策
定
し
ま
し
た
。
各
地
域
に
お
い

て
歴
史
や
伝
統
文
化
な
ど
自
ら
の
地
域

の
良
さ
を
再
認
識
し
、
市
全
体
の
み
な

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
も
将
来
像

を
明
確
に
描
き
な
が
ら
新
た
な
地
域
づ

く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
を
重
視
し
、
住
民
主
体
で
地
域

が
運
営
で
き
る
よ
う
、
行
政
と
し
て
は

住
民
と
の
協
働
を
意
識
し
な
が
ら
物
事

を
進
め
、
市
民
が
生
き
生
き
と
生
活
し
、

村
山
市
に
住
む
こ
と
を
誇
り
に
思
え
る

ま
ち
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
も
努

力
し
続
け
ま
す
。

村む
ら
や
ま山
市（
山
形
県
）

村
山
市
長
　
佐さ

と

う藤
　
清き

よ
し

地
域
の
絆
と
人
の
パ
ワ
ー
を
生
か
し

交
流
創
造
都
市
を
目
指
す

全国初のそば街道「最上川三
難所そば街道」

躍動感にあふれる「むらやま徳内まつり」

◆ 

面
積　
　

１
９
６
・
83
㎢

◆ 

人
口　
　

２
万
７
５
０
６
人

◆ 

世
帯
数　

８
１
９
２
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
さ
わ
や
か
な
四
季
の
風
吹

く
ま
ち
・
地
域
と
人
が
輝
く
交
流
創
造
都
市

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
東
に
甑
岳
、
西
に
葉
山

を
頂
き
、
市
の
中
央
を
山
形
県
の
母
な
る

川
が
流
れ
、
水
田
や
果
樹
畑
が
広
が
る
自

然
環
境
に
恵
ま
れ
た
田
園
都
市
。
人
の
横

顔
を
し
た
山
形
県
の
「
耳
」
の
位
置
＝
情

報
が
集
ま
る
都
市
。

〔
特
産
品
〕
村
山
お
い
し
い
産
品
「
さ
・
し
・

す
・
せ
・
そ
」。
さ
く
ら
ん
ぼ
、
じ
ゅ
ん
さ

い
、
す
い
か
、
清
酒
（
十
四
代
・
六
歌
仙
）、

そ
ば
（
そ
ば
街
道
）

〔
観
光
〕「
そ
ば
・
バ
ラ
・
徳
内
」
が
三
大

観
光
キ
ー
ワ
ー
ド
。
そ
ば
は
「
最
上
川
三

難
所
そ
ば
街
道
」（
全
国
初
の
そ
ば
街
道
）、

バ
ラ
は
東
北
随
一
の「
東
沢
バ
ラ
公
園
」（
か

お
り
風
景
１
０
０
選
）、
徳
内
は
「
最
上

徳
内
記
念
館
」「
む
ら
や
ま
徳
内
ま
つ
り
」。

ほ
か
に
日
本
一
社
林
崎
居
合
神
社
（
居
合

道
の
始
祖
を
祭
る
）、
真
下
慶
治
記
念
美
術

館
、
ク
ア
ハ
ウ
ス
碁
点
（
日
本
初
の
宿
泊

型
ク
ア
ハ
ウ
ス
）、
最
上
川
三
難
所
舟
下
り

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
バ
ラ
ま
つ
り
、
む
ら
や
ま
徳

内
ま
つ
り
、
そ
ば
花
ま
つ
り
、
秋
の
バ
ラ

ま
つ
り
、
長
板
そ
ば
三
十
三
間
堂
、
段
々

ロ
ン
グ
な
雛
ま
つ
り

村山市長

佐藤　清

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。
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わが
を
語
る

市
地
域
の
宝
物

　
「
自
然
・
環
境（
海
、
山
、
川
な
ど
）」「
文

化
（
文
化
財
・
歴
史
・
仏
閣
・
伝
統
・
祭

り
な
ど
）」「
食
・
食
材
・
伝
統
食
・
食
文

化
」。
こ
れ
ら
は
、「
１
０
０
年
後
に
何

を
残
し
、
何
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
か
」

と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
多
く
の
市
民

の
回
答
で
す
。「
自
然
」や「
食
」に
代
表
さ

れ
る
地
域
資
源
、「
文
化
」
に
代
表
さ
れ

る
先
人
が
培
っ
て
き
た
歴
史
・
文
化
遺

産
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
市
民
は

感
じ
て
お
り
、
私
も
、
こ
の
地
域
の
宝

物
を
残
し
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

小
浜
市
は
、
福
井
県
の
南
西
部
、
リ

ア
ス
式
海
岸
を
有
す
る
若
狭
湾
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
す
る
、
自
然
環
境
の
豊
か

な
ま
ち
で
す
。
古
来
か
ら
大
陸
の
玄
関

口
と
し
て
栄
え
、
仏
教
文
化
の
伝
来
ル
ー

ト
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
内
に
は
国
宝

を
は
じ
め
と
す
る
神
社
仏
閣
が
数
多
く

あ
り
、「
海
の
あ
る
奈
良
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
豊
富
な
海
産
物
や

塩
な
ど
を
朝
廷
に
献
上
し
た
「
御み

け
つ
く
に

食
国
」

の
歴
史
を
有
す
る
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
地
域
の

誇
れ
る
歴
史
と
豊
か
な
食
を
政
策
の
中

心
に
掲
げ
た
「
食
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。
特
に「
食
育
」に
つ
い

