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地域の文化資源
「城」を活用したまちづくり

市 長 座 談 会

　

ま
ち
の
魅
力
を
高
め
る
歴
史
的
・
文
化

的
資
源
の
一
つ
で
あ
る
「
城
」。
明
治
初
期

に
取
り
壊
さ
れ
た
城
も
多
数
あ
り
ま
す

が
、
後
年
に
な
り
、
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド

に
つ
な
が
る
資
源
と
し
て
、
天
守
の
復
元

な
ど
を
進
め
た
都
市
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
か
つ
て
の
城
下
町
を
中
心
に
、
現
在

の
中
心
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
都
市

も
多
く
、
に
ぎ
わ
い
創
出
の
核
と
し
て
、

城
を
会
場
と
し
た
地
域
イ
ベ
ン
ト
や
各
種

行
事
が
数
多
く
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
城
を
後
世
に
継
承
す
べ
く
、
保
存
・

修
理
な
ど
の
事
業
を
計
画
的
に
進
め
る
自

治
体
も
多
数
あ
り
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
、
城
を
活
用
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
石
井
・
行
田
市
長
、
樋
口
・

甲
府
市
長
、
松
浦
・
松
江
市
長
、
黒
田
・

平
戸
市
長
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
の
城
の
成
り
立
ち
や
ま
ち
づ
く
り
の

内
容
、
城
を
生
か
し
た
観
光
施
策
、
シ

ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
に
向
け
た
取
り

組
み
な
ど
、
幅
広
く
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は

一
部
省
略
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
感
染
症
防
止
用
の
ア
ク

リ
ル
パ
ネ
ル
を
使
用
し
て
い

る
た
め
、
一
部
写
真
に
映
り

込
み
が
あ
り
ま
す
）

樋
ひ ぐ ち

口 雄
ゆ う い ち

一
甲
こ う ふ

府市長（山梨県）

石
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井 直
な お ひ こ

彦
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ぎょうだ

田市長（埼玉県）

松
ま つ う ら

浦 正
ま さ た か

敬
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黒
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城
と
と
も
に
成
長
す
る
ま
ち
へ

大
谷　

地
域
を
代
表
す
る
歴
史
的
な
資
源
と
し
て
、
多

様
な
活
用
が
図
ら
れ
て
い
る「
城
」。
近
年
は
、
城
巡
り

が
ブ
ー
ム
と
な
る
な
ど
、
観
光
資
源
と
し
て
も
大
き
な

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
の
特
徴
や
城
を
活
用
し

た
ま
ち
づ
く
り
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

石
井　

行
田
市
に
は
関
東
七
名
城
の
一
つ
で
、
15
世
紀

後
半
に
北
武
蔵
の
武
将
・
成
田
氏
が
築
城
し
た
「
忍
お
し
じ
ょ
う城

址し

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
忍
城
は
、
戦
国
時
代
末
期
、

豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
に
伴
う
攻
城
戦
で
、
石
田
三

成
が
率
い
る
大
軍
を
わ
ず
か
な
兵
で
退
け
た
と
い
う
史

実
が
残
る
城
で
す
。
石
田
軍
の
水
攻
め
に
耐
え
抜
い
た

こ
と
か
ら
、
別
名「
浮
き
城
」と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
逸
話

は
今
な
お
市
民
の
誇
り
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

忍
城
は
明
治
６
年
に
廃
城
と
な
り
、
競
売
に
掛
け
ら

れ
た
後
、
解
体
の
憂
き
目
に
遭
い
ま
し
た
が
、
昭
和
63

年
に
御ご
さ
ん
か
い
や
ぐ
ら

三
階
櫓
を
再
建
。
内
部
は
行
田
市
郷
土
博
物
館

の
展
示
室
と
し
て
活
用
さ
れ
、
行
田
の
歴
史
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内
に
は
、
忍
城
の
他
に
も
、

