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わが
を
語
る

市
目
指
せ
！
日
本
一
暮
ら
し 

や
す
い
ま
ち
を

　

多
賀
城
市
は
、
宮
城
県
の
ほ
ぼ
中

央
、
太
平
洋
岸
に
位
置
し
、
政
令
指
定

都
市
の
仙
台
市
や
漁
港
で
有
名
な
塩
竈

市
、
日
本
三
景
の
松
島
町
に
隣
接
し
て

い
ま
す
。
土
地
は
お
お
む
ね
平
た
ん

で
、
過
ご
し
や
す
く
、
住
宅
都
市
と
し

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

面
積
は
小
さ
な
市
の
部
類
に
属
し
ま

す
が
、
北
関
東
以
北
で
は
、
第
１
位
の

人
口
密
度
を
誇
り
ま
す
。

「
多
賀
城
」の
由
来

　

本
市
の
名
前
は
、神
亀
元
年（
７
２
４

年
）に
創
建
さ
れ
、
陸む

つ奥
国
府
が
置
か

れ
る
な
ど
、
古
代
東
北
の
政
治
・
文
化

の
中
心
と
し
て
繁
栄
し
た「
多
賀
城
」

に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
名
は
、「
賀
よ
ろ
こ

び
多
き
城
」と
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
東
北
の
安
寧
を
願
っ
て
造
ら
れ

た
城
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
年
誕
生
１
５
０
周
年
を

迎
え
た
宮
城
県
の
県
名
の
由
来
の
一
つ

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
あ

る
多
賀
城
跡
は
平
城
宮
跡
、
大だ
ざ
い
ふ

宰
府
跡

と
共
に
日
本
三
大
史
跡
に
数
え
ら
れ
、

遺
跡
の
国
宝
と
も
言
う
べ
き「
特
別
史

跡
」に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
多
賀
城
の
創
建
を
刻
む
多
賀

城
碑（
重
要
文
化
財
）
は
、
多
賀
城
と

い
う
名
を
記
し
た
最
古
の
資
料
で
あ

り
、
そ
の
歴
史
的
価
値
や
学
術
的
価
値

は
も
と
よ
り
、
古
代
日
本
、
ひ
い
て
は

古
代
東
ア
ジ
ア
情
勢
を
映
し
出
す
鏡
と

し
て
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。

黒
く
輝
く
特
産
品「
古
代
米
」

　

特
別
史
跡
多
賀
城
跡
や
周
辺
の
遺
跡

か
ら「
黒こ
く
し
ょ
う
ま
い

舂
米
」
と
書
か
れ
た
木
簡
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
木
簡
は
米
袋

に
付
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
地

で
遠
い
昔
か
ら
米
を
作
付
け
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
ま
す
。
こ
の
歴

史
的
な
背
景
を
受
け
、
現
在
で
は
稲
の

原
種
に
近
い「
古
代
米
」
と
い
う
お
米

を
、
多
賀
城
市
の
特
産
品
と
し
て
認
定

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
多
賀
城
碑
の
す
ぐ
近
く
の
水

田
で
は
、
近
辺
の
小
学
校
の
５
年
生
が

古
代
米
の
体
験
学
習
を
行
っ
て
い
ま

す
。
多
賀
城
の
歴
史
を
肌
で
感
じ
る
こ

と
で
視
野
が
広
が
り
、
郷
土
へ
の
理
解

と
愛
着
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昔
か
ら
栽
培
し
て
い
た
と
さ

れ
る
古
代
米
の
稲
作
体
験
を
通
じ
て
、

食
の
文
化
を
知
り
、
食
の
大
切
さ
を
学

ぶ
こ
と
で
、
そ
の
経
験
を
未
来
へ
つ
な

い
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

創
造
的
復
興「
東
北
随
一
の 

文
化
交
流
拠
点
」

　

平
成
23
年
３
月
11
日
東
日
本
大
震
災

か
ら
11
年
が
過
ぎ
、
今
で
こ
そ
穏
や
か

な
暮
ら
し
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す

が
、
当
時
の
被
害
は
、
市
域
の
３
分
の

１
が
大
津
波
に
よ
っ
て
浸
水
。
犠
牲
と

な
ら
れ
た
市
民
の
方
々
は
１
５
６
名
、

住
家
被
害
は
１
万
戸
を
超
え
、
い
た
る

と
こ
ろ
が
大
量
の
ガ
レ
キ
に
よ
っ
て
埋

め
尽
く
さ
れ
、
一
時
は
１
万
２
０
０
０

人
を
超
え
る
方
々
が
避
難
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。

多
賀
城
創
建
１
３
０
０
年
を
契
機
と
し
て

多た
が
じ
ょ
う

賀
城
市（
宮
城
県
）�
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重要な政務や儀式が行われた多賀城政庁跡
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現
在
ま
で
、
全
国
各
地
の
皆
さ
ま
か