て
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
あ
ら
ゆ

る
世
代
を
対
象
と
し
た
「
生
涯
食
育
」
と

い
う
概
念
を
提
唱
し
、
全
国
の
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
ま

す
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
本
市
が
舞
台

と
な
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
ち

り
と
て
ち
ん
」
の
放
映
効
果
や
、
ア
メ
リ

カ
大
統
領
選
挙
で
盛
り
上
が
っ
た
市
民

団
体
の
活
動
な
ど
に
よ
り
、
知
名
度
が

飛
躍
的
に
向
上
し
、
観
光
交
流
人
口
は
、

低
迷
し
て
い
た
こ
ろ
に
比
べ
て
大
幅
に

増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
食
の
ま
ち

づ
く
り
施
策
に
対
す
る
外
部
評
価
で
は
、

地
域
全
体
の
経
済
効
果
や
雇
用
拡
大
、

農
林
水
産
業
な
ど
総
合
的
な
産
業
振
興
、

健
康
長
寿
な
ど
の
面
で
は
十
分
な
成
果

が
い
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
指

摘
を
さ
れ
て
お
り
、
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
浜
ら
し
い 

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

　

こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
20
年
８
月
に

私
は
「
小
浜
の
改
新
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

掲
げ
市
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

特
に
次
の
３
点
を
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

で
あ
る
と
と
ら
え
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

第
１
は
、
将
来
に
わ
た
り
持
続
で
き

る
地
域
経
済
の
活
性
化
が
最
優
先
課
題

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
観
光
に
よ
る
地
域

活
性
化
」を
掲
げ
ま
し
た
。
現
在
、
本
市

は
観
光
振
興
を
図
る
上
で
大
き
な
転
機

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
平
成
23

年
１
月
か
ら
、
本
市
と
ゆ
か
り
が
深
い

浅
井
三
姉
妹
の
次
女
「
お
初
（
常
高
院
）」

が
登
場
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
江
〜

姫
た
ち
の
戦
国
〜
」
の
放
映
が
始
ま
り

ま
す
。
ま
た
、
平
成
23
年
夏
に
は
悲
願

の
舞
鶴
若
狭
自
動
車
道
小
浜
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
供
用
開
始
が
予
定
さ
れ
て

お
り
、
多
く
の
方
が
本
市
を
訪
れ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
転
機
を
好

機
と
と
ら
え
、
行
政
と
民
間
そ
れ
ぞ
れ

の
利
点
を
生
か
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、

観
光
を
軸
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
実
践

す
る
た
め
、
新
た
な
組
織
と
し
て「
お
ば

ま
観
光
局
」を
創
設
し
ま
し
た
。
観
光
局

が「
観
光
」と「
ま
ち
づ
く
り
」を
融
合
し
、

１
次
＋
２
次
＋
３
次
産
業
の
６
次
化
に

よ
る
資
源
の
有
効
活
用
な
ど
を
図
る
こ

と
で
、
市
内
の
産
業
お
よ
び
経
済
へ
の

新
た
な
波
及
効
果
を
生
み
出
せ
な
い
か

と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

第
２
は
、「
市
民
の
健
康
づ
く
り
」
で

す
。
夢
と
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
す

に
は
、
心
身
共
に
健
康
で
長
生
き
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
市
民
一
人
一
人
が

自
ら
の
健
康
に
関
心
を
持
っ
て
健
康
づ

く
り
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
民
の
自

主
的
な
健
康
づ
く
り
を
支
援
し
、
健
診

事
業
や
保
健
事
業
、
医
療
体
制
の
充
実

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

第
３
は
、「
文
化
遺
産
の
保
存
活
用
」

で
す
。
本
市
に
は
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
「
小
浜
西

組
」
の
町
並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
内
各
地
に
は
数
々
の
寺
社
と
文

化
財
が
点
在
し
、
華
や
か
に
栄
え
た
往

年
の
文
化
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
数
多
く
の
貴
重
な
文
化
遺
産
を
、

歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
検
証
し
、
そ

の
価
値
を
理
解
し
認
識
を
深
め
、
後
世

に
伝
え
る
た
め
に
保
護
・
保
存
す
る
と

と
も
に
、
観
光
施
策
と
関
連
し
た
積
極

的
な
活
用
を
図
り
、
小
浜
ら
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
夢
、
無
限
大
」感
動
お
ば
ま

　

平
成
23
年
は
、
本
市
が
昭
和
26
年
の

市
制
施
行
か
ら
60
年
目
に
当
た
る
節
目

の
年
で
す
。
ま
た
、
将
来
に
わ
た
っ
て

本
市
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た

め
の
指
針
で
あ
る
「
第
５
次
総
合
計
画
」

の
ス
タ
ー
ト
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
私

は
、
こ
の
第
５
次
総
合
計
画
に
お
い
て
、

目
指
す
将
来
像
を
、「『
夢
、
無
限
大
』

感
動
お
ば
ま
」
─
自
然
と
文
化
が
織
り

な
す　

地
域
力
結
集
プ
ラ
ン
─
と
し
ま

し
た
。
市
民
一
人
一
人
が
夢
に
向
か
っ

て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
自
ら
「
感
じ
」「
動

く
」
こ
と
で
躍
動
し
て
い
る
ま
ち
を
表

し
、
訪
れ
る
方
々
の
心
に
も
響
き
、
感

動
を
も
た
ら
す
ま
ち
で
あ
る
と
の
思
い

も
込
め
て
い
ま
す
。

　

国
が
地
域
主
権
改
革
を
進
め
る
よ
う

に
、
地
域
の
住
民
が
自
ら
暮
ら
す
地
域

の
在
り
方
に
つ
い
て
自
ら
考
え
、
主
体
的

に
行
動
し
、
そ
の
行
動
と
選
択
に
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
来