東
日
本
随
一
の
規
模
を
誇
り
、
国
の
特
別
史
跡
に
も
指

定
さ
れ
た「
埼さ
き
た
ま玉

古
墳
群
」な
ど
、
古
代
か
ら
現
代
に
至

る
歴
史
、
文
化
遺
産
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

行
田
市
で
は
市
の
中
心
部
に
位
置
す
る
忍
城
を
核

に
、
こ
れ
ら
の
観
光
資
源
を
最
大
限
に
生
か
し
な
が

ら
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
回
遊
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め

の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

樋
口　

甲
府
市
は
武
田
信の
ぶ
と
ら虎
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
居
館

「
武た
け
だ
し
や
か
た
あ
と

田
氏
館
跡
」、
そ
の
詰つ

め
じ
ろ城

と
し
て
築
か
れ
た
山
城

「
要
害
山
城
」、
武
田
氏
滅
亡
後
、
豊
臣
秀
吉
配
下
の
浅

野
長
政
ら
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
「
甲
府
城
跡
」（
舞
鶴

城
公
園
）と
、
三
つ
の
城
郭
施
設
を
有
す
る
ま
ち
で
す
。

ま
た
、
昨
年（
令
和
元
年
）は
信
虎
が
居
館
を
築
き
、
城

下
町
の
整
備
に
着
手
し
て
か
ら
５
０
０
年
、
来
年
（
令

和
３
年
）
は
武
田
信
玄
公
の
生
誕
か
ら
５
０
０
年
と
、

歴
史
的
な
節
目
の
時
期
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
甲
府
市

で
は
平
成
28
年
か
ら
５
年
間
に
わ
た
り
「
こ
う
ふ
開
府

５
０
０
年
記
念
事
業
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
先
人
た

ち
が
築
き
上
げ
た
多
様
な
歴
史
・
文
化
を
学
び
、
今
そ

し
て
未
来
の
甲
府
を
考
え
る
機
会
と
す
る
た
め
の
事
業

で
す
。
こ
れ
ま
で
市
民
・
企
業
・
団
体
が
一
丸
と
な
っ

て
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
き
た
ほ
か
、
武
田
氏
３

代
の
歴
史
を
伝
え
る
「
甲
府
市
武
田
氏
館
跡
歴
史
館
」

（
信
玄
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）も
整
備
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
甲
府
市
で
は
、
甲
府
城
周
辺
地
域
の
回
遊
機

能
の
向
上
と
誘
客
促
進
な
ど
を
目
的
に
、
山
梨
県
と
共

同
で「
甲
府
城
周
辺
地
域
活
性
化
実
施
計
画
」を
策
定
し

ま
し
た
。
現
在
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
甲
府
城
周
辺
の

観
光
資
源
を
つ
な
ぐ
回
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
や
、

甲
府
城
南
エ
リ
ア
の
開
発
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

松
浦　

松
江
城
は
、
戦
国
武
将
・
堀
尾
吉
晴
の
手
に

よ
っ
て
、
慶
長
12
年
（
１
６
０
７
年
）
か
ら
同
16
年

（
１
６
１
１
年
）に
か
け
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
の
初

め
に
廃
城
令
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
地
元
の
有
志
に
よ

り
買
い
戻
さ
れ
た
こ
と
か
ら
取
り
壊
し
を
免
れ
、
今
な

忍城を核に地域資源を
最大限に生かしながら、
ＤＭＯを中心とした
「稼げる観光」を
確立させたいですね。

石井 直彦
行田市長（埼玉県）

昭和63年に再建された忍城・御三階櫓（行田市）
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お
江
戸
期
の
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
松
江
は

松
江
城
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
ま
ち
で
、
掘
割
や
町

並
み
を
含
め
、
か
つ
て
の
城
下
町
の
構
造
が
今
で
も
色

濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
前
は「
国
宝
」に
指
定
さ
れ
て
い
た
松
江
城
で
し
た