ら
の
ご
支
援
と
ご
協
力
に
支
え
ら
れ
、

市
民
一
丸
と
な
っ
て
、
震
災
前
よ
り
も

良
い
ま
ち
に
す
る
た
め
、「
第
六
次
多

賀
城
市
総
合
計
画
」に
掲
げ
る
将
来
都

市
像「
日
々
の
よ
ろ
こ
び
ふ
く
ら
む
ま

ち　

史
都　

多
賀
城
」の
実
現
に
向
け

て
、
創
造
的
復
興
の
歩
み
を
進
め
て
い

ま
す
。
文
化
の
チ
カ
ラ
に
よ
っ
て
結
び

つ
い
た
市
民
の
自
発
的
活
動
が
ま
ち
へ

の
誇
り
や
愛
着
を
育
み
、
そ
れ
が
真
に

豊
か
な
ま
ち
を
創
る
と
の
信
念
の
下
、

多
く
の
方
が
集
い
、
交
流
し
、
新
た
な

出
会
い
と
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

ま
ち
、
そ
ん
な
ま
ち
を
目
指
し
て
、
今

ま
さ
に
東
北
随
一
の
文
化
交
流
拠
点
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

多
賀
城
創
建
１
３
０
０
年 

記
念
事
業

　

東
北
の
は
じ
ま
り
、
宮
城
の
は
じ
ま

り
と
も
い
え
る
多
賀
城
が
２
０
２
４

年
、
創
建
１
３
０
０
年
と
い
う
記
念
す

べ
き
年
を
迎
え
ま
す
。
１
３
０
０
年
と

い
う
長
い
間
に
、
連
綿
と
培
わ
れ
て
き

た
悠
久
の
歴
史
や
文
化
、
そ
し
て
多
彩

な
人
々
の
営
み
は
、
東
北
だ
け
で
は
な

く
、
日
本
の
歴
史
を
語
る
上
で
も
大
変

貴
重
な
財
産
で
す
。

　

こ
う
し
た
多
賀
城
な
ら
で
は
の
唯
一

無
二
の
個
性
を
生
か
し
、
経
済
的
な
豊

か
さ
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
的
に
も
豊

か
な
自
立
し
た
ま
ち
を
目
指
し
、
多
賀

城
創
建
１
３
０
０
年
を
記
念
し
て
多
種

多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
２
０
２
４
年
の

公
開
に
向
け
、
多
賀
城
南
門
と
築
地
塀

の
復
元
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
復

元
す
る
南
門
は
、
多
賀
城
の
表
玄
関
に

当
た
る
重
要
な
施
設
と
さ
れ
て
い
た
も

の
で
、
宮
城
県
に
よ
る
周
辺
環
境
整
備

と
一
体
的
に
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
本
市
固
有
の
歴
史
・
文

化
・
ア
ー
ト
を
生
か
し
た
種
々
の
文
化

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
計
画
し
て
い
ま
す
の

で
、
皆
さ
ま
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

つ
な
ぐ
、
つ
な
げ
る
。

１
３
０
０
年
。

　

将
来
都
市
像「
日
々
の
よ
ろ
こ
び
ふ

く
ら
む
ま
ち　

史
都　

多
賀
城
」の
実

現
に
は
、
市
民
一
人
一
人
が
地
域
課
題

の
解
決
の
た
め
に
自
ら
考
え
行
動
す
る

こ
と
が
大
切
で
、
そ
ん
な
風
土
を
ま
ち

の
文
化
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

多
賀
城
創
建
１
３
０
０
年
は
ゴ
ー
ル
で

は
な
く
、
新
た
な
未
来
へ
踏
み
出
す
た

め
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
す
る
た
め

の
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ご
支
援
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
お
越

し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

高さ14ｍある二重門の南門復元イメージ

公募で選ばれた
ロゴマーク・キャッチフレーズ

多賀城市長
深谷晃祐

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

仙台市

多賀城市

◆ 

面
積　
　

19
・
69
㎢

◆ 

人
口　
　

６
万
２
５
７
０
人

◆ 

世
帯
数　
２
万
８
４
０
４
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕「
日
々
の
よ
ろ
こ
び
ふ
く
ら

む
ま
ち　

史
都　

多
賀
城
」

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
１
３
０
０
年
の
歴
史
と
新

た
な
る
挑
戦
が
共
存
す
る
、
都
市
と
自
然
の

調
和
が
と
れ
た
、
日
本
一
住
み
や
す
い
ま
ち

〔
特
産
品
〕
古
代
米
、
古
代
米
酒
、
特
別
栽

培
米
純
米
酒
、
多
賀
城
み
そ
、
洋
ラ
ン
、
多

賀
城
グ
ル
メ
ブ
ラ
ン
ド「
し
ろ
の
む
ら
さ
き
」

認
定
商
品

〔
観
光
〕
特
別
史
跡
多た

が
じ
ょ
う
あ
と
つ
け
た
り
て
ら
あ
と

賀
城
跡
附
寺
跡
（
日

本
三
大
史
跡
）、多
賀
城
碑
（
日
本
三
古
碑
）、

末
の
松
山
な
ど
の
歌
枕
の
地
（
日
本
遺
産
）、

市
立
図
書
館
（
年
間
１
２
０
万
人
来
訪
）、

文
化
セ
ン
タ
ー
（
評
価
の
高
い
音
響
の
ホ
ー

ル
）、
東
北
歴
史
博
物
館

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
多
賀
城
跡
あ
や
め
ま
つ
り
、

史
都
多
賀
城
万
葉
ま
つ
り　

な
ど
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わが
を
語
る

市
四
季
折
々
の
自
然
が
彩
る
ま
ち

　