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
行
政
主
導
の
ま

ち
づ
く
り
か
ら
脱
却
し
、
市
民
と
行
政

が
お
互
い
を
認
め
、
信
頼
あ
る
関
係
を

築
き
、
知
恵
を
絞
り
、
協
働
し
て
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
本
市
が
持
つ
、
自
然
、
歴

史
、
文
化
な
ど
優
れ
た
地
域
資
源
を
生

か
し
、
地
域
力
を
結
集
さ
せ
、
夢
を
持
っ

て
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
個
性
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
が

実
現
で
き
る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

小お

ば

ま浜
市（
福
井
県
）

小
浜
市
長
　
松ま

つ
ざ
き崎
晃こ

う

じ治

地
域
力
を
結
集
し
た
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

806 年に坂上田村麻呂が創建した古刹「明通寺」（本堂と三重塔
が国宝指定）

毎年３月２日に奈良の「お水取り」に先駆けて行われる
歴史的な行事「お水送り」

旧丹後街道沿いに城下町の風情を残す、海と山に包ま
れた小浜西組の町並み

◆ 

面
積　
　

２
３
２
・
87
㎢

◆ 

人
口　
　

３
万
２
０
０
６
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
２
０
１
２
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕「
夢
、
無
限
大
」
感
動
お

ば
ま

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、

歴
史
、
文
化
、
伝
統
が
息
づ
く
観
光
の
ま
ち

〔
特
産
品
〕（
伝
統
工
芸
品
）
若
狭
塗
、
若

狭
塗
箸
、
若
狭
め
の
う
、
若
狭
和
紙　
（
食

品
）
若
狭
か
れ
い
、
若
狭
ふ
ぐ
、
浜
焼
き
鯖

〔
観
光
〕
国
宝
巡
り
、
蘇
洞
門
巡
り
、
御
食

国
若
狭
お
ば
ま
食
文
化
館
、
小
浜
西
組
地

区
（
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
）

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
奈
良
の
二
月
堂
へ
お
香
水
を

送
る
お
水
送
り
、
お
城
祭
り
、
祇
園
祭
り
、

放
生
祭
、
若
狭
マ
リ
ン
ピ
ア
、
Ｏ
Ｂ
Ａ
Ｍ

Ａ
食
の
ま
つ
り

小浜市長

松崎晃治

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

福井市

小浜市
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わが
を
語
る

市
町
田
市
は

　

町
田
市
は
、
東
京
都
の
多
摩
地
域
南

部
、
都
心
か
ら
30
〜
40
㎞
の
位
置
に
あ

り
、
神
奈
川
県
に
半
島
状
に
突
き
出
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
世
か
ら
鎌
倉
と
武
蔵
国
府

を
つ
な
い
だ
「
鎌
倉
街
道
」、
大
山
へ
の

参
詣
道
「
大
山
街
道
」、
幕
末
か
ら
昭
和

ま
で
生
糸
産
地
と
横
浜
港
を
結
ん
だ「
絹

の
道
」が
交
わ
る
な
ど
、
本
市
に
は
、
物

流
、
交
通
の
要
所
を
担
っ
て
き
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
。

　

市
制
施
行
当
時
６
万
人
ほ
ど
で
あ
っ

た
人
口
は
、
首
都
圏
の
中
核
都
市
と
し

て
現
在
42
万
人
を
超
え
、
さ
ら
に
発
展

を
続
け
て
い
ま
す
。

　

小
田
急
線
と
Ｊ
Ｒ
横
浜
線
が
交
差
す

る
町
田
駅
を
核
と
す
る
中
心
市
街
地
は
、

百
貨
店
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
が
軒
を

連
ね
る
商
業
集
積
地
と
な
っ
て
お
り
、

年
間
商
品
販
売
額（
平
成
19
年
度
商
業
統

計
）で
は
、
東
京
都
の
商
業
集
積
地
区

（
９
５
６
地
区
）の
中
で
、
新
宿
駅
東
口
、

日
本
橋
地
域
な
ど
に
続
き
、
第
７
位
と

な
っ
て
い
ま
す
。

全
国
へ
町
田
の
魅
力
を
発
信

　

本
市
は
、
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
な
ま
ち

で
す
。
サ
ッ
カ
ー
で
は
、
市
民
栄
誉
彰

の
北
澤
豪
さ
ん
や
戸
田
和
幸
さ
ん
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
Ｊ
リ
ー
グ
選
手
を

輩
出
し
て
お
り
、
Ｊ
Ｆ
Ｌ
に
所
属
す
る

Ｆ
Ｃ
町
田
ゼ
ル
ビ
ア
は
、
Ｊ
２
昇
格

を
目
指
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
日

本
フ
ッ
ト
サ
ル
リ
ー
グ
に
所
属
す
る
Ａ

Ｓ
Ｖ
ペ
ス
カ
ド
ー
ラ
町
田
は
、
ス
ピ
ー

デ
ィ
な
試
合
展
開
で
魅
力
を
発
信
し
て

い
ま
す
。

　

野
球
で
は
、
日
大
三
高
や
桜
美
林
高

校
が
有
力
校
の
ひ
し
め
く
西
東
京
地
区

の
代
表
と
し
て
、
甲
子
園
で
全
国
制
覇

を
果
た
す
な
ど
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見

せ
て
い
ま
す
。

　

本
市
北
部
の
丘
陵
地
は
、
緑
豊
か
な

自
然
が
息
づ
く
首
都
圏
の
貴
重
な
資
産

で
あ
り
、
地
元
で
熱
心
に
活
動
し
て
い

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協
働
し
て
、
自
分
の
足
で

歩
き
な
が
ら
あ
り
の
ま
ま
の
風
景
を
楽

し
む
新
し
い
観
光
「
フ
ッ
ト
パ
ス
」
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
平
成
21
年
２
月
に
は
、