が
、
戦
後
、
文
化
財
保
護
法
の
成
立
で
、
国
宝
指
定
の

基
準
が
変
わ
り
、「
重
要
文
化
財
」へ
の
指
定
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成
24
年
に
行
っ
た
市
史

編
さ
ん
事
業
に
伴
う
基
礎
調
査
に
お
い
て
、
祈き
と
う
ふ
だ

祷
札
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
江
戸
初
期
の
建
築
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
、
平
成
27
年
、
悲
願
の
国
宝
再
指
定
に
至

り
ま
し
た
。

　

松
江
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
天
守
の
耐
震
対
策
や
石
垣

修
理
、
防
火
対
策
な
ど
、
城
内
の
整
備
に
力
を
入
れ
て

き
ま
し
た
。
加
え
て
、
歴
史
的
建
造
物
の
保
全
継
承
、

良
好
な
景
観
形
成
の
創
出
な
ど
、
城
下
町
の
整
備
に
も

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
23
年
に
松
江

開
府
４
０
０
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
松
江
の
歴
史
を

生
か
し
た〝
ま
ち
づ
く
り
〟と
そ
れ
を
担
う〝
ひ
と
づ
く

り
〟
を
進
め
る
た
め
、
平
成
19
年
か
ら
５
年
間
に
わ
た

り「
松
江
開
府
４
０
０
年
祭
」を
開
催
し
ま
し
た
。

黒
田　

平
戸
松
浦
氏
26
代
当
主
の
松
浦
鎮し
げ
の
ぶ信

公
（
平
戸

藩
初
代
藩
主
）
は
、
慶
長
４
年
（
１
５
９
９
年
）、
平
戸

城
の
前
身
と
な
る
日ひ

の
岳た

け

城
を
築
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
翌
年
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
東
軍
が
勝
利
し
た

こ
と
を
受
け
て
、
自
ら
城
を
焼
き
払
い
ま
す
。
豊
臣
秀

吉
と
親
交
が
あ
っ
た
自
身
に
対
す
る
家
康
の
疑
念
を

払ふ
っ
し
ょ
く

拭
す
る
た
め
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後

90
年
も
の
間
、
御お
た
ち舘
に
構
え
た
居
宅
を
政
庁
と
し
て
用

い
ま
し
た
。
や
が
て
、
幕
府
の
信
頼
を
勝
ち
得
た
５
代

藩
主
松
浦
棟た
か
し
公
が
再
築
城
の
許
可
を
得
て
、
享き

ょ
う
ほ
う保
３

年（
１
７
１
８
年
）に
平
戸
城
を
築
城
。
他
の
多
く
の
城

と
同
様
、
明
治
初
期
に
廃
城
と
な
っ
た
も
の
の
、
戦
後

に
な
っ
て
城
の
再
建
を
望
む
声
が
高
ま
り
、
昭
和
37
年

に
市
が
天
守
と
櫓
を
復
元
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
60
年
近
く
が
経
過
し
た
現
在
、
平
戸
市
で

は
市
の
未
来
像「
夢
あ
ふ
れ
る 
未
来
の
ま
ち 

平
戸
」の

実
現
に
向
け
て
策
定
し
た「
シ
ン
・
平
戸
創
生
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
に
基
づ
き
、
こ
の
平
戸
城
の
積
極
活
用
を
進
め

て
い
ま
す
。
老
朽
化
し
た
各
施
設
の
長
寿
命
化
を
図
る

大
規
模
改
修
に
加
え
、
海
に
面
し
た
懐
か
い
じ
ゅ
う
や
ぐ
ら

柔
櫓
の
宿
泊
施

設
化
に
向
け
て
、
改
装
工
事
も
進
め
ま
し
た
。
日
本
初

の「
泊
ま
れ
る
城
」、
い
わ
ゆ
る「
城し
ろ
は
く泊

」と
し
て
、
来
年

（
令
和
3
年
）４
月
の
開
業
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

城
が
も
た
ら
す
活
性
化
効
果

大
谷　

各
都
市
と
も
城
を
活
用
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
は
次
に
、
城
を
ど
の
よ
う
に
地
域
活
性
化
に
結
び
付