茨
城
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
高
萩

市
は
、
東
は
太
平
洋
に
面
し
、
西
は
阿

武
隈
山
系
南
端
の
多
賀
山
地
が
連
な

る
、
海
と
山
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
ま
ち

で
す
。
海
に
は
万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
た

美
し
い
入
り
江

や
白
砂
青
松
の

美
し
い
海
岸
線

が
あ
り
、
山
で

は
春
の
新
緑
や

秋
の
紅
葉
を
は

じ
め
と
す
る
四

季
折
々
の
景
観

が
楽
し
め
ま

す
。
県
内
で
最

も
大
き
い
小
山

ダ
ム
周
辺
に
は

ア
ウ
ト
ド
ア

フ
ィ
ー
ル
ド
が

設
け
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
を
体
験
で
き
ま
す
。
ま
た
、
地
理

学
者
の
長
久
保
赤
水
や
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
の
学
名
を
付
け
た
植
物
学
者
の
松
村

任
三
を
生
ん
だ
歴
史
と
文
化
の
ま
ち
で

も
あ
り
ま
す
。

地
理
学
者「
長
久
保
赤
水
」

　

本
市
出
身
の
地
理
学
者
・
長
久
保
赤

水（
１
７
１
７
〜
１
８
０
１
年
）
は
、

20
余
年
の
歳
月
を
か
け
て
膨
大
な
地
誌

的
資
料
を
編
集
し
、
近
代
的
な
日
本
図

（
赤
水
図
）を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の

赤
水
図
に
は
天
文
学
の
デ
ー
タ
が
活
用

さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
地
名
や
河
川
な

ど
が
詳
細
に
示
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は

画
期
的
な
精
度
を
誇
る
も
の
で
し
た
。

発
刊
か
ら
約
１
０
０
年
に
わ
た
り
版
を

重
ね
た
赤
水
図
は
国
内
外
で
使
用
さ

れ
、
日
本
国
土
の
理
解
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
９
月
、
赤
水
の
遺の
こ

し
た
資

料
群
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、
国
民
的
財
産
に
位
置
付
け
ら
れ
ま

し
た
。
現
在
、
本
市
で
は
貴
重
な
資
料

の
修
復
と
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
て
お

り
、
顕
彰
事
業
の
推
進
を
図
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
市
歴
史
民
俗
資
料
館
で

は
、
所
蔵
し
て
い
る
貴
重
な
資
料
の
一

部
を
展
示
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

ア
ウ
ト
ド
ア
の
ま
ち  

た
か
は
ぎ

　

本
市
は
、
紅
葉
で
有
名
な
花
貫
渓
谷

や
、
変
化
に
富
ん
だ
海
岸
線
と
い
っ
た

豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
観
光
入
込
客
の
約
７
割
は
秋
の
花

貫
渓
谷
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
滞
在

時
間
が
短
く
、
市
内
で
の
交
流
や
経
済

効
果
が
少
な
い
こ
と
が
課
題
で
す
。
こ

の
課
題
解
決
に
向
け
、
本
市
で
は
、
市

域
の
80
％
を
占
め
る
山
間
部
を
活
用
し

た
滞
在
型
観
光
の
推
進
を
目
的
に
、

「
ア
ウ
ト
ド
ア
の
ま
ち 

た
か
は
ぎ
」を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
民
間
事
業
者
と

共
に
ア
ウ
ト
ド
ア
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

の
充
実
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
８
月
に
は
、
茨
城
県
最
大

の
ダ
ム
で
あ
る
小
山
ダ
ム
の
敷
地
や
、

周
辺
の
３
ha
の
県
有
地
・
市
有
地
を
活

用
し
た「
高
萩
ア
ウ
ト
ド
ア
フ
ィ
ー
ル

ド『
は
ぎ
ビ
レ
ッ
ジ
』」の
整
備
に
着
手

し
ま
し
た
。
令
和
元
年
７
月
に
は
、
小

み
ん
な
が
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
ま
ち
を

目
指
し
て

高た
か
は
ぎ萩
市（
茨
城
県
）�

 

高
萩
市
長
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お
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改正日本輿地路程全図（赤水図）

花貫渓谷にかかる汐見滝吊り橋
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山
ダ
ム
の
湖
面
を
活

