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わが
を
語
る

市
自
然
と
伝
統
文
化
の
融
合

　

湯
沢
市
は
、
南
北
に
貫
流
す
る
雄
物

川
と
、
そ
の
支
流
で
あ
る
皆
瀬
川
、
役

内
川
沿
い
に
豊
か
な
水
田
地
帯
を
形
成

し
て
い
ま
す
。
県
境
付
近
の
西
栗
駒
一

帯
は
、
栗
駒
国
定
公
園
に
属
し
、
雄
大

な
自
然
林
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
豊
富

な
温
泉
群
に

も
恵
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

基
幹
産
業

は
農
林
業
で

す
が
、
日
本

三
銘
う
ど
ん

の
一
つ
と
称

さ
れ
る
稲
庭

う
ど
ん
や
国

指
定
の
伝
統

工
芸
・
川
連

漆
器
と
仏
壇
、

東
北
の
灘
と
も
評
さ
れ
て
い
る
日
本
酒

な
ど
、
地
場
産
業
も
盛
ん
で
す
。

　

ま
た
、
平
安
期
の
謎
に
包
ま
れ
た
才

女
で
あ
り
、
世
界
三
大
美
女
の
一
人
と

い
わ
れ
る
「
小お

の
の
こ
ま
ち

野
小
町
」
は
、
湯
沢
市

小お

の野
が
生
誕
と
終し

ゅ
う
え
ん焉
の
地
と
い
わ
れ
、

そ
の
地
域
の
人
々
に
よ
り
今
も
多
く
の

遺
跡
や
伝
承
が
守
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
初
期
に
は
院い

ん
な
い
ぎ
ん
ざ
ん

内
銀
山
や
松ま

つ
お
か岡

鉱こ
う
ざ
ん山
、
白し

ら
さ
わ
こ
う
ざ
ん

沢
鉱
山
な
ど
が
発
見
さ
れ
、

豊
か
な
鉱
物
資
源
を
産
出
し
て
い
ま
し

た
。
中
で
も
、
院
内
銀
山
は
藩
直
営
の

銀
山
と
し
て
繁
栄
し
、
最
盛
期
の
銀
山

の
人
口
は
、
１
万
５
０
０
０
人
と
も
い

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
銀
山
の
繁
栄
は
、

本
市
の
酒
造
り
や
商
業
な
ど
産
業
の
発

展
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

　

合
併
後
の
将
来
像
を
「
人
と
自
然
が
輝

き
、
ふ
る
さ
と
の
技
が
さ
え
る
美
し
さ

あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
と
し
、
本
市
が
持
つ
自

然
・
伝
統
・
文
化
・
工
芸
品
な
ど
の
魅

力
的
な
素
材
を
さ
ら
に
磨
き
、
生
か
し

て
い
く
と
と
も
に
、
市
民
と
行
政
が
一

体
と
な
り
、
自
主
性
や
自
立
性
を
高
め

な
が
ら
、
将
来
像
の
実
現
に
努
め
て
い

ま
す
。

足
元
の
宝“
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
”

　

本
市
は
、
国
内
で
も
特
に
有
望
な
地

熱
資
源
の
宝
庫
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
市
が
主
体
と
な
り
、
温
泉

旅
館
へ
の
給
湯
や
、
野
菜
・
花か

き卉
栽
培
、

公
共
施
設
で
の
消
雪
な
ど
に
地
熱
資
源

を
活
用
し
て
い
る
ほ
か
、
国
内
で
唯
一
、

乳
製
品
の
製
造
加
工
に
地
熱
を
利
用
し

て
い
る
企
業
も
あ
り
、
地
熱
を
生
か
し

た
産
業
は
地
域
に
根
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
40
年
代
後
半
か
ら
は
国

や
企
業
に
よ
る
地
熱
調
査
が
行
わ
れ
、

平
成
６
年
に
東
北
電
力
㈱
「
上う

え

の
岱た

い
ち地
熱

発
電
所
」
が
運
転
を
開
始
し
、
管
内
へ
の

ク
リ
ー
ン
な
電
力
の
供
給
と
同
時
に
、

地
域
経
済
や
産
業
な
ど
の
発
展
に
欠
か

せ
な
い
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
市
内
で
は
大
規
模
地
熱
発

電
所
の
建
設
に
向
け
た
調
査
が
行
わ
れ

て
お
り
、
本
年
10
月
に
は
日
本
地
熱
学

会
が
本
市
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
国
内

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
問
題
や
地
球
温
暖

化
対
策
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
へ
取
り
組
む

背
景

　

本
市
は
、
平
成
17
年
の
市
町
村
合
併

後
も
人
口
減
少
が
続
い
て
い
ま
す
。
主

な
要
因
と
し
て
少
子
化
に
よ
る
自
然
減

が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
現
在
の
厳
し
い

雇
用
情
勢
を
背
景
と
し
た
学
卒
者
な
ど

の
若
年
層
の
人
口
流
出
も
要
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

減
少
す
る
定
住
人
口
を
交
流
人
口
の

拡
大
に
よ
り
補
完
す
る
た
め
、
合
併
後
、

観
光
の
振
興
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。

観
光
は
、
多
様
な
産
業
と
関
連
す
る
こ

と
か
ら
地
域
振
興
を
け
ん
引
す
る
産
業

と
い
わ
れ
、
全
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
観
光

は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
活
力
あ
る
魅
力
的
な

ま
ち
づ
く
り
や
伝
統
・
文
化
の
保
存
育

成
を
通
じ
た
地
域
の
誇
り
の
醸
成
に
も

つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
は
豊
か
な
自
然
や
歴
史
文
化
、

多
彩
な
祭
り
、
豊
富
な
温
泉
資
源
、
地

力
あ
る
特
産
品
な
ど
活
用
す
べ
き
魅
力

的
な
資
源
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ

ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
た
め
、

地
域
住
民
が
そ
の
価
値
に
気
付
い
て
お

ら
ず
、
十
分
に
活
用
で
き
て
い
な
い
の

が
実
情
で
す
。

　