け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

石
井　

地
域
の
伝
統
産
業
で
あ
る「
行
田
足
袋
」が「
伝

統
的
工
芸
品
」
に
指
定
さ
れ
た
の
が
昨
年
（
令
和
元
年
）

の
11
月
、
市
内
の
埼
玉
古
墳
群
が
国
の
特
別
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
の
が
今
年（
令
和
２
年
）の
３
月
。
二
つ
の
指

定
を
追
い
風
に
、
今
年
は
地
域
を
大
い
に
盛
り
上
げ
る

市民に地域への愛着・誇りを
持ってもらうためにも、
まずは地域の歴史を
知っていただくことが重要です。

樋口 雄一
甲府市長（山梨県）

甲府城跡（舞鶴城公園）と霊峰富士（甲府市）
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絶
好
の
機
会
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
思
い
通

り
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
行
田
市
に
は
こ
う
し
た

歴
史
資
源
以
外
で
も
、「
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
」や「
フ
ラ
ワ
ー

ア
ー
ト
」、
さ
ら
に
は
42
種
類
約
12
万
株
の
蓮
の
花
が

咲
き
誇
る「
古
代
蓮は
す

の
里
」な
ど
、
通
年
で
楽
し
め
る
魅

力
的
な
資
源
が
豊
富
で
す
。
コ
ロ
ナ
収
束
後
は
、
市
民

は
も
と
よ
り
、
多
く
の
観
光
客
に「
ま
ち
歩
き
」を
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
、
地
域
振
興
に
つ
な
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

樋
口　

甲
府
市
最
大
の
祭
り
は
、
４
月
初
旬
に
開
催
さ

れ
る「
信
玄
公
祭
り
」で
す
。
市
内
外
か
ら
約
１
５
０
０

人
も
の
甲か
っ
ち
ゅ
う冑を

身
に
着
け
た
軍
勢
が
中
心
市
街
地
を
練

り
歩
く「
武
者
行
列
」が
人
気
で
、
毎
年
、
海
外
を
含
め

多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。
ま
た
、
舞
鶴
城
公
園
を

舞
台
に
、
８
月
に
開
催
す
る「
小
江
戸
甲
府
の
夏
祭
り
」

も
新
た
な
夏
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
甲
府
市
は
、
南
に
富
士
山
、
北
に
八
ヶ
岳
、

西
に
南
ア
ル
プ
ス
と
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
「
山
の

都
」
で
あ
り
、
国
内
外
か
ら
多
く
の
登
山
客
が
訪
れ
ま

す
。
ま
た
、
ワ
イ
ン
文
化
も
根
付
い
て
い
ま
す
。
首
都

圏
に
近
い
地
域
性
を
生
か
し
、
マ
イ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム

の
定
着
を
図
る
一
方
で
、
令
和
９
年
の
リ
ニ
ア
中
央
新

幹
線
の
開
業
に
向
け
て
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
振
興

に
も
力
を
注
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

松
浦　

あ
る
歴
史
作
家
が
、「
歴
史
や
文
化
の
裏
付
け

が
な
い
観
光
は
、
浅
薄
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
」
と
い
う
話
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
も

そ
の
意
見
に
賛
成
で
す
。
実
際
、
松
江
市
で
は
桜
開
花

時
の
「
お
城
ま
つ
り
」、
堀
を
小
船
で
巡
る
「
堀
川
遊
覧

船
」
な
ど
、
松
江
城
や
そ
の
城
下
町
を
生
か
し
た
観
光

を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
地
域
に
根
付
い
た
歴
史
文
化

こ
そ
が
、
松
江
ら
し
さ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
観

光
資
源
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
歴
史
文
化
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
効
果