同
様
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
北
海
道
黒

松
内
町
、
山
形
県
長
井
市
、
山
梨
県
甲

州
市
な
ど
と
連
携
し
て
日
本
フ
ッ
ト
パ

ス
協
会
を
設
立
し
、
全
国
的
な
展
開
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
本
市
を
訪
れ
る
方
を
増
や

し
、
お
も
て
な
し
を
す
る
た
め
、
同
年

４
月
に
商
工
会
議
所
と
協
働
し
て「
町
田

市
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
」を
立
ち

上
げ
、
旧
白
洲
邸
・
武
相
荘
、
薬
師
池

公
園
や
町
田
ダ
リ
ア
園
な
ど
の
観
光
資

源
、
さ
ら
に
は
フ
ェ
ス
タ
町
田
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
魅
力
あ

る
観
光
情
報
の
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

安
心
し
て
暮
ら
せ
る 

ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に

　

子
育
て
で
は
、
保
育
所
入
所
待
機
児

童
の
解
消
を
図
る
た
め
、
平
成
21
年
度

か
ら
全
国
初
の
取
り
組
み
と
し
て
、
20

年
間
期
間
限
定
認
可
保
育
所
の
新
設
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
は
、

Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
情
報
番
組「
み
の
も
ん

た
の
朝
ズ
バ
ッ
！
」で
も
紹
介
さ
れ
、
問

い
合
わ
せ
や
ほ
か
の
自
治
体
か
ら
の
視

察
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
市
で
は
、
民
生
委
員
が
毎

年
一
度
70
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方

全
員
と
75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
全

世
帯
を
訪
問
し
て
、「
高
齢
者
の
た
め
の

福
祉
の
て
び
き
」を
配
布
し
、
近
況
を
お

伺
い
す
る
な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら
行
き
来

を
す
る
人
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
夏
、
全
国
的
に
１
０
０
歳
以
上
の

高
齢
者
安
否
確
認
調
査
が
始
ま
っ
た
と

き
に
も
、
１
人
と
し
て
１
０
０
歳
以
上

の
所
在
不
明
の
高
齢
者
を
出
さ
ず
に
す

み
、
改
め
て
地
域
に
お
け
る
市
民
協
働

の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

高
齢
者
施
策
で
は
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
入
所
待
機
者
の
解
消
を
図
り
、

「
高
齢
者
の
尊
厳
を
守
り
、
家
族
介
護
の

負
担
増
を
防
ぐ
」
た
め
、
本
市
独
自
の

補
助
金
に
よ
り
事
業
者
の
施
設
整
備
負

担
を
半
分
に
軽
減
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
を
公
募
誘
致
し
、
６
０
０
床
以

上
の
建
設
を
促
進
し
て
お
り
、
本
年
度

か
ら
入
居
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
給
付
費
の
増
大
を
避
け
る
た
め
規

制
し
て
い
た
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
建
設

も
平
成
19
年
度
か
ら
緩
和
し
て
い
ま
す
。

協
働
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の 

新
庁
舎
建
設

　

現
在
の
本
庁
舎
は
昭
和
45
年
に
開
庁

し
ま
し
た
が
、
耐
震
基
準
を
下
回
る
上
、

狭
い
た
め
10
を
超
え
る
民
間
ビ
ル
な
ど

に
分
散
し
て
業
務
増
に
対
応
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

平
成
24
年
９
月
の
開
庁
に
向
け
て
新
庁

舎
の
建
設
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

検
討
に
際
し
て
は
、
建
設
候
補
地
を

検
討
し
た
庁
舎
問
題
検
討
委
員
会
、
新

庁
舎
基
本
設
計
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
を
は
じ
め
、
計
画
手
順
の
段
階
ご

と
に
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
、
提
案
の
あ
っ
た
市
民
協

働
空
間
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
ロ
ビ
ー
や
環
境

対
策
な
ど
を
設
計
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

　

施
工
業
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
総

合
評
価
方
式
で
行
い
、
環
境
負
荷
の
低

減
策
や
、
全
直
接
工
事
の
う
ち
30
億
円

を
市
内
業
者
へ
の
発
注
と
す
る
な
ど
、

市
内
業
者
の
活
用
・
育
成
を
図
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

開
設
し
、
常
時
工
事
現
場
の
静
止
画
を

放
映
す
る
な
ど
の
提
案
を
取
り
入
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
実
効
性
を
担
保
す
る

た
め
、
全
国
で
も
珍
し
い
取
り
組
み
と

し
て
検
証
方
法
ま
で
踏
み
込
ん
だ「
町
田

市
庁
舎
新
築
工
事
協
定
書
」を
落
札
業
者

と
締
結
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
社
会
情
勢
は
刻
一
刻
と
変
化

し
て
お
り
、
将
来
を
予
測
す
る
こ
と
が

困
難
な
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
の
暮

ら
し
に
一
番
近
い
自
治
体
が
、
市
民
、

大
学
や
企
業
な
ど
地
元
の
皆
さ
ん
と
手

を
携
え
て
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
「
市
民
協
働
」
で
魅
力
を

