
を
話

わ
が

、

を
語
る

□

□

礎
轍

｢わが市を語る｣ は全国市長会の
ホームページにおいても

掲載しています。
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鬘

瀦遂
自
立
都
市
越
前
｣
を
目
指
し
て

は
じ
め
に

越
前
市
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
旧
武
生
市
と
旧

今
立
町
と
の
新
設
合
併
に
よ
り
誕
生
し
ま
し
た
。
福
井
県

の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
周
囲
を
四
〇
〇
か
ら
七
〇
0
〆

ー
ト
ル
級
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
人
口
約
八
万
八
千
人
、
面

積
二
三
0
.
七
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
ま
ち
で

わが晒醸を語る !

す
。

こ
し

.

旧
武
生
市
は
、
｢古
志
の
国
｣
と
し
て
早
く
か
ら
開
け
、

大
化
の
改
新
の
こ
ろ
に
越
前
の
国
府
が
置
か
れ
て
か
ら
、
北

陸
地
方
の
政
治
、
経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
ま

た
、
平
安
時
代
に
は

『源
氏
物
語
｣
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部

が
、
越
前
の
国
守
と
な
っ
た
父
と
武
生
で
一
年
余
り
を
暮
ら

し
、
｢源
氏
物
語
｣
の
中
で

｢武
生
の
国
府
｣
と
記
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
伝
統
産
業
で
あ
る
越
前
打
刃
物
は
約
七
百

年
の
歴
史
を
有
し
、
旧
武
生
の
産
業
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
旧
今
立
町
は
、
日
本
に
紙
が
伝
え
ら
れ
た
と
い

わ
れ
る
六
、
七
世
紀
ご
ろ
に
は
既
に
紙
を
す
い
て
い
た
と

い
わ
れ
、
奈
良
の
正
倉
院
に
は
西
暦
七
三
〇
年
の
年
号
を

記
し
た
越
前
和
紙
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
明
治

つ
む
ぎ

の
初
期
ご
ろ
ま
で
に
は
奉
書
紙
や
奉
書
純
の
産
地
と
し
て

催の ｢第55回たけ,ふ菊人形｣ 第 l
の山内- 豊と千代をテーマとした

確
立
し
、
約
千
五
百
年
の
伝
統
を
誇
る
越

催

前
和
紙
の
里
と
し
て
、
手
す
き
和
紙
で
は

繃
=
本

一
の
シ
ェ
ア
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
こ

夷顔
の
よ
う
に
長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統

ド
人.擬

産
業
に
加
え
、
近
年
で
は
半
導
体
や
電
子

鮴
繃

部
品
な
ど
の
先
端
産
業
も
盛
ん
と
な
り
･

篶
襲

県
内
第
一
の
産
業
都
市
と
し
て
発
展
を
続

第
し

け
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
月
末
に
策
定
予
定
の
総
合

計
画
で
は
、
｢自
立
｣
と

｢協
働
｣
を
ま

叱拗
靴
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
に
位
置
付
け
る
と

き
蛔

酔

と
も
こ
･

本
市
り
将
来
像
を

｢圓
符
の
文

が鱒
檄
淋

詠
:
日
)
薄
学
事
約
潟
雑
事
ご
訓
瀞
学
ヒ

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ドー蟻
眺
望
ひ
と
づ
く
り
、
も
の
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く

縦
字
,竜
蹴

り
の
活
力
み
な
ぎ
る

『元
気
な
自
立
都
市
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越
前
』｣
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
将

来
像
の
実
現
に
向
け
、
五
つ
の
柱
か
ら
な
る
ま
ち
づ
く
り

の
施
策
を
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

元
気
な
産
業
づ
く
り

地
方
が
自
立
す
る
た
め
に
は
、
産
業
の
振
興
が
極
め
て

重
要
で
す
。
本
市
で
は
、
昨
年
一
月
に
企
業
立
地
促
進
補

助
金
の
制
度
を
拡
充
し
、
企
業
の
設
備
投
資
を
誘
引
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
当
該
補
助
金
の
認
定
件
数
は