そ
こ
で
、
本
市
が
大
い
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、
本
市
の
資
源
で
あ
る
地

質
遺
産
な
ど
を
生
か
し
た
、
ジ
オ
パ
ー

ク
構
想
へ
の
取
り
組
み
で
す
。
現
在
の

本
市
が
抱
え
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
問
題

を
解
決
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可

能
な
ま
ち
と
す
る
た
め
に
、
世
界
ジ
オ

パ
ー
ク
認
定
に
向
け
て
、
湯
沢
市
ジ
オ

パ
ー
ク
推
進
協
議
会
を
設
置
。
こ
の
組

織
を
中
心
に
、
一
丸
と
な
っ
て
、
ジ
オ

パ
ー
ク
構
想
を
策
定
す
る
な
ど
、
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

美
の
郷
ゆ
ざ
わ
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想

　

本
市
の
「
ジ
オ
サ
イ
ト
（
そ
の
ジ
オ

パ
ー
ク
を
特
色
付
け
る
見
所
）
候
補
地
」

は
、
市
の
全
域
に
広
く
点
在
し
て
い
る

た
め
、「
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
」
の
対
象
と

す
る
エ
リ
ア
を
市
全
域
と
し
、
ジ
オ
パ
ー

ク
認
定
後
の
名
称
を
「
美
の
郷
ゆ
ざ
わ
ジ

オ
パ
ー
ク
」
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
市

は
、
大
地
の
恵
み
を
産
業
に
活
用
し
な

が
ら
、
美
し
い
自
然
や
歴
史
、
人
物
伝

承
な
ど
を
現
在
ま
で
引
き
継
い
で
き
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
後
も
、
後
世
に
、

こ
の
す
ば
ら
し
い
資
源
を
引
き
継
い
で

い
く
た
め
に
、
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
の
テ
ー

マ
を
「
大
地
が
創
り
育
て
た
美
の
郷
ゆ
ざ

わ
」と
し
ま
し
た
。

　

美
の
郷
ゆ
ざ
わ
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
の

中
で
は
本
地
域
の
特
徴
と
し
て
、
①
湯

沢
の
豊
か
な
湧
水
、
②
大
地（
ジ
オ
）が
生

ん
だ
湯
沢
の
美
酒
、
③
三み

つ
せ
き関

の
扇
状
地

と
水
が
育
む
美
味
・
さ
く
ら
ん
ぼ
と
セ

リ
、
④
秋
田
美
人
の
郷
・
湯
沢
、
⑤
大

地
の
恵
み「
鉱
山
」、
⑥
大
地
の
恵
み「
地

熱
」
の
有
効
活
用
、
⑦
大
地
が
創
り
だ
し

た
自
然
美
、
⑧
大
地
の
恵
み
を
学
習
へ

利
用
の
８
つ
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説

明
し
て
い
ま
す
（
詳
し
く
は
、
湯
沢
市
Ｈ

Ｐ
の
「
美
の
郷
ゆ
ざ
わ
ジ
オ
パ
ー
ク
構

想
」
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
、
本
市
に

住
む
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
大
地
の
恵
み

を
し
っ
か
り
と
活
用
し
、
現
在
も
そ
こ

か
ら
本
市
の
特
産
品
を
生
み
出
す
な
ど
、

産
業
活
動
・
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る

ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
を
土
台
に
文
化
を

は
ぐ
く
み
、
脈
々
と
従
来
か
ら
の
生
活

を
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し

た
本
市
の
特
徴
を
端
的
に
言
え
ば
、「
大

地
の
恵
み
を
産
業
利
用
し
、
経
済
・
文

化
を
築
い
て
き
た
姿
を
間
近
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
地
域
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
大
地
の
恵
み
と
地
域
の

良
さ
を
再
認
識
し
、
世
界
に
視
野
を
広

げ
て
本
市
の
魅
力
を
“
ま
る
ご
と
”
発
信

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

湯ゆ

ざ

わ沢
市（
秋
田
県
）

湯
沢
市
長
　
齊さ

い
と
う藤
光み

つ
よ
し喜

大
地
の
恵
み
を“
ま
る
ご
と
”売
り
込
む

岩から熱湯が勢いよく吹き出る「小安峡大噴湯」

７人の小町娘が和歌を朗読する「小町まつり」

◆ 

面
積　
　

７
９
０
・
72
㎢

◆ 

人
口　
　

５
万
１
１
４
０
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
８
２
６
５
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
人
と
自
然
が
輝
き
、
ふ
る

さ
と
の
技
が
さ
え
る
美
し
さ
あ
ふ
れ
る
ま
ち

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
秋
田
県
南
の
玄
関
口
。
県

境
付
近
は
栗
駒
国
定
公
園
に
属
し
、
雄
大

な
自
然
林
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
豊
富
な

温
泉
群
に
恵
ま
れ
て
い
る

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
３
月
22
日
、
湯

沢
市
、
稲
川
町
、
雄
勝
町
、
皆
瀬
村
が
対

等
合
併
。

〔
特
産
品
〕
稲
庭
う
ど
ん
、
川
連
漆
器
、
温

泉
、
日
本
酒

〔
観
光
〕
泥
湯
温
泉
、
川
原
毛
地
獄
、
小
安

峡
温
泉
、
大
噴
湯
、
秋
の
宮
温
泉
郷

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
小
町
ま
つ
り
、
七
夕
絵
ど
う

ろ
う
ま
つ
り
、
愛
宕
神
社
祭
典
大
名
行
列
、

犬
っ
こ
祭
り

湯沢市長

齊藤光喜

※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

秋田市

湯沢市
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わが
を
語
る

市
日
本
一
の
植
木
の
ま
ち

　