的
に
進
め
る
た
め
、「
都
市
計
画
」と「
文
化
財
保
護
」を

一
体
的
に
扱
う「
歴
史
ま
ち
づ
く
り
部
」を
新
設
す
る
な

ど
、
市
役
所
の
組
織
改
編
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

黒
田　

王
族
や
貴
族
の
城
を
宿
泊
施
設
と
し
て
利
活
用

し
た
観
光
は
、
欧
米
で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、

平
戸
市
で
も
平
成
29
年
に
運
営
会
社
と
共
同
で
、
平
戸

城
天
守
に
無
料
で
１
泊
す
る
カ
ッ
プ
ル
を
募
集
す
る

「
平
戸
城
キ
ャ
ッ
ス
ル
ス
テ
イ
無
料
宿
泊
イ
ベ
ン
ト
」を

実
施
し
た
と
こ
ろ
、
国
内
外
か
ら
約
７
４
０
０
組
の
応

募
が
あ
り
、
そ
の
５
割
強
が
海
外
か
ら
で
し
た
。

　

こ
れ
が
決
め
手
と
な
っ
て
、
欧
米
を
中
心
と
し
た
富

裕
者
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
平
戸
城
・
懐
柔
櫓
を
一
晩

貸
し
切
り
で
泊
ま
れ
る
、
常
設
の「
城
泊
」施
設
の
開
業

に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
定
員
は
１
日
１
組
５

人
ま
で
で
、
宿
泊
費
の
上
限
は
1
泊
60
万
円
を
設
定
。

フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
お
も
て
な
し
を
テ
ー
マ
に
、
体

験
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
も
図
り
な
が
ら
、
付
加
価
値
の
高

い
観
光
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

城
が
郷
土
に
対
す
る
誇
り
を
育
て
る

大
谷　

城
は
ま
ち
の
顔
で
あ
り
、
地
域
の
成
り
立
ち
を

市
民
に
伝
え
る
貴
重
な
資
源
で
す
。
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ

ド
の
醸
成
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

江戸時代の姿をとどめる松江城天守（松江市）

フランス・ボルドー市の
取り組みを参考に、
松江城をはじめ、
公共空間の活用を
推進していきたいですね。

松浦 正敬
松江市長（島根県）
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石
井　

大
人
へ
の
意
識
醸
成
も
大
切
で
す
が
、
ま
ず
は

子
ど
も
た
ち
へ
の
働
き
掛
け
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
遠
足
を
は
じ
め
と
し
た
学
校
行
事
を
通
じ
て
、
小

学
生
や
中
学
生
に
、
地
域
の
歴
史
遺
産
に
触
れ
て
も
ら

い
、
ゆ
く
ゆ
く
は
中
学
生
に
観
光
ガ
イ
ド
を
担
っ
て
も

ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。
そ
う
し
た
取
り
組
み
を

積
み
重
ね
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
地
域
に
対
す
る
愛

着
や
誇
り
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

樋
口　

市
民
に
地
域
へ
の
愛
着
・
誇
り
を
持
っ
て
も
ら

う
た
め
に
も
、
ま
ず
は
地
域
の
歴
史
を
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
重
要
で
す
。
現
状
は
、
地
域
の
中
で
あ
ま
り

に
信
玄
公
の
存
在
が
大
き
い
た
め
か
、「
甲
府
城
は
信

玄
公
が
築
い
た
城
」
と
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
市
民
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、「
こ
う
ふ
開
府
５
０
０
年
記
念
事
業
」で
は
、