一
年
間
で
十
件
を
数
え
、
新
た
な
雇
用
が
五
百
人
以
上
生

ま
れ
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
雇
用
拡
大
を
定

住
化
促
進
に
つ
な
げ
る
と
と
も
に
、
将
来
の
地
域
経
済
の

発
展
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
、
本
市
の
自
立
性
確
保
の
鍵

に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
年
で
五
十
六
回
目

を
迎
え
る

｢た
け
ふ
菊
人
形
｣
は
、
北
陸
の
秋
を
彩
る
風

物
詩
で
あ
り
、
本
市
の
観
光
の
柱
と
し
て
定
着
し
て
い
ま

市政◎2 0 0 7 .3 94

人間国宝 ･岩野市兵衛氏による越前和紙の手すき。 越前和紙は
国の伝統工芸品にも指定されている

す
。
今
後
は
、
越
前
打
刃
物
や
越
前
和
紙
な
ど
伝

統
産
業
の
観
光
資
源
に
も
磨
き
を
か
け
る
と
と
も

に
、
ま
ち
な
か
の
魅
力
を
生
か
し
た
観
光
に
も
力

を
注
い
で
ま
い
り
ま
す
。

元
気
な
人
づ
く
り

本
市
で
は
、
乳
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
も
が

健
や
か
に
暮
ら
し
、
生
涯
を
通
し
て
学
び
、
能
力

を
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
お
り
、

保
護
者
の
多
様
な
就
労
状
況
に
対
応
し
た
延
長
保

育
や
休
日
保
育
、
地
域
の
特
性
に
合
わ
せ
た
子
ど

も
教
室
や
学
童
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

も
の
づ
く
り
に
対
す
る
子
ど
も
の
関
心
を
深
め
る

た
め
、
創
造
ア
イ
デ
ア
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
を

加
型
環
境
保
全
活
動
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
ま
す
。

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

平
成
十
六
年
七
月
の

｢福
井
豪
雨
｣
は
、
本
市
に
も
多

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
道
路

･
橋

梁
な
ど
の

社
会
資
本
や
電
気

･
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
農
地

や
家
屋
な
ど
の
個
人
資
産
は
言
う
に
及
ば
ず
、
大
切
な
人

命
を
も
失
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
こ
で
、
本
市
で
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
昨
年
度
に
地
域
防
災
計
画
を
改
定
し
ま
し
た
。

市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
を
目
指
し
、

避
難
場
所
の
確
保
な
ど
を
進
め
る
と
と
も
に
、
自
主
防
災

組
織
の
育
成
を
図
り
、
地
域
防
災
力
の
強
化
に
力
を
注
い

で
い
ま
す
。
ま
た
、
登
下
校
時
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
確

保
を
図
る
た
め
、
緊
急
メ
ー
ル
の
一
斉
配
信
シ
ス
テ
ム
を

整
備
す
る
な
ど
、
安
全
･
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り

本
市
で
は
、
旧
武
生
市
時
代
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
地

域
自
治
振
興
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
｢地
域
で
で
き

る
こ
と
は
地
域
で
｣
を
基
本
理
念
に
、
地
域
住
民
の
自
主

96 市政◎2 0 0 7 ,3

わ 範鬮釀屡翻るわが

開
催
す
る
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
創
造
性
を
高
め
る
た
め

の
取
り
組
み
も
展
開
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
昨
年
末
に

は
、
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す

｢教
育
方
針
｣
を

策
定
し
ま
し
た
。
明
日
の
本
市
を
担
う
人
間
育
成
の
指
針

と
し
て
、
本
方
針
を
踏
ま
え
た
人
づ
く
り
の
具
体
的
な
推

進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

快
適
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

社
会
の
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、
量
的
な
充
足
を
主
眼

と
し
た
都
市
づ
く
り
か
ら
、
豊
か
さ
が
実
感
で
き
る
質
の

高
い
都
市
空
間
の
形
成
、
環
境
保
全
の
シ
ス
テ
ム
の
確
立

へ
と
い
っ
た
方
向
性
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本

市
で
は
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
｢ま

ち
な
か
居
住
の
促
進
｣
や

｢ま
ち
な
か
観
光
の
推
進
｣
な

ど
を
柱
と
し
た
中
心
市
街
地
活
性
化
プ
ラ
ン
の
本
年
度
末

策
定
を
目
指
す
と
と
も
に
、
越
前
市
ら
し
い
個
性
的
で
潤

い
の
あ
る
景
観
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
環

境
省
の
里
地
里
山
保
全
再
生
モ
デ
ル
事
業
に
選
定
さ
れ
た

本
市
西
部
地
域
に
お
い
て
は
、
小
中
学
校
で
の
環
境
教
育

の
推
進
や
希
少
野
生
生
物
の
調
査
な
ど
、
地
元
住
民
と
の

連
携
に
よ
り
里
地
里
山
保
全
の
た
め
の
地
域
戦
略
を
策
定

し
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
こ
う
し
た
手
作
り
の
市
民
参



的
な
活
動
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
昨

年
五
月
に
は
、
旧
今
立
町
の
四
地
区
で
も
自
治
組
織
が
立

ち
上
が
り
、
市
内
全
十
七
地
区
で
地
域
自
治
振
興
事
業
が

本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

が
相
互
に
理
解
、
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
越
前

市
の
未
来
を
築
く
た
め
、
地
域
自
治
の
…
層
の
推
進
と
市

政
へ
の
市
民
の
参
画
を
図
り
、
市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

む
す
び
に

地
方
分
権
が
進
む
一
方
で
、
国
や
県
か
ら
の
財
政
支
援

が
先
細
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
は
、
精
神

的
･
経
済
的
･
財
政
的
に
自
立
し
た
都
市
を
市
民
と
の
協

働
で
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
市
民
の
目
線
に
立
っ
た

行
政
運
営
を
心
掛
け
、
職
員
に
は
現
地
現
場
主
義
の
徹
底

を
求
め
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
越
前
市
の
将
来
に
大
き
な
夢
を
描
き
、
元
気

な
自
立
都
市
の
実
現
に
向
け
て
、
市
民
と
協
働
し
な
が
ら

市
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
ま
い
る
決
意
で
す
。


