
市
民
力
を
は
ぐ
く
ん
だ 

町
並
み
整
備
事
業

　

臼
杵
市
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る
町
並
み
整
備
事

業
は
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
の
典
型
的
な

「
成
功
事
例
」と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
臼
杵
市
の
町
並
み
整
備
の
直
接
的
な
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
一
般
的
に
は
昭
和
58
年
に
臼
杵

市
で
開
催
さ
れ
た
「
第
６
回
全
国
町
並
み
ゼ
ミ
」（
特

定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
町
並
み
保
存
連
盟
主
催
）

と
、
翌
年
実
施
さ
れ
た
町
並
み
調
査
（
財
団
法
人
日

本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
観
光
資
源
専
門
委
員
会

と
、
地
元
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
の
合
同
事
業
）
と

さ
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
臼
杵
市
の
持
つ

数
々
の
歴
史
資
産
や
伝
承
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
が
改

め
て
多
く
の
市
民
に
見
直
さ
れ
、
そ
の
維
持
・
保
全

お
よ
び
活
用
を
地
域
活
性
化
に
結
び
付
け
よ
う
と
の

機
運
が
官
民
を
超
え
て
大
き
く
広
が
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
市
民
個
人
に
よ
り
、
臼
杵
独
自
の
景

観
を
生
か
し
た
住
宅
改
築
な
ど
が
活
発
に
行
わ
れ
た

一
方
で
、
臼
杵
市
も「
臼
杵
市
歴
史
環
境
保
存
基
金
条

例
」の
制
定（
昭
和
60
年
）、「
歴
史
環
境
保
全
条
例
」の

制
定
（
昭
和
62
年
）、
同
施
行
規
則
の
制
定
（
平
成
３

年
）な
ど
に
よ
り
民
間
の
修
景
事
業
へ
の
補
助
金
交
付

シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
臼
杵
市
中
心
市
街
地
の
町
並

み
整
備
事
業
は
い
よ
い
よ
本
格
化
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、「
身
近
な
ま
ち
づ
く
り
支
援
街
路
事

業
」「
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
」
な
ど
を
活
用
し
つ

つ
、
各
地
区
に
点
在
す
る
拠
点
施
設
の
整
備
、
拠
点

施
設
を
結
ぶ
街
路
の
整
備
、
臼
杵
市
の
象
徴
・
臼
杵

城
跡
を
中
心
と
す
る
周
辺
地
区
の
整
備
な
ど
も
着
々

と
進
め
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
市
全
域
で
本

格
的
に
実
施
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
実
は
、
一
部
市
民

に
よ
る
地
道
な
町
並
み
保
存
運
動
が
既
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