市
民
自
ら
が
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
再
認
識
す
る
機
会

を
つ
く
ろ
う
と「
私
の
地
域
・
歴
史
探
訪
事
業
」を
行
い

ま
し
た
。
自
治
会
連
合
会
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
区
の

大
人
と
子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
地
域
を
散
策
し
、
史
跡

の
由
来
な
ど
を
調
べ
た
り
す
る
事
業
で
、
３
年
余
り
の

間
に
、
全
31
地
区
で
取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

松
浦　

歴
史
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
、
そ
の
基
盤

と
な
る
の
が
、
地
域
に
対
す
る
市
民
の
愛
着
や
誇
り
で

す
。
松
江
市
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
根
付
い
て
い
る
茶

の
湯
の
文
化
と
産
業
を
守
る
た
め
に
、「
松
江
市
茶
の

湯
条
例
」を
制
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
来
年（
令
和
３
年
）

４
月
施
行
を
目
指
し
、
茶
の
湯
に
限
ら
ず
、
松
江
に
根

付
く
文
化
全
体
ま
で
範
囲
を
広
げ
た
「
松
江
の
文
化
力

を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
条
例
」の
制
定
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

黒
田　

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
の
前
提
と
な
る
の

は
市
民
の
一
体
感
で
す
が
、
平
戸
市
に
お
い
て
、
こ
れ

は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
す
。
平
戸
市
は
複
数
の
島
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
本
島
自
体
も
南
北

に
長
い
構
造
で
、
集
落
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
地
域
性
も
あ
り
、
市
民
の
一
体
感
は
な
か
な
か
根
付

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
状
況
を
一
変
さ
せ
る
た
め
に
も
、「
城
泊
」
の
取

り
組
み
を
何
と
か
成
功
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
市
外
の
人
か
ら
評
価
を
受
け
、
ま
ち
の
注
目
度

も
上
が
る
こ
と
で
、
多
く
の
市
民
が
改
め
て
平
戸
城
の

素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
、
市
の
一
体
感
が
育
ま
れ
る
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
地
域
に
対
す
る
誇
り
が
醸
成
さ

れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
変
化
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

松
浦　

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、

市
民
主
体
の
活
動
を
い
か
に
活
発
な
も
の
に
す
る
か
、

と
い
う
問
題
も
重
要
で
す
。
松
江
市
で
は
、
国
宝
指
定

５
周
年
を
迎
え
た
今
年
、
市
民
の
手
で
松
江
城
を
保

存
・
活
用
・
継
承
す
る
た
め
、「
松
江
城
を
守
る
会
」を

設
立
し
ま
し
た
が
、
悲
願
だ
っ
た
国
宝
指
定
を
実
現
さ

せ
た
後
で
も
あ
り
、
な
か
な
か
具
体
的
な
活
動
を
見
い

出
せ
な
い
で
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
今
、
期
待
を
掛
け
て
い
る
の
が
、

既
存
の
市
民
団
体
と
の
連
携
で
す
。
既
に
実
績
が
あ
る

海外の富裕者層をターゲットに、
平戸城・懐柔櫓を
一晩貸し切りで泊まれる

「城泊」の取り組みを進めます。

黒田 成彦
平戸市長（長崎県）

城泊施設として令和3年春開業予定の平戸城・懐柔櫓（中央）。左は天守、右は見奏櫓（平戸市）
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市 長 座 談 会 地域の文化資源「城」を活用したまちづくり

の
で
す
が
、
市
内
の
環
境
団
体
が「
松
江
城
を
守
る
会
」

と
連
携
す
る
形
で
、
松
江
城
を
テ
ー
マ
に
し
た
学
習
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
双
方
が
松
江
城
の

歴
史
と
環
境
を
学
ぶ
こ
と
で
、
環
境
団
体
と
し
て
も
活

動
内
容
が
広
が
り
、
守
る
会
と
し
て
も
新
た
に
活
動
の

展
望
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
双
方
で
メ
リ
ッ
ト

を
確
認
で
き
ま
し
た
。
こ
の
取
り
組
み
を
ヒ
ン
ト
に
、

今
後
も
守
る
会
と
他
の
既
存
団
体
の
連
携
を
促
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
展
望
す
る