匝
瑳
市
は
、
千
葉
県
の
北
東
部
に
位

置
し
、
北
部
は
緩
や
か
な
丘
陵
地
帯
、

南
部
の
田
園
地
帯
に
は
水
田
や
植
木
畑

が
広
が
り
、
海
洋
性
の
温
暖
な
気
候
の

も
と
、
幅
広
く
農
業
が
営
ま
れ
て
い
ま

す
。
特
に
植
木
は
日
本
有
数
の
栽
培
面

積
を
誇
る
こ
と
か
ら
「
日
本
有
数
の
植
木

の
ま
ち
」
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
千
葉
県
が
認
定
す
る

卓
越
し
た
植
木
技
術
者
で
あ
る
「
植
木
伝

統
樹
芸
士
」
の
３
分
の
２
を
輩
出
す
る
と

と
も
に
、
千
葉
県
植
木
銘
木
１
０
０
選

に
認
定
さ
れ
て
い
る
銘
木
の
半
数
を
有

す
る
な
ど
、
植
木
産
業
の
盛
ん
な
千
葉

県
に
お
い
て
も
突
出
し
て
お
り
、
特
に

マ
ツ
や
マ
キ
な
ど
の
造
形
技
術
に
か
け

て
は
「
日
本
一
」
を
自
負
す
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
高
い
技
術
に

裏
打
ち
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
内
に
は
手

入
れ
の
行
き
届
い
た
立
派
な
生
け
垣
が

多
く
並
び
、
高
さ
７
ｍ
、
長
さ
80
ｍ
に

も
及
ぶ
マ
キ
塀
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
植

木
の
ま
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
緑
の
空
間
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

日
本
最
古
の
大
学
・
飯
高
檀
林

　

自
然
豊
か
な
里
山
の
広
が
る
北
部
の

丘
陵
地
に「
飯
高
檀
林
跡
」が
あ
り
ま
す
。

飯
高
檀
林
は
、
日
蓮
宗
に
お
け
る
日
本

最
古
、
最
大
、
最
高
の
学
問
所
で
、
現

在
の
立
正
大
学
発
祥
の
地
で
す
。
静
か

な
森
の
凛り

ん

と
し
た
空
間
に
存
在
す
る
歴

史
的
建
造
物
の
数
々
。
中
で
も
千
葉
県

内
最
大
の
国
の
重
要
文
化
財
で
あ
る
講

堂
は
、「
房
総
閑
有
り
」
と
題
し
た
千
葉

県
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
に
も
採
用
さ
れ
、
本

市
最
大
の
観
光
名
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
県
を
代
表
す
る
祇
園
祭

　

も
う
一
つ
の
観
光
の
目
玉
が
、
毎
年

８
月
４
日
、
５
日
の
２
日
間
に
わ
た
っ

て
市
の
中
心
部
で
行
わ
れ
る
「
八
重
垣

神
社
祇
園
祭
」。
毎
年
多
く
の
人
出
で
に

ぎ
わ
う
こ
の
お
祭
り
に
は
全
国
的
に
も

珍
し
い
特
徴
が
３
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ

は
、
女
神み

こ
し輿
。
祭
の
初
日
、
女
性
だ
け

の
お
神
輿
が
十
基
繰
り
出
し
、
中
心
市

街
地
を
練
り
歩
き
ま
す
。
２
つ
目
は
、

神
輿
の
連
合
渡
御
。
各
町
内
自
慢
の
お

囃は
や
し子
と
二
十
基
を
超
え
る
神
輿
が
連
な

り
、
練
り
歩
く
姿
は
見
ど
こ
ろ
十
分
で

す
。
３
つ
目
は
、
神
輿
と
担
ぎ
手
に
浴

び
せ
ら
れ
る
大
量
の
冷
水
。
そ
の
圧
巻

の
模
様
は
多
く
の
祭
り
フ
ァ
ン
を
魅
了

す
る
と
同
時
に
、
真
夏
の
祭
典
に
一
服

の
清
涼
感
を
も
た
ら
し
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
神
輿
も
水
対
策
の
施
さ
れ
た
特
別
仕

様
で
す
。

　

平
成
22
年
の
千
葉
国
体
の
開
会
セ
レ

モ
ニ
ー
に
も
千
葉
県
の
代
表
と
し
て
出

演
し
ま
し
た
。

難
読
地
名
の
横
綱
誕
生

　
「
匝
瑳
」
の
地
名
も
日
本
一
に
な
り
ま

し
た
。
平
成
18
年
の
匝
瑳
市
誕
生
以
来
、

「
そ
う
さ
」
は
漢
字
で
ど
う
書
く
の
か
？  

「
匝
瑳
」
は
何
と
読
む
の
か
？　

そ
の
よ

う
な
お
問
い
合
わ
せ
を
多
数
い
た
だ
く

よ
う
に
な
り
、「
難
読
地
名
の
横
綱
格
」

と
の
評
価
を
い
た
だ
く
と
こ
ろ
と
な
っ

た
も
の
で
す
。

　

漢
和
辞
典
に
よ
る
と
「
匝
」
は
、
訓
読

み
で
“
匝め

ぐ

る
”
と
読
み
、
一
巡
り
し
て
帰

る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
瑳
」
は
、
訓

読
み
で“
瑳あ

ざ

や
か
”あ
る
い
は“
瑳み

が

く
”と

読
み
、
鮮
や
か
で
美
し
い
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し

い
「
匝
瑳
」
と
い
う
地
名
を
全
国
の
皆
さ

ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
訪
れ
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
、「
読
め