戦
国
大
名
・
大
友
宗
麟
が
基
礎
を
つ
く
り
、
藩
主
・

稲
葉
氏
が
幕
藩
時
代
の
２
５
０
年
以
上
に
わ
た
っ

て
仕
上
げ
た
美
し
い
町
並
み

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
火
に
も
遭
わ
ず
奇
跡
的

に
残
っ
た
も
の
の
、
昭
和
40
年
代
末
期
に
は
老
朽
化

が
か
な
り
進
ん
で
い
た
。
中
心
市
街
地
全
体
が
貴
重

な
歴
史
遺
産
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
稀け

う有
な
町
並
み

の
老
朽
化
と
荒
廃
化
を
解
消
す
べ
く
、
昭
和
50
年
に

は
地
元
建
築
士
会
を
中
心
に
「
臼
杵
保
存
修
景
研
究

会
」
が
組
織
さ
れ
た
。
当
初
は
建
築
の
専
門
家
に
よ

る
勉
強
会
と
い
う
位
置
付
け
だ
っ
た
同
研
究
会
の
活

動
の
輪
は
、
や
が
て
青
年
会
議
所
や
自
治
会
、
歴
史

研
究
グ
ル
ー
プ
な
ど
へ
と
急
速
に
広
が
る
。
活
動
の

広
が
り
と
と
も
に
研
究
会
そ
の
も
の
も
「
臼
杵
の
美

し
い
町
並
み
を
守
る
会
」「
臼
杵
の
歴
史
的
景
観
を
守

る
会
」
へ
と
改
称
し
な
が
ら
発
展
。
臼
杵
市
に
対
し

て
、
歴
史
的
景
観
・
環
境
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

や
、
環
境
保
全
の
た
め
の
条
例
の
制
定
を
陳
情
す
る

な
ど
、
活
動
内
容
も
行
政
の
都
市
計
画
と
連
動
す
る

形
で
幅
と
深
み
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
、
そ
の

後
の
官
民
一
体
の
取
り
組
み
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
市
民
側
に
芽
生
え
た
自
発
的
な

動
き
に
行
政
が
積
極
的
に
呼
応
し
て
、
本
格
的
に
町

並
み
整
備
事
業
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

臼
杵
市
の
町
並
み
整
備
事
業
が
成
功
事
例
の
典
型

と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
再
生
さ
れ
た
歴
史
的
町
並
み

の
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
現
す
る

プ
ロ
セ
ス
や
、
市
民
と
行
政
が
呼
応
し
合
い
な
が
ら

事
業
を
完
遂
し
て

い
こ
う
と
す
る
内

面
の
意
識
の
高
さ

に
こ
そ
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　

中
野
五
郎
臼
杵

市
長
も
「
そ
れ
は

特
に
臼
杵
市
の
旧

城
下
町
地
区
に
濃

厚
に
伝
わ
る
、
一

つ
の
特
徴
的
な
市

民
気
質
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」
と
語

る
。「
大
友
宗
麟
が

統
治
し
て
い
た
時
代
は
南
蛮
貿
易
が
盛
ん
で
、
城
下

町
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
の
姿

が
多
く
見
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
臼
杵
は
そ
の
こ
ろ

か
ら
東
九
州
の
政
治
・
経
済
の
中
心
的
役
割
を
果
た

す
よ
う
に
な
り
、
稲
葉
氏
が
統
治
し
た
幕
藩
体
制
の

時
代
に
も
経
済
と
交
通
の
要
衝
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま

し
た
。
こ
の
過
程
で
経
済
力
を
持
つ
富
裕
市
民
層
が

育
っ
て
い
き
、
そ
れ
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
な
っ

て
も
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
戦
後
、
開
発
が
急
速
に

進
む
中
で
、
旧
来
の
伝
統
的
町
並
み
を
守
る
こ
と
が

で
き
た
の
も
、
そ
う
し
た
人
々
の
意
識
の
高
さ
だ
っ

た
と
い
え
ま
す
」

フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
の 

地
域
再
生

　

行
政
と
と
も
に
今
こ
の
町
並
み
を
守
っ
て
い
る

の
は
自
分
た
ち
市
民
で
あ
る
と
い
う
誇
り
は
、
実

際
、
取
材
の
過
程
で
言
葉
を
交
わ
し
た
市
民
の
口

調
か
ら
も
如
実
に
感
じ
ら
れ
た
。
何
し
ろ
臼
杵
に

は
、
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
隅
々
ま
で
熟
知
し
て
い

る
人
が
多
い
。

　

例
え
ば
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
起
伏
に
富
ん
だ

臼
杵
の
町
並
み
は
、
戦
国
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
城
下

町
特
有
の
構
造
を
持
ち
、
ち
ょ
っ
と
横
道
に
そ
れ
る

と
、
初
め
て
の
訪
問
者
に
は
迷
路
の
よ
う
に
分
か
り

に
く
い
部
分
が
あ
る
。
取
材
者
も
ま
た
あ
る
街
角
で

迷
っ
た
。

　