大
谷　

最
後
に
今
後
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
、
各
市
長

の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

石
井　

行
政
主
導
で
は
な
く
、
民
間
主
導
の
「
稼
げ
る

観
光
」
を
確
立
さ
せ
た
い
で
す
ね
。
利
益
を
上
げ
ら
れ

る
か
ら
こ
そ
、
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
の
取
り
組
み
も
長

続
き
が
す
る
し
、
地
域
に
雇
用
も
生
ま
れ
ま
す
。
Ｄ
Ｍ

Ｏ
を
中
心
と
し
た
、
持
続
可
能
な
観
光
振
興
を
地
域
に

根
付
か
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

樋
口　

甲
府
市
で
は
、
甲
府
城
南
エ
リ
ア
に
「
子
ど
も

屋
内
運
動
遊
び
場
」を
来
年（
令
和
３
年
）４
月
に
オ
ー

プ
ン
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。「
こ
ど
も
最
優
先
の
ま

ち
」
の
実
現
に
向
け
た
、
子
育
て
・
子
育
ち
支
援
の
一

環
と
し
て
の
取
り
組
み
で
す
が
、
親
子
で
遊
び
場
を
訪

れ
る
こ
と
で
、
地
域
の
歴
史
資
源
で
あ
る
甲
府
城
跡
に

お
の
ず
と
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
う
し

た
施
策
も
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
一
人
一
人
の
市
民
が

自
ら
の
言
葉
で
、
郷
土
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
し
た
地
域
を
つ
く
り
上
げ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

松
浦　

平
戸
市
で
は
、
平
戸
城
を
積
極
的
に
活
用
す
る

と
の
こ
と
で
す
が
、
私
も
公
共
空
間
の
利
活
用
を
活
発

に
進
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
参
考
に
な
っ
た

の
が
、
視
察
で
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
・
ボ
ル
ド
ー
市
の
取

り
組
み
で
す
。
ボ
ル
ド
ー
市
で
は
、
河
川
敷
の
空
間
を

公
的
団
体
に
委
託
し
、
そ
の
団
体
が
河
川
敷
の
活
用
を

望
む
個
人
・
団
体
に
貸
し
出
す
仕
組
み
を
構
築
し
て
い

ま
し
た
。
こ
の
ボ
ル
ド
ー
市
の
仕
組
み
を
参
考
に
、
松

江
城
を
は
じ
め
、
ま
ち
な
か
の
公
共
空
間
の
活
用
を
具

体
的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

黒
田　

本
日
、
座
談
会
に
参
加
し
た
こ
の
４
市
以
外
に

も
、
城
を
持
つ
都
市
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
全
国
市
長

会
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
城
自
慢
を
繰
り
広
げ
る

機
会
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
自
体

が
国
内
の
一
体
感
の
醸
成
に
つ
な
が
る
し
、「
似
て
非

な
る
」
各
地
の
城
郭
を
比
べ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
盛
り
上
が
る
な
ど
、
相
乗
効
果
も
出
る

で
し
ょ
う
。
城
を
テ
ー
マ
と
し
た
、
都
市
間
連
携
に
も

つ
な
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

大
谷　

本
日
は
城
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
テ
ー
マ

に
、
活
発
に
ご
議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
。
城
は
地
域
を

活
性
化
す
る
観
光
資
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
将
来
世
代
を
含
め
、
地
域
に
対
す

る
市
民
の
誇
り
・
愛
着
に
も
つ
な
げ
ら
れ
る
重
要
な
地

域
資
源
で
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
地
方
行
政
を
見
据
え
る
と
、
財
政
的
に
も
、

人
材
的
に
も
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
で
地
域
経
営
を
行
わ

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
条
件
の
下
で
も
、

質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
幅

広
い
市
民
と
の
協
働
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
。
地
域
へ
の

強
い
思
い
を
持
ち
、
主
体
的
に
ま
ち
に
関
わ
る
市
民
を

一
人
で
も
増
や
し
て
い
く
。
城
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く

り
は
、
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
市
民
を
育
む
意
味

で
も
、
重
要
な
政
策
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
今
後
も
、

市
民
と
と
も
に
城
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
２
年
11
月
11
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
３
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

大谷 基道
獨協大学法学部教授