な
い　

書
け
な
い　

ど
こ
に
あ
る
」と
言

わ
れ
る
「
匝
瑳
」
の
名
を
全
国
に
発
信
す

べ
く
事
業
展
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
当
地
づ
く
し
で
ま
ち
お
こ
し

　

そ
の
一
つ
が
“
ご
当
地
も
の
”
に
よ
る

ま
ち
お
こ
し
で
す
。
最
近
、
日
本
各
地

で
ブ
ー
ム
の「
ご
当
地
ヒ
ー
ロ
ー
」「
ご
当

地
銘
菓
」「
ご
当
地
ア
イ
ド
ル
」。
匝
瑳
市

に
は
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
ご
当
地
ヒ
ー
ロ
ー「
ソ
ー
サ

マ
ン
」。
市
の
若
手
職
員
の
有
志
が
運
営

し
て
い
ま
す
。
衣
装
か
ら
シ
ナ
リ
オ
ま

で
す
べ
て
手
作
り
で
、
ス
タ
ッ
フ
も
全

員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
ち
び
っ
子
た
ち
の

憧
れ
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
、
市
内
の
イ

ベ
ン
ト
の
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
で
大
活
躍

す
る
か
た
わ
ら
、
都
内
や
県
内
各
地
の

イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極
的
に
出
向
き
、
市

の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
難
読
地
名
の
西
の
横
綱
格
の

兵
庫
県
宍し

そ
う粟

市
で
、
本
市
の
取
り
組
み

を
参
考
に
Ｃ
Ｍ
コ
ン
テ
ス
ト
を
計
画
し

た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

早
速
６
月
に
、「
ソ
ー
サ
マ
ン
」
が
宍
粟

市
の
イ
ベ
ン
ト
に
飛
び
入
り
参
加
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
横
綱
同
志
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
は
、
ご
当
地
銘
菓「
そ
う
さ
ま
ん
」。

市
内
６
軒
の
菓
子
店
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
饅

頭
に「
匝
瑳
市
」の
焼
印
を
施
し
、「
そ
う

さ
ま
ん
」
と
し
て
販
売
を
開
始
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
読
売
新
聞

１
面
の
「
編
集
手
帳
」
で
取
り
上
げ
て
い

た
だ
き
、
思
わ
ぬ
形
で
の
全
国
デ
ビ
ュ
ー

と
な
り
ま
し
た
。
棚
か
ら
牡ぼ

た
も
ち

丹
餅
な
ら

ぬ
、
棚
か
ら
「
そ
う
さ
ま
ん
」
の
心
境
で

し
た
。

　

最
後
は
、
ご
当
地
ア
イ
ド
ル
「
Ｓ
☆

ｃ
ｕ
ｔ
ｅ
（
エ
ス
・
キ
ュ
ー
ト
）」。
こ
ち

ら
は
、
市
商
工
会
青
年
部
が
サ
ポ
ー
ト

す
る
キ
ュ
ー
ト
な
女
子
小
中
学
生
５
人

組
の
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
で
す
。
市
内
の

イ
ベ
ン
ト
で
活
躍
中
の
彼
女
た
ち
も
ス

テ
ー
ジ
を
重
ね
る
ご
と
に
ア
イ
ド
ル
ら
し

く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
“
ご
当
地
も
の
”
の
ど
れ
も

が「
匝
瑳
市
を
盛
り
上
げ
よ
う
」「
匝
瑳
の

名
を
全
国
区
に
」と
い
う
熱
い
気
持
ち
の

結
晶
で
あ
り
、
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
読
め
な
い  

書
け
な
い  

ど
こ
に
あ
る
」を
原
動
力
と
し
て
、
全
国

に
「
匝
瑳
」
を
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、
市

民
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
活
気
あ
ふ
れ
る

匝
瑳
市
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

匝そ

う

さ瑳
市（
千
葉
県
）

匝
瑳
市
長
　
太お

お

た田
安や

す
の
り規

読
め
な
い
！ 

書
け
な
い
！ 

ど
こ
に
あ
る
？

難
読
地
名
を
ま
ち
お
こ
し
の
原
動
力
に

“祭りの熱気も最高潮”八重垣神社祇園祭

“宍粟市のしーたん”と“ソーサマン”が夢のコラボ

悠久の歴史と文化の漂う「飯高檀林講堂」

◆ 

面
積　
　

１
０
１
・
78
㎢

◆ 

人
口　
　

３
万
９
５
４
８
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
４
１
５
２
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
海
・
み
ど
り
・
ひ
と
が
は

ぐ
く
む
活
力
あ
る
ま
ち
匝
瑳
市

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
北
部
の
緩
や
か
な
丘
陵
地

に
は
里
山
の
自
然
が
多
く
残
り
、
南
部
の

田
園
地
帯
に
は
植
木
畑
が
広
が
る
み
ど
り

豊
か
な
ま
ち
。

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
18
年
１
月
23
日
、
八

日
市
場
市
と
匝
瑳
郡
野
栄
町
が
対
等
合
併

〔
特
産
品
〕
植
木
、
赤
ピ
ー
マ
ン
、
そ
う
さ

若
潮
牛
、
ブ
ラ
ン
ド
米
「
匝
瑳
の
舞
」

〔
観
光
〕
飯
高
檀
林
跡
、
松
山
庭
園
美
術
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
八
重
垣
神
社
祇
園
祭
、
飯
高

檀
林
コ
ン
サ
ー
ト
、
植
木
ま
つ
り
、
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
祭
り
、
よ
か
っ
ぺ
祭
り

匝瑳市長

太田安規

※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

千葉市

匝瑳市
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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