発
揮
す
る
ま
ち
に
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

町ま

ち

だ田
市（
東
京
都
）

町
田
市
長
　
石い

し
ざ
か阪
丈じ

ょ
う
い
ち一

「
協
働
で
魅
力
を
発
揮
す
る
ま
ち 

町
田
」

を
目
指
し
て平成 24 年開庁を目指して建設中の新庁舎

JR 横浜線と小田急線を結ぶペデストリアンデッキ（高架歩道）

◆ 

面
積　
　

71
・
64
㎢

◆ 

人
口　
　

42
万
４
６
６
０
人

◆ 

世
帯
数　

18
万
３
６
３
６
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
人
と
地
域
が
主
体
の
ま
ち

／
人
が
集
ま
り
、
豊
か
に
す
ご
せ
る
魅
力

あ
る
ま
ち
／
活
躍
す
る
人
が
育
つ
ま
ち

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
都
内
有
数
の
商
業
集
積
、

大
型
団
地
、
丘
陵
地
域
の
自
然

〔
特
産
品
〕
小
山
田
み
つ
ば
、東
京
牛
乳
（
原

乳
生
産
）、
露
地
野
菜
、
果
樹
類
、
花
き
類

〔
観
光
〕
旧
白
洲
邸
・
武
相
荘
、
小
島
資
料

館
、
薬
師
池
公
園
、
国
際
版
画
美
術
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
町
田
さ
く
ら
ま
つ
り
、
フ
ェ

ス
タ
町
田
、
産
業
祭
、
太
陽
と
緑
の
ま
つ

り
（
農
業
祭
）、
大
賀
ハ
ス
観
蓮
会

町田市長

石阪丈一

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。
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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

恵
那
市
は
名
古
屋
市
の
中
心
部
か
ら

お
よ
そ
60
㎞
、
岐
阜
県
の
南
東
部
に
位

置
し
、
愛
知
県
と
長
野
県
に
隣
接
し
た
、

山
紫
水
明
の
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た

地
域
で
す
。
平
成
16
年
10
月
に
、
旧
恵

那
市
と
恵
那
郡
の
５
つ
の
町
村
が
新
設

合
併
し
、
新
恵
那
市
が
誕
生
し
て
本
年

で
６
年
を
数
え
ま
す
。
市
内
に
は
美
濃

岩
村
藩
の
城
下
町
や
、
中
山
道
大
井
宿

の
町
並
み
と
い
っ
た
貴
重
な
歴
史
や
文

化
、
さ
ら
に
は
日
本
初
の
発
電
用
ダ
ム

と
し
て
造
ら
れ
た
大
井
ダ
ム
の
あ
る

県
立
自
然
公
園
恵
那
峡
を
は
じ
め
、
大

正
ロ
マ
ン
の
雰
囲
気
に
浸
れ
る
日
本
大

正
村
な
ど
、
数
々
の
観
光
資
源
に
恵
ま

れ
た
地
域
で
、
年
間
の
観
光
客
数
は
約

３
６
５
万
人
を
数
え
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
32
年
に
製
作
さ
れ
た
映

画
「
青
い
山
脈
」
は
、
当
地
で
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
多
く
の
市
民
も
エ

キ
ス
ト
ラ
や
裏
方
と
し
て
参
加
し
、
そ

の
体
験
が
そ
の
後
の
主
題
歌
「
青
い
山

脈
」と
と
も
に
市
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
学
の
ま
ち
づ
く
り

　

郷
土
の
先
人
に
「
佐
藤
一
斎
」
が
い
ま

す
。
佐
藤
一
斎
は
、
美
濃
岩
村
藩
出
身

の
儒
学
者
で
、
西
郷
隆
盛
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
著
書
「
言
志
四
録
」
は
、

一
斎
が
後
半
生
に
書
い
た
語
録
で
す
。

小
泉
純
一
郎
元
総
理
が
衆
議
院
で「
言
志

四
録
」
に
つ
い
て
触
れ
、
知
名
度
が
上

が
っ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ

で
す
。
数
々
の
先
人
の
知
恵
に
学
び
、

自
己
を
磨
き
、
生
か
し
合
う
こ
と
が
、

自
ら
の
幸
せ
に
も
つ
な
が
り
、
地
域
の

幸
せ
に
も
つ
な
が
る
。
一
斎
の
説
く
人

生
や
学
び
は
、
志
、
意
欲
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
精
神

で
す
。「
学
ぶ
こ
と
は
幸
せ
な
り
」と
、
少

年
期
か
ら
壮
年
期
、
老
年
期
へ
と
生
涯

学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
た

佐
藤
一
斎
の
「
三
学
の
精
神
」
を
、
生
涯

学
習
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の

理
念
と
し
、
現
在
で
は
「
読
書
の
す
す

め
」「
求
め
て
学
ぶ
」「
学
ん
で
生
か
す
」を

３
つ
の
柱
と
し
た
市
民
三
学
運
動
を
進

め
て
い
ま
す
。

新
た
な
観
光
資
源
を
模
索
中

　

名
古
屋
圏
に
近
い
と
い
う
利
点
を
生

か
し
、
本
市
が
そ
の
奥
座
敷
に
な
れ
ば

と
期
待
を
込
め
、
今
最
も
力
を
入
れ
て

い
る
の
が
観
光
施
策
で
す
。
そ
の
起
爆

剤
の
一
つ
と
し
て
「
新
た
な
観
光
資
源
」

と
考
え
て
き
た
の
が
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
社

が
開
発
を
進
め
て
き
た
Ｄ
Ｍ
Ｖ（
デ
ュ
ア

ル
・
モ
ー
ド
・
ビ
ー
グ
ル
）で
、
こ
れ
は

一
台
の
車
両
で
線
路
と
道
路
の
両
方
を

走
行
で
き
る
乗
り
物
で
す
。
市
内
の
恵

那
駅
か
ら
明
智
駅
ま
で
の
25
・
１
㎞
を

つ
な
ぐ
第
三
セ
ク
タ
ー「
明
知
鉄
道
」は
、

少
子
化
の
影
響
な
ど
か
ら
現
在
は
赤
字

が
続
い
て
い
ま
す
。
気
動
車
一
両
の
約

６
分
の
１
の
費
用
で
Ｄ
Ｍ
Ｖ
は
購
入
可

能
と
い
う
こ
と
も
魅
力
で
す
。
本
年
３

月
に
は
、
国
土
交
通
省
な
ど
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
明
知
鉄
道
で
実
証
実
験
を