用
し
た
カ
ヌ
ー
や

サ
ッ
プ
、
グ
ラ
ン
ピ

ン
グ
や
キ
ャ
ン
プ
が

楽
し
め
る「
ス
ト
ー

ム
フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ

ド
は
ぎ
ビ
レ
ッ
ジ

店
」
が
、
ス
ト
ー
ム

フ
ィ
ー
ル
ド
ガ
イ
ド

に
よ
っ
て
オ
ー
プ
ン

し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
５
月

に
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
ク

ラ
フ
ト（
自
然
環
境

の
中
に
お
け
る
生

活
の
知
恵
）
が
楽
し

め
る
キ
ャ
ン
プ
場

「Bush &
 Lake in

は
ぎ
ビ
レ
ッ
ジ
」を
、

ブ
ッ
シ
ュ
ク
ラ
フ
ト

株
式
会
社
の
運
営
で

プ
レ
オ
ー
プ
ン
し
て

い
ま
す
。
今
後
は
、
テ
ン
ト
サ
イ
ト
を

拡
大
す
る
た
め
の
整
備
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た 

乗
り
合
い
デ
マ
ン
ド
バ
ス 

「M
y R

ide

の
る
る
」

　

市
街
地
の
路
線
バ
ス
は
、
採
算
の
悪

化
か
ら
便
数
が
減
り
、
さ
ら
に
採
算
が

悪
化
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
お

り
、
持
続
的
な
公
共
交
通
の
確
保
が
困

難
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
方

で
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
運
転
免
許

証
を
返
納
す
る
市
民
も
増
加
し
て
お

り
、
公
共
交
通
の
充
実
を
求
め
る
声
も

増
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

を
改
善
す
る
た
め
、
令
和
３
年
７
月
よ

り
、
日
中
の
高
齢
者
の
買
い
物
や
通
院

の
足
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
想
定
し

た
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
た
乗
り
合
い
デ
マ
ン

ド
バ
ス「M

y Ride

の
る
る
」
の
実
証

運
行
を
、
乗
客
が
比
較
的
少
な
い
日
中

の
路
線
で
開
始
し
ま
し
た
。

　
「M

y Ride

の
る
る
」は
、
ス
マ
ホ
ア

プ
リ
ま
た
は
電
話
か
ら
の
予
約
に
応
じ

て
運
行
し
、
予
約
状
況
に
合
わ
せ
て
Ａ

Ｉ
が
車
両
の
ル
ー
ト
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
算
出
し
、
効
率
的
な
配
車
、
運
行
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
仮
想
バ
ス
停
を
増

設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
バ
ス
停

以
外
か
ら
も
乗
降
で
き
、
定
時
・
定
路

線
バ
ス
で
は
拾
い
き
れ
な
い
移
動
需
要

に
対
応
可
能
で
す
。
現
在
は
４
台
の
バ

ス
で
稼
働
し
て
い
ま
す
。
仮
想
バ
ス
停

は
１
４
１
カ
所
増
設
し
て
お
り
、
既
存

の
バ
ス
停
と
合
わ
せ
る
と
２
３
７
カ
所

で
の
乗
降
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
本
年
10
月
か
ら
の
本
格
運

行
に
向
け
、
よ
り
良
い
も
の
と
な
る
よ

う
デ
ー
タ
を
積
み
上
げ
て
い
ま
す
。

　

今
後「M

y Ride

の
る
る
」
が
定
着

す
れ
ば
、
高
齢
者
は
移
動
手
段
を
誰
か

に
頼
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
力
で
通
院

や
買
い
物
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
施
策
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
後
も
事
業
者
と
協
議

を
し
つ
つ
、
利
用
し
や
す
い
環
境
整
備

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

市
民
の
誰
も
が
笑
顔
で
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る「
地
域
力
が
笑
顔
を
育
む
ま

ち
高
萩
」の
実
現
の
た
め
、
こ
れ
か
ら

も
時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
た
持

続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
力
強
く
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

高萩アウトドアフィールド「Hagi Village」

「My Rideのるる」パンフ表紙

茨城県最大のダム湖「こやま湖」

◆ 

面
積　
　

１
９
３
・
58
㎢

◆ 

人
口　
　

２
万
７
０
８
７
人

◆ 

世
帯
数　
１
万
２
７
３
３
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
地
域
力
が
笑
顔
を
育
む
ま

ち
高
萩

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
海
あ
り
山
あ
り
の
雄
大
な

自
然
、
歴
史
と
文
化
が
息
づ
く
ま
ち

〔
特
産
品
〕
フ
ル
ー
ツ
ほ
お
ず
き
、
つ
る
つ

き
い
ち
ご
、
み
そ
、
納
豆

〔
観
光
〕
さ
く
ら
宇
宙
公
園
、
花
貫
渓
谷
、

高
戸
小
浜
海
岸

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
元
旦
神
輿
渡
御
、紅
葉
ま
つ
り

高萩市長
大部勝規

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

水戸市

高萩市
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わが
を
語
る

市
自
然
と
歴
史
が
織
り
な
す 

「
か
し
わ
ら
」の
魅
力

　