そ
の
様
子
を
見
て
い
た
ら
し
い
男
性
の
お
年
寄
り

が
近
づ
い
て
き
て
、「
そ
の
角
を
曲
が
っ
て
、
と
に

か
く
坂
を
ど
ん
ど
ん
上
っ
て
い
っ
て
ご
ら
ん
。
い
い

写
真
が
撮
れ
る
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
お
年
寄
り

の
言
葉
の
通
り
に
進
む
と
、
小
高
い
丘
の
上
に
出
た
。

（大分県）

中
な か の

野五
ご ろ う

郎
臼杵市長

本
物
と
独
自
性
を
目
指
す

東
九
州
の
真
珠
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り

市 政 ル ポ 臼
う す き

杵市

町並み整備とともに生まれた臼杵市の新しいイベント・うすき竹宵
（11月第１土・日）

城下町臼杵の象徴・臼杵城跡
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臼杵市　市 政 ル ポ

（大分県）

思
わ
ず
息
を
飲
ん
だ
。
眼
下
に
濡
れ
た
よ
う
に
光
る

黒
瓦
の
甍い
ら
かが
広
が
り
、
遠
く
に
か
す
む
よ
う
な
豊
後

水
道
が
見
え
た
。

　

臼
杵
は
非
常
に
歴
史
的
遺
構
の
多
い
ま
ち
で
は
あ

る
が
、
そ
の
視
野
の
中
に
は
、
特
別
な
史
跡
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
町
並

み
に
ず
ら
り
と
並
ぶ
黒
瓦
の
甍
と
、
か
す
む
よ
う
に

中
空
に
浮
か
ぶ
豊
後
水
道
を
遠
望
し
た
と
た
ん
、
そ

れ
ま
で
見
て
き
た
ば
か
り
の
安
土
桃
山
時
代
か
ら
続

い
て
い
る
商
店
街
（
八
町
大
路
）、
臼
杵
川
の
中
州
に

建
ち
並
ぶ
醤
油
醸
造
会
社
の
工
場
、
重
厚
な
造
り
の

寺
院
が
連
続
し
て
現
れ
る「
二
王
座
歴
史
の
道
」な
ど

の
美
し
く
も
懐
か
し
さ
に
満
ち
た
光
景
が
同
時
に
浮

か
ん
だ
の
だ
。
そ
し
て
地
元
の
人
々
が
こ
の
旧
城
下

町
の
た
た
ず
ま
い
を
心
か
ら
愛
し
、
な
る
べ
く
変
更

を
加
え
ず
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
る
気
持

ち
が
よ
く
分
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

取
材
者
の
そ
ん
な
感
想
に
対
し
、
中
野
市
長
は
笑

み
を
浮
か
べ
な
が
ら
「
臼
杵
は
風
景
も
人
間
関
係
も
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
ス
ペ
ー
ス
の
中
に
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・

フ
ェ
イ
ス
の
近
さ
で
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
な

の
で
す
」
と
返
す
。
た
だ
中
心
市
街
地
を
離
れ
る
と
、

ま
た
違
う
様
相
が
出
て
く
る
と
い
う
。「
特
に
中
山

間
地
帯
の
集
落
で
は
、
過
疎
や
少
子
高
齢
化
な
ど
の

た
め
、
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
の
人
間
関
係

が
基
本
で
あ
る
は
ず
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
次
第
に
維

持
し
に
く
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
改
善
、
少

子
高
齢
化
社
会
の
環
境
下
に
お
け
る
臼
杵
独
自
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
が
今
、
喫
緊
に
し
て
大
き
な
課

題
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
」（
中
野
市
長
）

　

臼
杵
市
の
現
在
の
高
齢
化
率
は
約
31
％
。
全
国
平

均
の
約
23
％
を
か
な
り
上
回
る
が
、
10
年
後
に
は

さ
ら
に
約
40
％
に
上
昇
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
特
に

中
山
間
地
帯
で
は
高
齢
化
率
が
50
％
に
達
す
る
集
落

が
多
く
、
市
域
全
体
で
は
３
分
の
１
の
集
落
が
高
齢

化
率
50
％
に
達
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
人

口
も
平
成
12
年
度
に
４
万
５
０
０
０
人
強
だ
っ
た
の

が
、
現
在
は
約
４
万
１
７
０
０
人
で
、
平
成
27
年
度

に
は
４
万
人
を
切
る
こ
と
が
濃
厚
だ
。

　