実
施
し
、
良
好
な
調
査
デ
ー
タ
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
、
関
連
法
が
整
備
さ

れ
、
運
行
の
許
可
が
出
さ
れ
た
場
合
に

は
、
ぜ
ひ
こ
の
Ｄ
Ｍ
Ｖ
を
導
入
し
、
観

光
施
策
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
明
知
鉄
道
で
は
、
四
季
折
々

の
イ
ベ
ン
ト
列
車
を
運
行
し
て
お
り
、

寒
天
列
車
、
き
の
こ
列
車
、
じ
ね
ん
じ
ょ

列
車
、
ち
ゃ
り
ん
こ
列
車
な
ど
に
多
く

の
観
光
客
を
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。

地
域
協
議
会
に
よ
る
活
動

　

本
市
で
は
、
合
併
後
い
ち
早
く
地
方

自
治
法
に
規
定
さ
れ
る
「
地
域
自
治
区
条

例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
合
併

に
よ
り
周
辺
部
が
疲
弊
す
る
の
で
は
な

い
か
と
心
配
し
、
各
地
の
住
民
が
自
ら

考
え
、
活
発
に
行
動
で
き
る
仕
組
み
を

狙
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
自
分

た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
つ
く
ろ
う

と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
各
地
域
に
設
置

さ
れ
た
地
域
協
議
会
を
中
心
に
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
活
動
の
一
端
を
紹
介

す
る
と
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
、
河
川
、

道
路
の
清
掃
活
動
、
特
産
品
の
研
究
や

販
売
、
健
康
増
進
活
動
、
高
齢
者
を
は

じ
め
と
す
る
交
通
弱
者
に
対
す
る
移
送

サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
各
地
域
で
実
践
的
な

取
り
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

平
成
21
年
度
の
実
績
で
は
71
振
興
策
、

１
５
５
事
業
に
延
べ
６
万
８
０
０
０
人

を
超
え
る
市
民
の
参
加
の
も
と
に
ま
ち

づ
く
り
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な

喜
び
で
す
。

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

　

全
国
で
叫
ば
れ
る
人
口
減
少
、
少
子
・

高
齢
社
会
は
本
市
で
も
同
様
で
あ
り
、

特
に
合
併
時
の
人
口（
平
成
17
年
国
勢
調

査
）５
万
５
７
０
０
人
が
、
平
成
27
年
に

は
５
万
１
１
０
０
人
に
な
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
化
率
も
、

合
併
時
の
26
・
４
％
か
ら
同
様
の
推
計

で
は
本
年
中
に
29
％
を
超
え
、
平
成
27

年
に
は
33
％
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
本
市
の
大
き
な
課
題
で
あ

る
人
口
減
少
問
題
に
、
正
面
か
ら
向
き

合
い
、
平
成
23
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

恵
那
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
の
中

で
、
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　

住
ん
で
よ
か
っ
た
、
合
併
し
て
よ

か
っ
た
と
思
え
る
「
恵
那
市
」
を
必
ず
や

実
現
し
、
私
た
ち
が
築
い
て
い
こ
う
と

す
る
こ
の
「
ま
ち
」
を
さ
ら
に
磨
き
上

げ
、
誇
り
の
持
て
る
「
ま
ち
」
と
し
て
次

代
を
担
う
恵
那
の
子
ど
も
た
ち
に
し
っ

か
り
と
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

恵え

な那
市（
岐
阜
県
）

恵
那
市
長
　
可か

知ち

義よ
し
あ
き明

人
と
地
域
と
自
然
が
調
和
し
た

交
流
都
市
を
目
指
し
て

DMV（デュアル・モード・ビーグル）の試験走行

「言志四録」の著者である佐藤一斎翁の像「日本三大山城」の一つに数えられる岩村城跡

◆ 

面
積　
　

５
０
４
・
19
㎢

◆ 

人
口　
　

５
万
５
２
５
４
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
９
２
２
５
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
人
・
地
域
・
自
然
が
調
和

し
た
交
流
都
市

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
８
０
０
年
の
歴
史
を
持

つ
女
城
主
の
城
下
町
、
市
内
を
横
断
す
る

中
山
道
と
大
井
宿
、
郷
土
の
偉
人
と
し
て

佐
藤
一
斎
、
下
田
歌
子
、
三
好
学
ら
を
輩

出
し
た
歴
史
と
文
化
の
ま
ち

〔
特
産
品
〕
細
寒
天
、
恵
那
栗
、
栗
き
ん
と

ん
、
五
平
餅
、
東
濃
ひ
の
き
、
シ
ク
ラ
メ
ン
、

蜂
の
子

〔
観
光
〕
岩
村
城
跡
と
城
下
町
、
中
山
道
大

井
宿
、
県
立
自
然
公
園
恵
那
峡
、
日
本
大

正
村
、福
寿
の
里
モ
ン
ゴ
ル
村
、坂
折
棚
田
、

笠
置
山
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
エ
リ
ア
、
ペ
ト
ロ

グ
ラ
フ
・
イ
ワ
ク
ラ

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
み
の
じ
の
み
の
り
祭
り
、

岩
村
城
址
薪
能
、
中
山
太
鼓
、
全
国
へ
ぼ

の
巣
コ
ン
テ
ス
ト
、
秋
の
月
待
ち
お
堂
め

ぐ
り

恵那市長

可知義明

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。
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わが
を
語
る