大
阪
の
都
心
か
ら
わ
ず
か
20
㎞
ほ
ど

の
大
阪
府
と
奈
良
県
と
の
府
県
境
に
位

置
し
、
緑
の
山
々
や
豊
か

な
川
の
流
れ
な
ど
、
府
内

で
も
有
数
の
自
然
環
境
に

恵
ま
れ
た
柏
原
市
は
、
全

国
で
も
指
折
り
の
ぶ
ど
う
産
地
と
し
て

名
を
は
せ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
１
級

河
川「
大
和
川
」
の
豊
か
な
川
の
流
れ

は
、
注
染
と
呼
ば
れ
る
技
法
で
染
め
ら

れ
た
浴
衣
や
手
拭
い
を
生
み
出
し
、
令

和
元
年
に「
浪な
に
わ華

本
染
め
」
と
し
て
国

の
伝
統
工
芸
に
も
指
定
さ
れ
、
人
気
を

博
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
歴
史
も
奥
深
く
、
中
で
も

「
龍
田
古
道
」
は『
日
本
書

紀
』に
も
登
場
す
る
ほ
ど
の

歴
史
あ
る
古
道
で
、
聖
徳
太

子
と
も
関
連
が
深
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
道

は
、
山
を
越
え
ず
し
て
奈
良

と
大
阪
を
結
ぶ
交
通
の
要

衝
で
あ
り
、国
境（
府
県
境
）

に
位
置
す
る
天
然
の
関
所

が「
亀
の
瀬
」
で
す
。
念
願

の「
龍
田
古
道
・
亀
の
瀬
」日

本
遺
産
認
定
を
令
和
２
年

６
月
に
成
し
遂
げ
、
今
ま
さ
に
柏
原
市

が
輝
き
は
じ
め
て
い
ま
す
。

輝
き
は
じ
め
た
ま
ち
で 

安
心
し
て
子
育
て
を

　

人
口
減
少
は
、
本
市
に
お
い
て
も
大

き
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
人

口
を
減
ら
さ
ず
、
子
育
て
世
帯
が
住
み

や
す
い
ま
ち
を
目
指
し
て
、
総
合
計
画

や
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
を
策
定
し
ま
し
た
。

市
長
や
特
別
職
の
給
料
カ
ッ
ト
に
加

え
、
市
長
の
退
職
金
を
ゼ
ロ
に
、
そ
し

て
公
用
車
と
し
て
利
用
し
て
い
た
黒
塗

り
の
高
級
セ
ダ
ン
を
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に

よ
り
売
却
す
る
な
ど
、
徹
底
し
た
行
財

政
改
革
を
行
う
と
と
も
に
、
国
に
先
駆

け
て
の
５
歳
児
の
教
育
費
無
償
化
や
18

歳
ま
で
の
医
療
費
助
成
な
ど
、
積
極
的

に
改
革
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
本
市
で
は
特
に
子
育
て
支

援
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が

生
ま
れ
る
前
か
ら
出
産
や
育
児
に
備
え

た
両
親
教
室
を
開
催
し
、
出
産
後
は
産

後
ケ
ア
や
乳
幼
児
定
期
健
診
に
加
え
、

生
後
２
、３
カ
月
頃
の
赤
ち
ゃ
ん
が
い

る
全
家
庭
を
訪
問
す
る「
こ
ん
に
ち
は

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
」、
そ
し
て
生
後
７
カ

月
か
ら
１
歳
半
ま
で
の
間
に
再
度
訪
問

す
る
独
自
事
業
の「
す
く
す
く
訪
問
」

と
い
う
２
度
の
家
庭
訪
問
を
行
う
こ
と

で
、
育
児
に
関
す
る
相
談
や
悩
み
事
を

聞
い
た
り
、
地
域
の
情
報
を
お
届
け
す

る
な
ど
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る

支
援
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

子
ど
も
を
輝
か
せ
ら
れ
る 

ま
ち
に

　

こ
の
よ
う
な
子
育
て
支
援
の
取
り
組

み
を
き
っ
か
け
に
、
子
ど
も
た
ち
が
成

長
す
る
過
程
で
輝
き
を
増
す
た
め
に

も
、
本
市
の『
宝
』で
あ
る「
自
然
」と

「
歴
史
」
を
使
わ
な
い
手
は
あ
り
ま
せ

ん
。
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
お
い
て
、

本
市
の「
自
然
」と「
歴
史
」は
、
伸
び

伸
び
と
成
長
で
き
る
生
き
た
教
材
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
加
え
て
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ

す
て
き
に
出
会
え
る
ま
ち
、か
し
わ
ら

柏か
し
わ
ら原
市（
大
阪
府
）�

 

柏
原
市
長
　
冨ふ

け宅
正ま

さ
ひ
ろ浩

3

浪華本染め手拭い 柏原ぶどう

亀の瀬トンネルと亀のコーラ



市政 AUGUST 202227

Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ
る
小
中
学
生
の

児
童
生
徒
へ
の
パ
ソ
コ
ン
整
備
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
有
用

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の

学
び
の
幅
を
広
げ
る
ア
イ
テ
ム
と
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
身
の
持
つ
防

災
士
の
資
格
を
生
か
し
、
防
災
に
も
力

を
入
れ
て
お
り
、
小
学
校
で
は
大
阪
初

の
体
験
型
防
災
教
育
を
実
施
す
る
な

ど
、
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
役
立
つ
取

り
組
み
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

輝
く
ま
ち「
か
し
わ
ら
」を 

多
く
の
人
に

　