都
市
と
は
行
政
区
（
住
民
自
治
組
織
＝
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
）
の
集
積
と
も
い
え
る
が
、
10
年
後
に
全
行
政

区
の
３
分
の
１
が
高
齢
化
率
50
％
に
達
す
る
こ
と
が

ほ
ぼ
確
実
な
臼
杵
市
に
と
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生
は
ま
さ
に
切
実
な
課
題
に
違
い
な
い
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
衰
退
は
、
そ
の
ま
ま
住
民
た
ち
の
生
活
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　
「
最
盛
期
に
は
20
あ
っ
た
小
学
校
区
が
現
在
14
。

人
口
減
少
と
と
も
に
さ
ら
に
統
合
・
再
編
が
進
ん
で

い
く
こ
と
は
確
実
で
す
。
小
学
校
区
が
減
少
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
、
小
学
校
と
い
う
地
域
の
核
と
な

る
施
設
を
失
う
集
落（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）が
増
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
変
化
の

中
に
あ
っ
て
、
行
政
と
し
て
は
高
齢
者
が
い
か
に
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
を
つ
く
っ
て
い
け
る

か
、
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
ど
う
や
っ
て
今
の
教

育
環
境
を
維
持
し
て
い
け
る
か
が
大
き
な
課
題
に
な

り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
い
る
時
間
が
最
も
長
い

の
は
高
齢
者
と
子
ど
も
た
ち
で
す
か
ら
、
そ
の
課
題

の
克
服
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
崩
壊
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
再
生
の
道
を
探
る
こ
と

で
も
あ
る
わ
け
で
す
」（
中
野
市
長
）

職
員
は
地
域
振
興
の
パ
ー
ト
ナ
ー

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
背
景
に
、
中
野
市
長
は
、

平
成
21
年
の
市
長
就
任
と
と
も
に
積
極
的
に
取
り
組

み
を
開
始
し
た
。
ま
ず
、
平
成
21
年
度
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
推
進
室
を
財
政
企
画
課
内
に
つ
く
り
、
少
子
高

齢
化
に
関
す
る
総
合
調
整
的
な
役
割
を
持
た
せ
た
。

翌
年
度
に
は
少
子
化
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
若
い
母

親
が
地
域
で
子
育
て
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
子
育
て
支
援
室
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
ら

を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
た
め
の
基
本
的
な
仕
組
み

と
し
た
。

　

特
に
地
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
活
動
を
最

大
限
に
生
か
す
た
め
旧
小
学
校
区
単
位
を
１
つ
の
エ

リ
ア
と
し
た
「
地
域
振
興
協
議
会
」
の
設
置
を
促
し
、

今
年
10
月
ま
で
に
市
内
５
つ
の
地
域
で
協
議
会
が
立

ち
上
げ
ら
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
の
男
女
か
ら

な
る
こ
の
協
議
会
は
、「
子
ど
も
た
ち
を
地
域
で
ど

う
育
て
る
か
」「
高
齢
者
に
安
心
し
て
暮
ら
し
て
も
ら

え
る
地
域
を
ど
う
つ
く
る
か
」
と
い
う
強
い
目
的
意

識
の
も
と
に
話
し
合
い
な
が
ら
地
域
振
興
活
動
を
行

う
こ
と
を
基
本
に
し
て
い
る
。

　