泉
南
市
は
、
大
阪
府
の
南
部
に
位
置

し
、
人
口
約
６
万
５
０
０
０
人
、
総
面

積
48
・
48
㎢
、
関
西
国
際
空
港
の
一
部

を
市
域
に
有
す
る
臨
空
都
市
で
す
。
市

域
は
、
東
西
８
・
４
㎞
、
南
北
10
・
５
㎞

の
広
が
り
を
見
せ
、
和
泉
山
脈
に
通
じ

る
山
間
部
と
前
方
の
丘
陵
地
、
そ
し
て

関
西
国
際
空
港
を
臨
む
海
岸
部
よ
り
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
は
古
く
、
縄
文
・
弥
生
時
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
白
鳳
か
ら
天
平
年
間

に
は
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
な
ど
文
化
的

に
も
主
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
江
戸
時
代
は
紋
羽
織
の
生

産
で
も
有
名
に
な
り
、
大
正
・
昭
和
時
代

に
は
紡
績
業
は
地
場
産
業
と
し
て
地
域
の

発
展
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在

は
、
海
岸
部
の
り
ん
く
う
タ
ウ
ン
に
多
く

の
事
業
所
が
立
地
し
、
空
港
関
連
事
業
の

集
積
地
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

海
に
映
え
る“
ウ
ミ
マ
チ
”

　

本
市
の
海
岸
部
に
は
、
サ
ザ
ン
ビ
ー

チ
と
マ
ー
ブ
ル
ビ
ー
チ
が
広
が
り
ま
す
。

海
水
浴
場
で
あ
る
サ
ザ
ン
ビ
ー
チ
は
、

夏
に
は
多
く
の
海
水
浴
客
で
に
ぎ
わ
い

ま
す
が
、
し
ば
し
ば
海
水
浴
と
は
別
の

お
客
さ
ま
が
訪
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
湾
で
は
珍
し
く
ウ
ミ
ガ
メ
が
産
卵

の
た
め
訪
れ
る
の
で
す
。
最
近
で
は
、

平
成
22
年
初
夏
の
深
夜
、
ウ
ミ
ガ
メ
が

来
浜
、
産
卵
し
た
と
の
連
絡
が
あ
り
、

市
は
市
民
と
協
力
し
て
24
時
間
体
制
で

約
２
カ
月
間
そ
の
卵
を
見
守
り
続
け
ま

し
た
。
そ
し
て
９
月
、
約
90
匹
の
ウ
ミ

ガ
メ
の
赤
ち
ゃ
ん
が
孵ふ

化
し
、
全
員

4

4

が

無
事
、
海
に
戻
れ
た
こ
と
を
確
認
い
た

し
ま
し
た
。
私
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
が
こ
の

地
を
ふ
る
さ
と
と
し
て
再
び
訪
れ
る
こ

と
を
願
い
、
こ
れ
か
ら
も
市
民
と
協
力

し
て
砂
浜
の
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

マ
ー
ブ
ル
ビ
ー
チ
は
、
大
理
石
の
小
石

が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
純
白
の
海
岸
で
あ

り
、
真
夏
日
に
訪
れ
る
と
、
海
岸
一
帯

は
海
と
空
の
青
に
映
え
て
ま
ぶ
し
い
ほ

ど
真
白
く
輝
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ
か

ら
見
え
る
夕
陽
は
、
関
空
島
と
飛
び
立

つ
飛
行
機
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
背
景
に
し
て

時
間
と
と
も
に
姿
を
変
え
、
自
然
が
織

り
な
す
素
晴
ら
し
さ
を
体
感
で
き
る
こ

と
か
ら「
日
本
の
夕
陽
百
選
」と「
恋
人
の

聖
地
」
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
隣
接
し

て
い
る
市
の
総
合
交
流
拠
点
施
設
「
せ
ん

な
ん
わ
く
わ
く
広
場
」
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で

は
、
多
く
の
家
族
や
恋
人
た
ち
が
夕
陽

を
眺
め
な
が
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ぜ
い

た
く
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

花
が
彩
る“
ハ
ナ
マ
チ
”

　

本
市
の
山
間
部
に
あ
る
農
業
公
園
「
泉

南
花
咲
き
フ
ァ
ー
ム
」に
、
平
成
25
年
春
、

英
国
の
デ
ビ
ッ
ド
・
オ
ー
ス
チ
ン
・
ロ
ー

ジ
ズ
社
が
世
界
で
２
カ
所
目
と
な
る
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
を
グ
ラ

ン
ド
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
こ
こ
は
、
関

西
国
際
空
港
や
市
街
地
か
ら
ア
ク
セ
ス

し
や
す
い
、
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ

り
、
現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
イ
ン

グ
リ
ッ
シ
ュ
ロ
ー
ズ
が
３
０
０
０
株
以

上
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
プ
ラ

ン
ツ
セ
ン
タ
ー
や
伝
統
的
な
イ
ン
グ

リ
ッ
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
ー
ム
が
順
次
建
設

さ
れ
、
訪
れ
た
人
々
が
そ
の
複
雑
で
芳

し
い
香
り
を
比
べ
な
が
ら
バ
ラ
の
美
し

さ
を
堪
能
で
き
る
、
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ロ
ー
ズ
の
ふ
る
さ
と
と
な
る
こ
と
を
心