一
方
で
、
子
育
て
支
援
に
限
ら
ず
、

「
自
然
」を
生
か
し
て
本
市
の
良
さ

を
再
発
見
で
き
る
取
り
組
み
と
し

て
、「
河
川
空
間
の
オ
ー
プ
ン
化
」

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
住
民
と
合

意
形
成
を
図
り
な
が
ら
、河
川
敷
で

民
間
企
業
な
ど
が
収
益
事
業
を
行

え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、大
和
川

で
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
実
験
を
繰
り

返
し
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
取

り
組
み
が
実
現
し
ま
す
と
、国
が
管

理
す
る
河
川
に
お
い
て
は
、近
畿
初

の
事
例
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
遺
産
と
い
う「
歴
史
」を
生

か
し
た
試
み
も
含
め
た
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、地
場

産
品
で
あ
る
ぶ
ど
う
な
ど
を
活
用
し
た

観
光
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
や
観
光
ル
ー
ト

の
整
備
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活
用

し
た
体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発
な
ど

を
行
い
、
本
市
を
知
り
、
訪
れ
た
く
な

る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
の
大
阪
教
育
大
学
や
関

西
福
祉
科
学
大
学
と
の
連
携
に
よ
り
、

ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
と
し
て
学
生
に

地
域
課
題
解
決
の
事
業
に
参
画
し
て
も

ら
う
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を

担
っ
て
い
く
若
い
世
代
の
思
い
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
、
よ
り
一
層
輝
く
ま
ち

「
か
し
わ
ら
」
を
つ
く
り
上
げ
て
ま
い

り
ま
す
。

「
輝
く
ま
ち
」を 

「
選
ば
れ
る
ま
ち
」に

　

本
市
は
、
約
50
年
ぶ
り
に
新
庁
舎
を

建
設
し
、
令
和
３
年
５
月
か
ら
供
用
を

開
始
い
た
し
ま
し
た
。
災
害
時
に
は
防

災
拠
点
と
し
て
機
能
し
つ
つ
、
２
階
に

は
芝
生
の
緑
を
感
じ
な
が
ら
憩
う
こ
と

の
で
き
る
テ
ラ
ス
を
完
備
し
、
風
光
明

媚
な
景
色
と
爽
や
か
な
風
を
感
じ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
、
自
然
を
生
か
し
た
設

計
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
自
然
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
庁
舎
や
敷
地
、
河
川
敷
公
園

を
幅
広
く
活
用
し
、
誰
も
が
ワ
ク
ワ
ク

す
る
よ
う
な
楽
し
い
取
り
組
み
を
進
め

て
い
く
こ
と
で
、
市
域
全
体
が
活
性
化

し
、
輝
い
て
い
く
よ
う
努
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

お
わ
り
に
、
柏
原
市
が「
住
む
」「
働

く
」「
学
ぶ
」「
訪
れ
る
」「
応
援
す
る
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
を
持
つ
場

所
と
し
て
、
多
く
の
方
か
ら「
選
ば
れ

る
」「
選
び
続
け
ら
れ
る
」、そ
し
て「
す

て
き
に
出
会
え
る
」ま
ち
に
、
柏
原
市

は
、
そ
ん
な
未
来
を
描
い
て
い
ま
す
。

新庁舎と河川空間オープン化の取り組みの様子

◆ 

面
積　
　

25
・
33
㎢

◆ 

人
口　
　

６
万
７
３
６
７
人

◆ 

世
帯
数　
３
万
２
０
５
０
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
選
ば
れ
る
ま
ち
柏
原

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
大
阪
の
都
心
か
ら
も
近
く
、

市
域
の
３
分
の
２
を
山
が
占
め
、
中
央
部
は

大
和
川
が
流
れ
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
ま
ち

〔
特
産
品
〕
柏
原
ぶ
ど
う
、
ミ
カ
ン
、
大
阪

ワ
イ
ン
、
浪
華
本
染
め
、「
も
う
、
す
べ
ら

せ
な
い
! !
」
ブ
ラ
ン
ド　

な
ど

〔
観
光
〕
日
本
遺
産
「
龍
田
古
道
・
亀
の
瀬
」

（
旧
大
阪
鉄
道
亀
瀬
隧
道
な
ど
）、
ぶ
ど
う
狩

り
、
高
井
田
横
穴
群　

な
ど

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
市
民
総
合
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、

こ
い
の
ぼ
り
ま
つ
り
、
柏
原
シ
テ
ィ
キ
ャ
ン

パ
ス
マ
ラ
ソ
ン
、
か
し
わ
ら
ス
タ
ー
ナ
イ
ト

シ
ア
タ
ー　

な
ど

柏原市長
冨宅正浩

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

大阪市

柏原市
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わが
を
語
る

市
不
滅
の
福
澤
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

壱
万
円
札
に
描
か
れ
て
い
る
福
澤
諭

吉
の
肖
像
は
誰
も
が
目
に
す
る
身
近
な

存
在
で
す
。
令
和
６
年
に
は
渋
沢
栄
一

翁
へ
交
代
し
ま
す
が
、
昭
和
59
年
か
ら

40
年
に
わ
た
っ
て
壱
万
円
札
の
顔
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
福
澤
諭
吉
の
故
郷