臼
杵
市
は
既
に
見
た
通
り
、
中
心
市
街
地
の
振
興

に
お
い
て
は
歴
史
的
に
培
わ
れ
て
き
た
市
民
力
に
行

政
が
呼
応
す
る
形
で
、
全
国
的
に
も
モ
デ
ル
と
な
る

よ
う
な
町
並
み
整
備
を
実
現
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

再
生
に
お
い
て
も
、
そ
の
仕
組
み
づ
く
り
は
行
政
が

担
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
官
民
一
体
で
事
業
を
推

進
し
て
い
る
点
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
再
生
に
お
い
て
も
、
市
民
と
行
政
が
一
緒

に
な
っ
て
、
共
感
を
持
ち
合
い
、
共
に
知
恵
や
汗
を

出
す
こ
と
が
重
要
」（
中
野
市
長
）
だ
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
、
ま
さ
し
く
地
域
住
民

の「
生
活
の
場
」で
あ
る
。
地
域
の
人
が
そ
こ
で
生
ま

れ
、
育
ち
、
成
長
し
て
か
ら
は
そ
こ
で
仕
事
を
し
、

あ
る
い
は
外
に
働
き
に
行
く
と
き
の
拠
点
と
な
る
。

　

そ
う
い
う
生
活
の
場
が
少
子
高
齢
化
や
過
疎
な
ど

の
要
因
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
に
く
く
な
り
、
た
と

え
自
発
的
に
盛
り
返
す
こ
と
が
困
難
に
な
り
か
け
た

と
し
て
も
、
単
に
行
政
が
主
導
し
て
形
だ
け
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ら
し
さ
を
整
え
た
の
で
は
意
味
が
な
い
。
最

も
大
切
な
の
は
、
住
民
の
福
祉
を
ベ
ー
ス
と
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
で
あ
る
。
行
政
が
住
民
の
気
持
ち

を
理
解
し
、
住
民
が
行
政
を
信
頼
す
る
関
係
性
が
な

け
れ
ば
難
し
い
の
は
当
然
だ
。
そ
の
信
頼
関
係
は
、

職
員
が
地
域
住
民
と
一
緒
に
知
恵
や
汗
を
出
し
合
う

こ
と
で
初
め
て
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
地
域
住
民
と
の
信
頼
関
係
を
確
保
す
る

た
め
に
も
、
臼
杵
市
が
導
入
し
た
の
は
地
域
パ
ー
ト

ナ
ー
制
で
あ
っ
た
。

県下三大祇園の一つ「臼杵祇園まつり」

安土桃山時代から続くといわれる商店街・八町大路

観光総合案内所「サーラ・デ・うすき」は修練院風の外観や多彩な体験施設が人気

平安時代から鎌倉時代にかけて造営された国宝臼杵石仏
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臼杵市　市 政 ル ポ

（大分県）

　

地
域
振
興
協
議
会
と
行
政
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
と
し

て
、
職
員
か
ら「
地
域
パ
ー
ト
ナ
ー
」を
手
挙
げ
方
式

で
公
募
。
管
理
職
と
中
堅
職
員
を
中
心
に
、
１
つ
の

地
域
に
２
名
か
ら
４
名
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
、
地
域
振

興
協
議
会
の
総
会
や
役
員
会
に
出
席
し
、
地
域
の
課

題
を
聞
い
た
り
、
そ
の
対
処
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た

り
、
あ
る
い
は
情
報
交
換
を
す
る
な
ど
、
密
接
な
交

流
を
図
っ
て
い
る
。

　

地
域
パ
ー
ト
ナ
ー
が
各
地
区
に
足
し
げ
く
出
入
り

し
て
集
め
て
き
た
地
域
の
課
題
な
ど
は
、
す
べ
て
の

地
域
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
集
ま
る
連
絡
会
議
で
情
報
交

換
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
。
そ
の
情
報
は
や
が
て
、
個
々

の
地
域
の
課
題
を
超
え
た
全
市
的
な
施
策
に
も
反
映

さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
地
域
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
職
員
に
は
、