よ
り
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
域
の
中
央
を
貫
く
熊
野
街

道
は
、
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
の
際
に

紀
州
徳
川
藩
が
利
用
し
、
沿
道
に
は
現

在
で
も
宿
泊
施
設
と
な
っ
た
信し

ん
だ
ち
し
ゅ
く

達
宿
が

所
在
す
る
な
ど
、
当
時
の
面
影
を
強
く

残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
信
達
宿
に
植
え

ら
れ
た
一
本
の
藤
の
苗
木
が
30
年
の
時

を
経
て
、
毎
年
４
月
に
は
４
万
を
超
え

る
花
房
を
付
け
る
ほ
ど
見
事
に
成
長
し
、

今
で
は
市
民
が
主
体
と
な
っ
て
「
信
達
宿

の
藤
ま
つ
り
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
幹

周
り
１
・
５
ｍ
、
枝
ぶ
り
が
27
㎡
に
ま
で

育
っ
た
見
事
な
藤
は
、「
見
上
げ
れ
ば
麗

し
、
見
下
ろ
せ
ば
雅み

や
び」
と
う
た
わ
れ
、
藤

ま
つ
り
の
期
間
中
、
小
さ
な
会
場
に

３
万
人
も
の
来
訪
者
が
訪
れ
る
ほ
ど
の

季
節
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
最
近

で
は
「
熊
野
街
道
花
あ
か
り
」
と
称
し
て

会
場
ま
で
の
順
路
に
ラ
ン
タ
ン
を
設
置

す
る
な
ど
、
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
熊
野
街
道
全
体
の
に
ぎ
わ
い
づ
く

り
へ
と
展
開
し
て
い
ま
す
。

世
界
へ
通
じ
る“
ソ
ラ
マ
チ
”

　

関
西
国
際
空
港
は
、
今
年
７
月
１
日

に
大
阪
国
際
（
伊
丹
）
空
港
と
経
営
統
合

し
、
こ
れ
か
ら
は
新
た
な
経
営
体
制
の

下
で
、
国
際
拠
点
空
港
と
し
て
の
再
生
、

強
化
を
目
指
し
、
国
際
競
争
力
の
強
化

と
と
も
に
Ｌ
Ｃ
Ｃ
拠
点
お
よ
び
国
際
貨

物
ハ
ブ
拠
点
と
し
て
の
機
能
強
化
な
ど

積
極
的
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

本
市
は
、
国
際
空
港
を
有
す
る
市
と

し
て
、
空
港
を
単
な
る
イ
ン
フ
ラ
で
は

な
く
地
域
の
資
源
、
ひ
い
て
は
観
光
の

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
活
用
を
検
討
す
る

な
ど
、
関
西
国
際
空
港
や
近
隣
市
町
と

協
働
し
て
空
港
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
で
、
海
上
空
港
と
い
う
特
性
に

起
因
す
る
リ
ス
ク
、
特
に
地
震
に
よ
る

津
波
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
る
空
港
の
孤
立

を
防
ぐ
た
め
、
空
港
へ
の
第
２
ア
ク
セ

ス
と
な
る
「
南
ル
ー
ト
」
実
現
構
想
を
掲

げ
て
い
ま
す
。
現
在
、
関
西
国
際
空
港

は
１
本
の
連
絡
橋
で
対
岸
部
と
結
ば
れ

て
い
る
た
め
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り

通
行
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
空
港
は

孤
島
と
な
り
そ
の
機
能
が
ま
ひ
す
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
国
際
拠
点
空
港

は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
そ
の
空
港
機

能
を
維
持
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で

あ
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点

か
ら
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
回
避
、
低
減

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
「
南
ル
ー
ト
」

の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

結
び
と
し
て

　

泉
南
市
は
、
海
や
山
と
い
う
恵
ま
れ

た
自
然
環
境
を
享
受
し
、
先
人
か
ら
豊

か
な
歴
史
文
化
を
継
承
し
つ
つ
、
関
西
国

際
空
港
を
有
す
る
臨
空
都
市
と
し
て
、

現
在
ま
で
そ
の
歩
み
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
私
は
、
先
人
た
ち
が
今
日
ま
で
歩
ん

で
き
た
軌
跡
を
た
ど
り
、
次
世
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
へ
資
産
と
し
て
引
継
ぎ
、

未
来
へ
紡
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

泉せ
ん
な
ん南
市（
大
阪
府
）

泉
南
市
長
　
向む

か

い井
通み

ち
ひ
こ彦

海
と
花
と
世
界
が
響
き
合
う
ま
ち 

泉
南

日本の国際拠点「関西国際空港」

世界で２カ所目となる公式イングリッシュローズガーデン

◆ 

面
積　
　

48
・
48
㎢

◆ 

人
口　
　

６
万
４
９
７
９
人

◆ 

世
帯
数　

２
万
５
２
４
８
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
水
・
緑
・
夢
あ
ふ
れ
る
生

活
創
造
都
市

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
恵
み
豊
か
で
「
茅ち

ぬ渟
の
海
」

と
呼
ば
れ
る
大
阪
湾
、
金
剛
生
駒
紀
泉
国

定
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
緑
豊
か
な
和

泉
山
脈
、
そ
し
て
世
界
へ
の
玄
関
口
で
あ

る
関
西
国
際
空
港
を
有
す
る
臨
空
都
市

〔
特
産
品
〕
た
ま
ね
ぎ
、
さ
と
い
も
、
ふ
き
、

水
な
す
、
あ
な
ご
、
泉
だ
こ
、
花
き
、
軍
手

〔
観
光
〕
林
昌
寺
庭
園
、
岡
中
の
大
樟
、
史

跡
海
会
寺
跡
、
長
慶
寺
、
金
熊
寺
の
梅
林
、

り
ん
く
う
タ
ウ
ン
、
せ
ん
な
ん
わ
く
わ
く

広
場
、
泉
南
市
農
業
公
園
花
咲
き
フ
ァ
ー

ム
、
サ
ザ
ン
ビ
ー
チ
、
マ
ー
ブ
ル
ビ
ー
チ
、

関
西
国
際
空
港

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
信
達
宿
の
藤
ま
つ
り
、
林
昌

寺
大
護
摩
供
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
つ
り
、
や
ぐ
ら

パ
レ
ー
ド

泉南市長

向井通彦

※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

大阪市

泉南市
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わが
を
語
る

市
は
じ
め
に

　