が
、
大
分
県
中
津

市
で
す
。

　

大
分
県
の
北
西

端
に
位
置
す
る
本

市
は
、
周
防
灘
に

注
ぐ
１
級
河
川

「
山
国
川
」を
挟
ん

で
福
岡
県
と
隣
接

し
て
お
り
、
河
口

付
近
に
は
軍
師
・

黒
田
官
兵
衛
が
築

城
し
た「
中
津
城
」

の
城
下
町
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は「
西

の
博
多　

東
の
中
津
」と
言
わ
れ
る
ほ

ど
海
運
物
流
の
拠
点
と
し
て
栄
え
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
歴
史
を
背
景

に
、
多
く
の
偉
人
を
輩
出
し
て
お
り
、

そ
の
代
表
と
も
言
え
る
人
物
が「
福
澤

諭
吉
」で
す
。
慶
應
義
塾
の
創
設
者
で

あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍

し
た
啓け
い
も
う蒙
思
想
家
で
す
が
、
故
郷
が
中

津
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
多
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
福
澤
諭
吉
の
故
郷“
中
津
”

を
全
国
に
発
信
す
る
こ
と
で
市
民
の
郷

土
愛
を
醸
成
し
、
そ
の
教
え
を
末
永
く

後
世
に
伝
え
る
た
め
の「
不
滅
の
福
澤

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
本
年
か
ら
本
格
的

に
始
動
し
ま
し
た
。
慶
應
義
塾
、
市
民
、

市
内
関
係
団
体
、
場
所
を
問
わ
ず
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
共
感
し
応
援
し
て
く
れ
る

方
々
と
力
を
合
わ
せ
て
、
福
澤
諭
吉
の

顕
彰
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
み
ま
す
。

先
端
産
業
が
立
地
し
て
き
た

「
も
の
づ
く
り
」の
ま
ち

　

明
治
維
新
後
、
中
津
で
は
製
糸
・
紡

績
工
場
が
立
地
し
近
代
的
繊
維
工
業
が

盛
ん
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
福
澤
諭
吉

ら
も
関
わ
り
中
津
に
最
初
の
製
糸
工
場

が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
も
中
津

で
は
、
鉄
鋼
業
、
窯

業
、
半
導
体
産
業
な

ど
、
そ
の
時
々
の
先

端
産
業
が
立
地
・
隆

盛
し
、「
も
の
づ
く

り
」の
ま
ち
と
し
て

発
展
を
遂
げ
て
き
ま

し
た
。
平
成
16
年
に

は
ダ
イ
ハ
ツ
車
体
中

津
工
場（
現
在
の
ダ

イ
ハ
ツ
九
州
）が
操

業
を
開
始
し
、
隣
県

福
岡
に
あ
る
ト
ヨ
タ
や
日
産
関
連
の
自

動
車
部
品
企
業
も
数
多
く
立
地
す
る
な

ど
、
カ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
九
州
の
一
大
集

積
地
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

　

地
方
都
市
に
共
通
す
る
人
口
移
動
の

特
徴
と
し
て
、
進
学
や
就
職
の
タ
イ
ミ

ン
グ
と
な
る
10
代
後
半
〜
20
代
前
半
の

若
者
が
都
市
部
へ
流
出
し
て
い
く
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
市
で
は
、

流
出
し
た
分
の
人
口
を
、
そ
の
後
の
20

代
後
半
〜
30
代
に
か
け
て
、
転
入
超
過

に
よ
り
取
り
戻
し
て
い
る
と
い
う
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
古
く
か
ら
根
付
い

て
い
る「
第
二
次
産

業
」
の
分
野
や
厚
み

が
増
し
、
雇
用
の
場

が
創
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
重
要
港
湾

で
あ
る
中
津
港
は
、

完
成
自
動
車
な
ど
の

物
流
に
加
え
て
、
ク

ル
ー
ズ
船
も
寄
港
し

福
澤
諭
吉
の
故
郷　

「
磁
力
」「
魅
力
」の
あ
る
ま
ち
中
津

中な

か

つ津
市（
大
分
県
）�
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く
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り典
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福澤諭吉が青年期を過ごした旧居（国指定史跡）

ダイハツ九州工場と中津港（航空写真）
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て
お
り
、
さ
ら
な
る
港
湾
整
備
と
利
用

促
進
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

日
本
遺
産「
や
ば
け
い
遊
覧
」

の
ま
ち

　

