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未
来
を
創
る
の
は
「
進
歩
」
で
は
な
く

「
安
定
」
で
す
。
未
来
の
子
ど
も
た
ち
も
、

今
と
同
じ
よ
う
に
左
義
長
を
演
奏
し
て
い
る

姿
こ
そ
が
、「
安
定
」
で
す
。
伝
統
を
守
り

続
け
る
こ
と
で
、
勝
山
に
あ
る
良
い
も
の
を

残
し
、
良
く
な
い
も
の
は
修
正
し
て
い
く
と

い
う
賢
い
大
人
の
ま
ち
づ
く
り
が
、
歴
史
と

伝
統
を
活
か
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

現
在
の
観
光
客
は
中
高
年
が
多
く
、
古
さ

が
生
き
、
懐
か
し
さ
を
誘
う
よ
う
な
ま
ち
が

大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
古
い

物
を
上
手
に
活
か
し
、
大
切
に
使
う
こ
と
が

大
事
な
の
で
す
。

ま
た
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
観
光
客
は

自
然
や
歴
史
に
目
が
向
い
て
い
て
、
滞
在
型

懐
か
し
さ
が
魅
力

伝
統
が
未
来
を
創
る

2
月
9
日
、
教
育
会
館
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
さ
ぎ
っ

ち
ょ
in
勝
山
　
歴
史
と
伝
統
文
化
が
息
づ
く
ま
ち
づ
く
り
」を
開
催
し
ま
し
た
。

市
民
や
関
係
者
な
ど
、
約
2
0
0
人
が
参
加
し
て
、
ま
ち
な
か
に
残
さ
れ
て

い
る
勝
山
市
旧
機
業
場
な
ど
の
繊
維
産
業
遺
産
や
、「
年
の
市
」
や
「
左
義
長

ま
つ
り
」な
ど
の
伝
統
行
事
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

左
義
長
ば
や
し
保
存
会
に
よ
る
華
や
か
な
舞
台
で
幕
が
開
け
る
と
、
宗
田
好

史
准
教
授
が
、「
歴
史
と
伝
統
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
ー
２１
世
紀
の
勝
山
を

拓ひ
ら

く
知
恵
―
」
と
題
し
て
、
基
調
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
「
歴
史
の
息
づ
く
ま
ち
『
か
つ
や
ま
』
の
こ
れ
か
ら
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
5
人
が
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

パネラー

勝山市長　山岸　正裕

パネラー

左義長ばやし保存会

桝　家　淳一郎氏

勝山市出身。左義長ばやし保
存会会員として、子どもたちに
左義長太鼓やその伝統を教えて
いる。

パネラー

㈱まちづくり研究所勤務

竹　原　育　美氏

勝山市出身。福井大学大学院
工学研究科建築設計工学科修
了。「こどもとまちづくり」に
ついて研究。

コーディネーター

福井新聞社大野支社長

井ノ口　節　生氏
上中町（現若狭町）出身。

パネラー

京都府立大学准教授

宗　田　好　史氏

イタリア・ピサ大学、ローマ
大学大学院にて歴史的都市保存
計画、景観計画などを研究。

パネラー

県立歴史博物館主任学芸員

笠　松　雅　弘氏

勝山市出身。旧機業場活用検
討委員会アドバイザー、勝山市
文化財保護委員などを歴任。

の
観
光
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
勝
山
は
滞
在

型
が
一
番
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
然

が
豊
か
で
、
食
べ
物
も
お
い
し
く
、
人
情
も

厚
く
、
こ
れ
が
本
当
の
日
本
の
暮
ら
し
だ
と

感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
事
が
、
勝
山
の
魅

力
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

昔
の
人
の
話
や
思
い
を
聞
い
て
く
だ
さ

い
。
文
化
は
物
で
は
な
く
人
に
宿
る
の
で
す
。

物
に
は
文
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
周
り
に

い
る
人
た
ち
が
、
ど
う
感
じ
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
な
の
で
す
。

勝
山
に
は
そ
れ
だ
け
の
文
化
や
歴
史
も
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
を

豊
か
に
す
る
事
と
観
光
を
結
び
つ
け
る
こ
と

は
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
は
と
て
も
良
い
で

す
。
美
し
い
勝
山
を
つ
く
り
、
歴
史
と
文
化

を
活
か
す
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
、
勝
山
市

の
ま
ち
づ
く
り
の
中
に
あ
る
の
で
す
。

文
化
は
人
に
宿
る

桝
家

市
外
や
県
外
で
公
演
を
す
る
と
、
左

義
長
ば
や
し
は
市
内
で
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
す
が
、
市
外
の
か
た
か
ら
見
る
と
、
大
変