宮
崎
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る

西
都
市
は
、
宮
崎
市
街
地
か
ら
車
で
約

30
分
、
宮
崎
空
港
か
ら
約
40
分
の
と
こ

ろ
に
あ
る
歴
史
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
ま
ち

で
す
。
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
を
は
じ
め
と

し
た
多
く
の
プ
ロ
・
ア
マ
チ
ュ
ア
チ
ー
ム

の
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ン
プ
地
と
し
て
も
知

ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
プ
ロ
の
自
転
車

チ
ー
ム
を
誘
致
し
た
自
転
車
レ
ー
ス
事

業
の
計
画
も
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
大
地

で
生
産
さ
れ
る
農
畜
産
物
は
、
全
国
で

も
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
日
本
屈
指

の
食
料
供
給
基
地
と
し
て
安
全
・
安
心

な
農
産
物
を
全
国
に
出
荷
し
て
い
ま
す
。

代
表
的
な
農
産
物
は
ピ
ー
マ
ン
や
ス

イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
ニ
ラ
な
ど
の
施
設
野
菜

で
す
が
、
近
年
は
「
太
陽
の
た
ま
ご
」
の

ブ
ラ
ン
ド
名
で
知
ら
れ
る
マ
ン
ゴ
ー
の
生

産
が
盛
ん
に
な
り
、
本
市
を
代
表
す
る

農
産
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

山
間
部
で
生
産
さ
れ
、
九
州
一
の
生
産
量

を
誇
る
ユ
ズ
や
そ
の
加
工
品
、
良
質
な

水
と
甘か

ん
し
ょ藷
を
原
料
に
つ
く
ら
れ
る
焼
酎

も
お
土
産
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

元
気
な
日
本
の
ふ
る
さ
と“
西
都
”

　

平
成
23
年
３
月
に
策
定
し
た
『
第
４
次

西
都
市
総
合
計
画
』
で
は
、
本
市
が
市
民

と
協
働
し
て
進
め
る
西
都
づ
く
り
の
目

標
を「
元
気
な
日
本
の
ふ
る
さ
と“
西
都
”

〜
未
来
へ
と
勇
躍
す
る
『
食
』
創
生
都
市

を
目
指
し
て
〜
」
と
定
め
、
豊
か
な
大
地

の
恵
み
で
あ
る
安
全
で
お
い
し
い
農
畜

産
物
や
食
品
、
料
理
な
ど
、
西
都
市
が

持
つ
資
源
で
あ
る
「
食
」
を
通
じ
て
雇
用

の
創
出
や
地
域
の
活
性
化
を
図
り
、
市

民
や
訪
れ
る
人
々
に
癒
や
し
と
活
力
を

与
え
る
「“
食
”
創
生
都
市
」
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

そ
の
中
心
戦
略
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
「
食
創
生
戦
略
」
で
は
、
地
域
ぐ
る

み
で
農
村
環
境
の
保
全
、
環
境
と
調
和

し
た
農
畜
産
物
の
生
産
基
盤
・
技
術
の

研
究
な
ど
で
「
食
」
の
基
本
と
な
る
農
林

業
の
振
興
を
進
め
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ

た
安
全
・
安
心
な
農
畜
産
物
の
販
路
拡

大
や
加
工
す
る
企
業
の
誘
致
を
図
り
な

が
ら
、
本
市
で
生
み
出
さ
れ
た
「
農
」
に

よ
る
健
康
づ
く
り
、
生
き
が
い
づ
く
り
、

お
も
て
な
し
を
通
じ
た
観
光
交
流
に
活

用
す
る
な
ど
、「
食
」
の
連
携
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
食
」
に
関
す
る
産
業
を
有
機

的
に
連
携
さ
せ
た
６
次
産
業
化
を
図
り

な
が
ら
、
新
た
な
産
業
や
雇
用
の
創
出

を
推
進
し
、
大
地
の
恵
み
で
あ
る
「
食
」

の
力
を
戦
略
的
に
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
記
・
紀
」編
さ
ん
１
３
０
０
年

　

宮
崎
県
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』

に
記
さ
れ
た
わ
が
国
発
祥
に
ま
つ
わ
る

日
向
神
話
の
舞
台
で
あ
り
、
神
話
や
伝

統
文
化
、
史
跡
な
ど
が
数
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
年
は
古
事
記
編
さ
ん

１
３
０
０
年
、
ま
た
、
平
成
32
年
に
は

日
本
書
紀
編
さ
ん
１
３
０
０
年
と
い
う

歴
史
的
に
大
き
な
節
目
に
当
た
り
ま
す
。

ま
た
、
市
街
地
西
方
約
１
㎞
の
台
地
に

広
が
る
国
指
定
特
別
史
跡
「
西
都
原
古
墳

群
」
は
日
向
神
話
に
出
て
く
る
ニ
ニ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
御
陵

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
古
墳
を
は
じ
め

大
小
３
１
１
基
も
の
古
墳
が
点
在
し
て

い
ま
す
。
当
地
は
、
春
は
約
２
０
０
０

本
の
桜
と
約
30
万
本
の
菜
の
花
が
共
演

し
、
夏
に
は
口こ

う
て
い蹄

疫
の
復
興
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
約
２
０
０
万
本
の
ヒ
マ
ワ
リ
、