市
自
然
豊
か
な
ま
ち

　

津
久
見
市
は
、
大
分
県
の
中
心
都
市

大
分
市
か
ら
南
東
に
約
30
㎞
の
豊
後
水

道
に
面
し
た
海
沿
い
の
都
市
で
す
。
津

久
見
湾
の
湾
口
部
を
囲
う
よ
う
に
し
て

半
島
部
の
典
型
的
な
リ
ア
ス
式
海
岸
が

延
び
、
そ
れ
を
さ
ら
に
鎮
南
山
、
姫
岳
、

碁
盤
ケ
岳
、
彦
岳
と
い
っ
た
山
地
が
三

方
か
ら
馬
て
い
型
に
囲
ん
で
い
ま
す
。

島
し
ょ
部
は
、
南
の
四
浦
半
島
の
延
長

に
保
戸
島
、
北
の
長
目
半
島
の
延
長
に

地
無
垢
島
、
沖
無
垢
島
の
３
島
が
あ
り

ま
す
。
美
し
い
リ
ア
ス
式
の
海
岸
線
が
、

山
地
斜
面
の
み
か
ん
栽
培
の
段
々
畑
と

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
、
素
晴
ら
し
い

景
観
と
自
然
環
境
を
保
有
し
て
い
ま
す
。

　

産
業
面
で
は
、
温
暖
な
気
候
と
山
地

斜
面
を
活
用
し
て
古
く
か
ら
栽
培
が
行

わ
れ
て
き
た「
つ
く
み
み
か
ん
」が
品
質
、

味
と
も
に
良
く
、
高
級
品
と
し
て
珍
重

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
保
戸
島
を
基
地
と
し
た
遠
洋

マ
グ
ロ
漁
は
全
国
的
に
も
有
名
で
、
津

久
見
発
の
食
文
化
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
国
内
屈
指
の
豊
富
な
石
灰

石
鉱
脈
と
近
接
す
る
港
を
活
用
し
た
伝

統
あ
る
ラ
イ
ム
産
業（
石
灰
石
採
掘
と
セ

メ
ン
ト
産
業
）は
、
本
市
の
中
心
産
業
で

あ
り
、
市
内
に
は
セ
メ
ン
ト
町
と
い
う

地
名
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

行
財
政
改
革
へ
の
取
り
組
み

　

平
成
15
年
12
月
、
私
は「
新
し
い
風
で

津
久
見
市
を
変
え
る
」
と
市
民
に
訴
え
、

市
長
選
挙
に
立
候
補
し
、
当
選
致
し
ま

し
た
。

　

当
時
の
津
久
見
市
は
県
内
11
市
の
中

で
も
最
低
の
財
政
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
の
財
政
運
営
を
続
け
て
い
け
ば
、

数
年
後
に
は
、
財
政
再
建
団
体（
赤
字
団

体
）に
陥
る
の
は
必
至
の
状
況
で
し
た
。

　

ま
ず
、
私
は
優
先
課
題
で
あ
る
行
財

政
改
革
に
着
手
し
ま
し
た
。
平
成
16
年

４
月
に
大
分
県
か
ら
助
役
を
派
遣
し
て

い
た
だ
き
、
県
の
手
法
を
参
考
に
、
国
・

県
が
示
し
た
最
新
の
経
済
予
測
を
基
に

改
善
目
標
を
設
定
し
た「
津
久
見
市
緊
急

行
財
政
改
革
実
行
計
画
」を
作
成
し
、
10

月
か
ら
実
行
に
移
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
す
ぐ
に
で
も
実
行
可
能
な
も
の
は

４
月
か
ら
実
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

私
自
身
の
待
遇
見
直
し
と
し
て
、
市

長
報
酬
の
30
％
カ
ッ
ト
、
市
長
交
際
費

も
大
幅
に
抑
え
ま
し
た
。
職
員
数
は
５

年
間
で
20
％
削
減
し
、
パ
ー
ト
職
員
も

減
ら
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。
職
員
給
与

は
５
％
カ
ッ
ト
を
敢
行
し
、
議
員
、
区

長
に
も
自
ら
報
酬
を
カ
ッ
ト
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
各
種
手
当

も
見
直
す
な
ど
経
費
の
大
幅
な
削
減
に

も
努
め
、
計
画
は
順
調
に
滑
り
出
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
計
画
と
並
行
し
て
職
員

の
意
識
改
革
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

職
員
一
人
一
人
が
自
主
性
を
持
っ
て
職

務
を
遂
行
す
る
職
場
で
な
け
れ
ば
、
こ

の
計
画
の
目
標
は
到
底
達
成
で
き
な
い

し
、
行
財
政
改
革
が
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
に
つ
な
が
っ
て
は
意
味
が
な
い
と

考
え
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
後
、
世
界
的
な
不
況
の
影
響
な

ど
も
あ
り
、
目
標
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
職
員
な
ら
び

に
市
民
の
ご
理
解
と
ご
協
力
も
あ
っ
て
、

こ
の
計
画
は
、
平
成
21
年
３
月
末
を

も
っ
て
目
標
以
上
の
成
果
を
挙
げ
て
終

わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
ま
だ
持
続
可

能
な
財
政
状
況
と
は
い
え
ず
、
平
成
21

年
か
ら
25
年
ま
で
の
５
年
間
の「
第
二
次

津
久
見
市
緊
急
行
財
政
改
革
実
行
計
画
」

に
移
行
し
て
い
ま
す
。

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

　