市
内
の
山
間
に
は
、
国
指
定
の
名
勝

「
耶や
ば
け
い

馬
渓
」
の
美
し
い
景
観
が
広
が
っ

て
お
り
、
そ
の
中
で
紡
が
れ
て
き
た
豊

か
な
歴
史
と
文
化
を
つ
な
ぐ
ス
ト
ー

リ
ー
は「
や
ば
け
い
遊
覧
〜
大
地
に
描

い
た
山
水
絵
巻
の
道
を
ゆ
く
〜
」と
し

て
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

代
表
的
な
景
観
に
青
の
洞ど
う
も
ん門・

競
き
ょ
う
し
ゅ
う
ほ
う

秀
峰

が
あ
り
、
そ
の
川
下
に
は
石
造
の
８
連

ア
ー
チ
橋「
耶
馬
渓
橋
」
が
架
か
っ
て

い
ま
す
。
美
し
い
景
観
を
川
の
対
岸
か

ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、

大
正
12
年
に
建
設
さ
れ
た
国
内
最
初
期

の
観
光
道
路
施
設
で
す
。
現
存
す
る
国

内
の
石
橋
で
は
最
長
で
、
本
年
、
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
国
内
３
番
目

の
長
さ
の
石
橋「
羅ら
か
ん
じ
ば
し

漢
寺
橋
」、
４
番
目

の「
馬
溪
橋
」
も
本
市
内
に
現
存
す
る

石
造
ア
ー
チ
橋
で
す
。

　

か
つ
て
は
こ
れ
ら
の
観
光
名
所
を
つ

な
ぐ
よ
う
に「
耶
馬
渓
鉄
道
」
が
走
っ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
そ
の
線
路
跡

が
全
長
約
35
㎞
の「
メ
イ
プ
ル
耶
馬
サ

イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
」と
し
て
生
ま
れ

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
豊
か
な
自
然
景
観

や
歴
史
、
食
文
化
な
ど
を
楽
し
み
な
が

ら
遊
覧
す
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
は
お
す
す

め
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で
す
。

　

ま
た
、
耶
馬
溪
ダ
ム
の
湖
面
を
利
用

し
た
水
上
ス
ポ
ー
ツ
施
設「
耶
馬
溪
ア

ク
ア
パ
ー
ク
」が
あ
り
ま
す
。
波
が
少

な
い
国
内
有
数
の
水
上
ゲ
レ
ン
デ
に

は
、関
東
・
福
岡
な
ど
各
地
か
ら
多
く
の

大
学
生
が
合
宿
に
訪
れ
、
イ
ン
カ
レ
や

国
際
大
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。も
ち
ろ
ん
、一
般
の
方
で
も
水
上
ス

キ
ー
、ウ
ェ
イ
ク
ボ
ー
ド
、バ
ナ
ナ
ボ
ー

ト
な
ど
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

古
く
か
ら
耶
馬
渓
の
景
観
は
多
く
の

観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
き
ま
し
た

が
、“
見
る
”
だ
け
で
な
く“
体
験
”
と

い
う
付
加
価
値
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
魅

力
を
増
し
、
今
も
多
く
の
人
を
惹
き
付

け
て
い
ま
す
。

　

福
澤
先
生
の
教
え
を
胸
に
、
豊
か
な

歴
史
文
化
、
美
し
い
自
然
景
観
や
食
文

化
な
ど
の「
魅
力
」
と
、
も
の
づ
く
り

を
は
じ
め
と
し
た
産
業
の「
磁
力
」で
、

多
く
の
人
を
惹
き
付
け
る
ま
ち
を
目
指

し
ま
す
。

鉄道跡を活用したサイクリングロード

アクアパークの水上スポーツ

中津市長
奥塚正典

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

※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。

大分市

中津市

◆ 

面
積　
　

４
９
１
・
44
㎢

◆ 

人
口　
　

８
万
２
９
２
４
人

◆ 

世
帯
数　
４
万
６
９
９
世
帯

〔
将
来
都
市
像
〕
暮
ら
し
満
足
No.
１
の
ま
ち

「
中
津
」

〔
ま
ち
の
特
徴
〕
大
分
県
・
福
岡
県
の
県
境

を
ま
た
ぐ
経
済
圏
の
中
心
と
し
て
「
魅
力
」

「
元
気
」
を
発
信
す
る
ま
ち

〔
市
町
村
合
併
〕
平
成
17
年
３
月
１
日
、
三

光
村
、
本
耶
馬
渓
町
、
耶
馬
溪
町
、
山
国
町

を
編
入
合
併

〔
特
産
品
〕
中
津
か
ら
あ
げ
、
鱧は

も

料
理
、
牡か

き蠣

「
ひ
が
た
美
人
」、
す
っ
ぽ
ん
、
そ
ば
、
茶
、

小
ね
ぎ
、
梨

〔
観
光
〕
福
澤
諭
吉
旧
居
・
記
念
館
、中
津
城
、

中
津
市
歴
史
博
物
館
、
八
面
山
、
青
の
洞
門
、

耶
馬
溪
ア
ク
ア
パ
ー
ク
、
一ひ

と
め
は
っ
け
い

目
八
景
、
猿さ
る
と
び飛

千せ
ん
つ
ぼ
き
ょ
う

壺
峡　

〔
イ
ベ
ン
ト
〕
中
津
祇
園
、
鶴
市
花
傘
鉾
祭
、

か
ら
あ
げ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
三
光
コ
ス
モ

ス
祭
り
、
桧ひ

ば
る原

マ
ツ
、
ホ
タ
ル
ま
つ
り