面
白
い
と
驚
か
れ
ま
す
。

竹
原

東
京
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
貴
重
だ

と
思
わ
な
か
っ
た
自
然
や
左
義
長
な
ど
が
、

外
か
ら
見
た
勝
山

凄
く
貴
重
な
ん
だ
と
感
じ
ま
す
ね
。

宗
田

勝
山
文
化
と
は
、
暮
ら
し
て
い
る
勝

山
の
人
た
ち
の
心
の
中
に
共
通
し
て
お
こ
る

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
が
左
義
長

や
旧
機
業
場
に
感
じ
る
思
い
と
、
市
外
の
か

た
が
感
じ
る
思
い
は
違
い
ま
す
。
そ
の
違
い

を
認
識
し
、
勝
山
文
化
、
勝
山
人
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
把
握
し
て
、
勝
山
っ
子
を
育

て
て
い
く
こ
と
が
、
地
域
の
文
化
を
伝
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

竹
原

子
ど
も
が
中
学
生
に
な
っ
て
も
、
大

人
と
一
緒
に
一
つ
の
物
を
つ
く
り
上
げ
ら
れ

る
環
境
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

笠
松

市
外
の
か
た
か
ら
見
て
、
勝
山
人
は

少
し
ず
る
賢
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ

う
で
す
。
明
治
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
田
畑
を

売
っ
て
織
物
業
に
転
向
し
た
農
家
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

宗
田

歴
史
伝
統
文
化
を
活
か
し
た
、
新
し

い
流
れ
の
ま
ち
づ
く
り
を
勝
山
が
行
う
こ
と

は
、
と
て
も
勝
山
ら
し
く
、
相
手
の
裏
を
つ

く
よ
う
な
ず
る
賢
さ
で
あ
り
、
こ
の
精
神
を

大
事
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。

笠
松

今
ま
で
文
化
財
は
、
古
い
物
は
大
事

だ
か
ら
と
残
し
て
き
ま
し
た
が
、
古
い
物
の

心
を
ど
う
解
釈
し
、
活
用
し
、
利
用
し
て
い

く
の
か
と
い
う
観
点
を
大
事
に
し
て
い
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。

市
長

日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
繊
維
の
、

一
番
古
い
建
物
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
か
ら
、
勝
山
市
旧
機
業
場
を
皆

さ
ん
の
意
見
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、
保
存
・

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

桝
家

保
存
会
で
は
、
太
鼓
の
技
術
だ
け
で

は
な
く
、
左
義
長
ら
し
さ
や
精
神
を
伝
え
て

い
く
事
が
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

勝
山
ら
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
は
、
左
義
長
が

似
合
う
ま
ち
づ
く
り
で
は
な
い
か
と
も
思
い

ま
す
。

宗
田

伝
統
文
化
を
活
か
す
と
い
う
こ
と

は
、
知
識
、
技
術
、
態
度
を
教
え
る
事
で
す
。

最
初
に
技
術
を
し
っ
か
り
と
教
え
、
そ
の
次

に
態
度
を
教
え
る
。
知
識
だ
け
で
は
伝
統
文

化
は
通
じ
な
い
の
で
す
。

市
長

今
の
ま
ち
な
か
整
備
の
コ
ン
セ
プ
ト

は
、「
住
ん
で
い
る
人
に
愛
さ
れ
る
ま
ち
は
、

観
光
客
に
も
く
つ
ろ
い
で
も
ら
え
、
ま
ち
の

人
と
の
交
流
も
で
き
る
。」
で
す
。
そ
の
よ

う
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
市
内
に
訪

れ
る
年
間
約
１
0
0
万
人
の
観
光
客
の
、
せ

め
て
１
割
は
ま
ち
な
か
に
呼
び
込
み
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
旧
機
業
場

に
勝
山
の
情
報
発
信
機
能
お
よ
び
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
機
能
を
持
た
せ
て
、
市
民
も
来
訪
者
も

一
緒
に
な
っ
て
楽
し
め
る
施
設
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

宗
田

地
域
の
個
性
は
人
に
宿
る
も
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
が
勝
山
だ
と
い
う
こ
と
を
孫
に

伝
え
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
が
人
の
繋
が
り
を
通
じ
て
、
家
庭
や

地
域
の
中
で
地
域
の
文
化
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

井
ノ
口

勝
山
は
良
い
ま
ち
な
ん
だ
と
い
う

事
を
、
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
子
ど
も
と
一

緒
に
自
慢
す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う

す
れ
ば
、
も
っ
と
笑
顔
に
な
り
、
勝
山
は
も

っ
と
も
っ
と
良
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

勝
山
を
元
気
に

伝
統
文
化
を
活
か
す

勝
山
人
、
勝
山
文
化
と
は