私
は
市
長
就
任
以
来
、「
元
気
あ
る
津

久
見
市　

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
毎
年
市
内
各
地

域
で
懇
談
会
を
開
催
し
、
広
く
市
民
の

意
見
を
聞
き
な
が
ら
本
市
が
進
む
べ
き

道
筋
を
探
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
就
任
１
期
目
は
財
政
の
建

て
直
し
に
追
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
思

う
よ
う
に
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
２
期
目
を
迎
え
、
行

財
政
改
革
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
と

こ
ろ
で
、
私
は
観
光
振
興
を
ま
ち
づ
く

り
の
中
核
と
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し

た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
本
市
の
観

光
産
業
は
、
近
隣
の
都
市
と
比
べ
る
と

決
し
て
力
を
入
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
も
の
で
し
た
の
で
、
な
か
な
か
簡
単

に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
本
市
の
こ
れ
か
ら
の
観
光

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て「
イ
ル
カ
」と「
ひ
ゅ

う
が
丼
」を
挙
げ
ま
し
た
。

　
「
イ
ル
カ
」
と
は
平
成
23
年
４
月
オ
ー

プ
ン
予
定
の
「
つ
く
み
イ
ル
カ
島
」
の
こ

と
を
表
し
ま
す
。
こ
の
施
設
は
、
イ
ル

カ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
楽
し
む
だ
け

で
な
く
、
ト
レ
ー
ナ
ー
や
餌
や
り
の
体

験
を
通
じ
て
、
実
際
に
イ
ル
カ
に
触
れ

合
え
る
参
加
体
験
型
レ
ジ
ャ
ー
・
複
合

学
習
施
設
と
し
て
の
特
徴
を
兼
ね
備
え

る
予
定
で
す
。「
癒
や
し
と
学
習
の
場
」と

し
て
観
光
振
興
の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
「
ひ
ゅ
う
が
丼
」
と
は
保
戸
島
に

伝
わ
る
漁
師
料
理
で
、
マ
グ
ロ
の
赤
身

を
独
特
の
甘
み
の
あ
る
ゴ
マ
ダ
レ
に
漬

け
、
そ
れ
を
ご
飯
に
か
け
た
も
の
で
す
。

「
ひ
ゅ
う
が
丼
」
自
体
は
以
前
か
ら
市
内

の
飲
食
店
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
平
成
21
年
に
行
わ
れ
た「
第
１
回

お
お
い
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
サ
ミ
ッ
ト
」の
グ

ル
メ
グ
ラ
ン
プ
リ
で
金
賞
に
輝
い
た
こ

と
を
は
じ
め
、
本
年
は
金
沢
市
・
小
田

原
市
・
舞
鶴
市
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
店
す

る
な
ど
、
近
年
県
内
外
か
ら
の
評
価
が

高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
新
た
な

観
光
振
興
の
柱
と
し
て
既
存
の
観
光
資

源
と
も
連
携
を
図
り
な
が
ら
今
後
の
本

市
の
活
性
化
・
ま
ち
づ
く
り
へ
つ
な
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

か
つ
て
本
市
は
、
み
か
ん
や
マ
グ
ロ

を
代
表
と
す
る
一
次
産
業
、
石
灰
石
関

連
産
業
な
ど
で
大
き
く
繁
栄
し
て
き
ま

し
た
が
、
経
済
や
世
界
情
勢
の
変
化
な

ど
に
よ
り
、
過
去
の
繁
栄
を
そ
の
ま
ま

期
待
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　

海
と
緑
に
包
ま
れ
た
自
然
、
市
の
個

性
や
環
境
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
人
」
と

い
う
財
産
を
生
か
し
て
力
を
合
わ
せ
れ

ば
、
新
し
い
津
久
見
の
未
来
が
見
え
て

く
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

津つ

く

み

久
見
市（
大
分
県
）

津
久
見
市
長
　
吉よ

し
も
と本
幸こ

う

司じ

「
津
久
見
市
の
個
性
・
財
産
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
」を
目
指
し
て

「つくみイルカ島」プレイベントでの様子

保戸島の風景

◆ 

面
積　
　

79
・
54
㎢

◆ 

人
口　
　

２
万
８
５
０
人

◆ 

世
帯
数　

８
８
５
９
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
み
ん
な
で
描
く
津
久
見
未

来
図
―
食
の
文
化
と
ラ
イ
ム
産
業
が
育
む

定
住
拠
点
―

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
豊
か
な
海
と
緑
に
包
ま

れ
た
自
然
あ
ふ
れ
る
ま
ち

〔
特
産
品
〕
み
か
ん
、
マ
グ
ロ
、
津
あ
じ
、

津
さ
ば
、
そ
う
り
ん
ひ
ら
め

〔
観
光
〕
四
浦
半
島
、大
友
宗
麟
墓
地
公
園
、

尾
崎
小
ミ
カ
ン
先
祖
木
、
つ
く
み
ん
公
園
、

つ
く
み
イ
ル
カ
島
（
平
成
23
年
4
月
オ
ー

プ
ン
予
定
）

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
つ
く
み
港
ま
つ
り
＆
納
涼
花

火
大
会
（
7
月
）、
津
久
見
扇
子
踊
り
大

会
（
8
月
）、
津
久
見
市
ふ
る
さ
と
振
興
祭

（
10
月
）

津久見市長

吉本幸司

※面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に、
　人口・世帯数は「住民基本台帳」による。
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