「
そ
の
地
域
に
今
も
根
付
い
て
い
る
職
員
か
、
出
身

者
」（
中
野
市
長
）
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
。
住
民
と

の
信
頼
関
係
を
確
保
す
る
た
め
の
策
で
あ
る
。
行
政

が
半
ば
強
制
的
に
地
域
に
入
り
込
む
の
で
は
な
く
、

地
域
が
主
体
的
・
自
主
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
優
先

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

主
体
が
結
集
し
、
１
つ
に
な
っ
て
活
動
す
る
地
域
振

興
協
議
会
が
５
つ
の
地
域
に
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

行
政
と
地
域
の
間
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
地
域
振

興
協
議
会
は
来
春
新
た
に
２
カ
所
結
成
さ
れ
る
予
定

だ
が
、
そ
の
後
も
無
理
な
く
、
少
し
ず
つ
増
や
し
て

い
く
予
定
だ
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
高

齢
者
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
、

「
安
心
生
活
お
守
り
キ
ッ
ト
」
と
い
う
も
の
を
配
布
し

て
い
る
。
こ
れ
は
地
域
の
区
長
、
民
生
児
童
委
員
に

協
力
を
得
て
の
取
り
組
み
で
あ
る
が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
サ
イ
ズ
の
容
器
に
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の

緊
急
連
絡
先
や
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
な
ど
を
書

い
た
紙
を
入
れ
、
冷
蔵
庫
に
備
え
て
い
る
。
一
人
暮

ら
し
の
高
齢
者
な
ど
希
望
者
の
み
の
配
布
だ
が
、
現

在
、
３
６
０
０
人
の
方
に
登
録
し
て
も
ら
い
、
そ
の

情
報
を
区
長
、
民
生
児
童
委
員
の
ほ
か
、
市
役
所
、

消
防
署
、
社
会
福
祉
協
議
会
で
共
有
を
図
っ
て
地
域

の
見
守
り
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
キ
ッ
ト
を
備
え
て
い
る
家
の
冷
蔵
庫
に
は
磁
石

式
の
標
識
を
貼
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
例

え
ば
救
急
車
を
要
請
し
た
と
き
に
も
、
救
急
隊
員
は

そ
の
家
の
お
年
寄
り
や
障
害
の
あ
る
方
な
ど
の
健
康

状
態
や
緊
急
連
絡
先
な
ど
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
」（
中
野
市
長
）

　

地
域
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
い
い
安
心
生
活
お
守
り

キ
ッ
ト
と
い
い
、
ま
さ
に
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ

イ
ス
の
地
域
再
生
事
業
を
目
指
す
臼
杵
市
な
ら
で
は

の
ア
イ
デ
ア
と
い
え
る
。

「
ほ
ん
ま
も
ん
」の 

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

　

今
回
の
取
材
で
ぜ
ひ
訪
ね
た
か
っ
た
場
所
の
一
つ

に
「
土
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
（
今
年
８
月
オ
ー

プ
ン
）。
臼
杵
市
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
ほ
ん

ま
も
ん
の
農
業
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
核
と
な
る
施
設

の
一
つ
だ
。
臼
杵
市
の
農
業
は
今
、
有
機
農
業
の
広

が
り
を
目
指
し
て
い
る
。
土
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
は
完

熟
堆
肥
を
製
造
す
る
為
の
施
設
だ
が
、
臼
杵
市
が
つ

く
ろ
う
と
し
て
い
る
堆
肥
に
は
、
豚
糞
な
ど
の
生
物

系
素
材
だ
け
で
な
く
草
木
類
を
大
量
に
含
ん
で
い
る

と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

　