秋
に
は
約
３
０
０
万
本
の
コ
ス
モ
ス
が

咲
き
誇
り
、
年
間
約
１
０
０
万
人
の
観

光
客
が
訪
れ
る
県
内
で
も
有
数
の
観
光

地
で
す
。
ま
た
、
市
街
地
か
ら
都
萬
神

社
を
経
て
西
都
原
古
墳
群
に
向
か
う
経

路
に
は
、
現
在
「
記
・
紀
」
の
道
が
整
備

さ
れ
て
お
り
、
神
話
の
世
界
を
堪
能
で

き
ま
す
。

伊
東
満
所（
マ
ン
シ
ョ
） 

没
後
４
０
０
年
記
念
事
業

　

本
年
は
、
天
正
遣
欧
少
年
使
節
の
正

使
と
し
て
ロ
ー
マ
法
王
に
謁え

っ
け
ん見

し
た
伊

東
満
所（
マ
ン
シ
ョ
）没
後
４
０
０
年
と
い

う
節
目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。
駐
日
サ

ン
マ
リ
ノ
共
和
国
大
使
に
よ
る
記
念
講

演
会
や
、
歌
と
バ
ー
ジ
ナ
ル
演
奏
会
、

市
民
手
づ
く
り
の
マ
ン
シ
ョ
市
民
創
作

劇
の
上
演
、
西
都
市
教
育
文
化
祭
と
合

同
で
の
小
中
学
生
に
よ
る
美
術
コ
ン

ク
ー
ル
と
写
真
展
、
西
都
市
歴
史
民
俗

資
料
館
で
の
企
画
展
な
ど
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
市
民
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
作
成
や
、
平
成
遣
欧
少
年
使
節
ゆ
か

り
の
地
海
外
派
遣
事
業
で
イ
タ
リ
ア
な

ど
に
派
遣
さ
れ
た
中
学
生
の
感
想
文
集

を
作
成
予
定
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
関
連

事
業
と
し
て
、
市
内
各
小
中
学
校
で
マ

ン
シ
ョ
を
語
る
学
習
会
の
実
施
、
市
民

と
協
働
し
て
県
内
の
マ
ン
シ
ョ
ゆ
か
り

の
地
を
巡
る
ツ
ア
ー
の
開
催
、
ポ
ス
タ
ー

や
ワ
ッ
ペ
ン
、
シ
ー
ル
な
ど
の
作
成
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
都
於
郡
城
址
ま
つ
り
と

合
同
で
式
典
、
古
楽
器
と
都
於
郡
小
中

学
生
の
合
唱
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

演
奏
会
を
都
於
郡
城
跡
に
て
実
施
す
る

予
定
で
す
。

姉
妹
都
市
提
携
を
目
指
し
て

　

長
崎
県
西
海
市
は
、
天
正
遣
欧
少
年

使
節
の
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
生
誕
の
地
と

い
う
こ
と
で
、
本
市
と
天
正
遣
欧
少
年

使
節
ゆ
か
り
の
地
を
き
っ
か
け
と
し
た

交
流
を
行
っ
て
い
る
長
崎
県
の
４
市
１

町
（
大
村
市
・
西
海
市
・
南
島
原
市
・
雲

仙
市
・
波
佐
見
町
）
の
１
つ
で
す
。
市
の

名
称（
国
内
に
は
、
頭
に「
西
」と
書
い
て

「
サ
イ
」
と
読
む
市
が
３
市
あ
る
。
愛
媛

県
西
条
市
、
長
崎
県
西
海
市
、
本
市
）
や

市
の
木「
ヤ
マ
モ
モ
」、
市
の
鳥「
ウ
グ
イ

ス
」、
そ
し
て
人
口
規
模
、
財
政
状
況
、

さ
ら
に
畜
産
も
盛
ん
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

本
市
と
類
似
点
が
多
く
あ
り
、
両
市
の

振
興
発
展
を
目
指
し
て
姉
妹
都
市
提
携

を
展
望
し
た
相
互
交
流
を
行
っ
て
い
く

こ
と
に
な
り
、
平
成
23
年
10
月
に
相
互

交
流
協
定
を
提
携
し
て
交
流
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
今
後
の
計
画
と
し
て
は
、

今
年
11
月
に
予
定
し
て
い
る
伊
東
マ
ン

シ
ョ
没
後
４
０
０
年
記
念
事
業
の
時
期

に
姉
妹
都
市
提
携
の
調
印
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

終
わ
り
に

　

私
は
今
後
も
、
市
民
が
「
幸
せ
」
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
西
都
市
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も

市
民
と
と
も
に
「
元
気
な
日
本
の
ふ
る

さ
と
西
都
」の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い
り

ま
す
。

西さ

い

と都
市（
宮
崎
県
）

西
都
市
長
　
橋は

し

だ田
和か

ず

み実

市
民
や
観
光
客
に
癒
や
し
と
活
力
を
与
え
る

「“
食
”創
生
都
市
」を
目
指
し
て

鬼の窟とコスモス（西都原古墳群）

西都古墳まつり（炎の祭典）

◆ 

面
積　
　

４
３
８
・
56
㎢

◆ 

人
口　
　

3
万
３
１
３
５
人

◆ 

世
帯
数　

１
万
３
８
６
８
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
元
気
な
日
本
の
ふ
る
さ
と

“
西
都
”

〔
特
産
品
〕
ピ
ー
マ
ン
、ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、

に
ら
、
マ
ン
ゴ
ー
、
西
都
牛
、
ユ
ズ

〔
観
光
〕
西
都
原
古
墳
群
、
都
於
郡
城
跡
、

都
萬
神
社
、
銀
鏡
神
社
、
宮
崎
県
立
考
古

博
物
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
西
都
原
こ
の
は
な
マ
ラ
ソ
ン

大
会
、
西
都
花
祭
り
、
西
都
古
墳
ま
つ
り
、

銀
鏡
神
楽
、
下
水
流
臼
太
鼓
踊
、
有
楽
椿

ま
つ
り
、
西
都
市
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会

西都市長

橋田和実

※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

宮崎市

西都市