現
在
つ
く
ら
れ
て
い
る
最
初
の
堆
肥
が
完
成
す
る

の
は
来
年
４
月
（
年
間
生
産
能
力
は
３
５
０
０
ｔ
）

で
、
そ
れ
以
後
、
年
間
を
通
じ
て
順
繰
り
に
つ
く
ら

れ
て
い
く
。
そ
の
堆
肥
を
使
っ
て
生
産
さ
れ
た
野
菜

は
ま
ず
小
学
校
の
給
食
用
素
材
と
し
て
活
用
し
、
そ

れ
か
ら
徐
々
に
一
般
市
民
向
け
、
市
内
の
飲
食
店
向

け
、
外
部
向
け
へ
と
広
げ
て
い
く
予
定
だ
と
い
う
。

　
「
市
内
生
産
の
野
菜
を
有
機
栽
培
し
て
い
く
最
大

の
目
的
は
、
ま
ず
そ
れ
に
よ
っ
て
市
内
生
産
の
野
菜

の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
と
同
時
に
市
民
の
健
康
に
資

す
る
食
材
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
外
部
向
け

に
競
争
力
の
あ
る
産
品
を
送
り
出
し
た
い
と
い
う
目

的
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
そ
れ
は
二
の
次
と
は

い
わ
な
い
も
の
の
（
笑
）、
最
優
先
事
項
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
味
も
品
質
も
い
い
も
の
が
で
き
れ
ば
、

お
の
ず
と
商
品
と
し
て
売
れ
て
い
く
は
ず
で
す
」（
中

野
市
長
）

　

ブ
ラ
ン
ド
化
に
関
す
る
当
面
の
目
標
と
し
て
は
、

「
う
す
き
夢
堆
肥
」
と
有
機
質
肥
料
で
つ
く
ら
れ
た
農

産
物
の
認
証
制
度
を
確
立
し
、
各
直
売
所
や
ス
ー

パ
ー
な
ど
に
「
ほ
ん
ま
も
ん
農
産
物
」
の
コ
ー
ナ
ー
を

つ
く
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
市
民
の
方
々
に
有
機
農
産

物
へ
の
理
解
と
認
証
制
度
の
周
知
を
図
り
、
需
要
の

拡
大
を
行
い
た
い

と
い
う
。
ま
だ
堆

肥
づ
く
り
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
の

事
業
で
は
あ
る
が
、

「
土
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
」
を
訪
れ
る

と
、
そ
の
構
内
に

は
職
員
の
皆
さ
ん

の
熱
気
が
あ
ふ
れ

て
い
た
の
が
印
象

的
だ
っ
た
。

　

臼
杵
市
出
身
の
作
家
・
野
上
弥
生
子
氏
は
出
身
校

の
臼
杵
小
学
校
が
創
立
１
０
０
周
年
を
迎
え
た
際
、

年
少
の
後
輩
た
ち
に
こ
ん
な
言
葉
を
送
っ
た
と
い
う
。

　
「
臼
杵
は
そ
れ
ほ
ど
資
源
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
粒
の
真
珠
の
よ
う
な
輝
き
を
持

つ
ま
ち
に
な
る
べ
き
で
す
」

　

派
手
な
輝
き
よ
り
渋
い
輝
き
を
是
と
す
る
野
上
弥

生
子
氏
の
さ
り
げ
な
い
一
言
に
は
、
町
並
み
整
備
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
、
野
菜
づ
く
り
の
事
例
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
何
事
に
も
常
に
本
物
（
真
の
意
味

で
の
実
質
性
）
を
求
め
、
同
時
に
ほ
か
か
ら
の
い
た

ず
ら
な
影
響
よ
り
独
自
性
を
何
よ
り
も
大
切
な
も
の

と
考
え
る
臼
杵
の
市
民
気
質
が
、
如
実
に
込
め
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

�

（
取
材
・
文　

遠
藤　

隆
）

市民協働で維持保全する回遊性に満ちた町並み（二王座歴史の道）

臼杵の堆肥土壌は草木類を多用。生産量は年間約
3500t分

高齢者や障害者など見守りが必要
な方を対象に配布された「安心生活
お守りキット」

臼杵出身の作家・野上弥生子を顕彰する文学記念館（左側白壁部分は酒造業を営む実家）造船は臼杵市の代表的な地場産業の一つ

臼杵ブランドへの夢を乗せた堆肥土壌（土づくりセ
ンター）
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