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「
元
気
な
地
域
」
で
は
な
く

「
魅
力
あ
る
地
域
」
の
発
見

　

ま
ち
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
を
見
続
け

て
25
年
ほ
ど
に
な
る
。
こ
の
『
水
の
文

化
』
で
も
多
く
の
土
地
を
訪
ね
た
。

　

一
般
に
、
地
域
づ
く
り
に
大
事
な
の
は

「
人
」、
人
々
が
利
用
し
守
ろ
う
と
し
て
い

る
「
資
源
」、
人
が
従
っ
て
い
る
「
文
化
」。

つ
ま
り
人
、
資
源
、
文
化
の
3
つ
、
中
で

も
「
人
」
を
見
れ
ば
、
地
域
が
元
気
に
な

る
秘
密
が
わ
か
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
は
人
口
減
少
時
代
。
す

べ
て
の
地
域
経
済
が
成
長
す
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
は
当
然
だ
。
む
し
ろ
1
人
ひ
と

り
に
と
っ
て
の
「
生
活
の
質
」
が
重
要
と

発
想
を
切
り
換
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
地

域
づ
く
り
に
欠
け
て
い
た
点
が
気
に
な
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

「
地
域
の
魅
力
は
ど
の
よ
う
に
生
み
だ
す

の
か
？
」
と
い
う
大
問
題
だ
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
連
載
で
は
、
若
手
に
よ

る
魅
力
づ
く
り
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
よ
う
と

思
う
。
若
手
と
は
文
字
通
り
の
若
手
と
、

歩くほどに
物語が生まれる場
――醤油と醤油カツ丼ととんちゃん

福井県大野市

中庭 光彦 さん
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い
ま
最
前
線
の
責
任
者
と
し
て
立
ち
向
か

っ
て
い
る
昔
の
若
手
と
な
る
。

　

入
口
は
水
文
化
に
関
係
な
さ
そ
う
に
見

え
る
お
も
し
ろ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
そ
こ
か

ら
ま
ち
を
巡
っ
て
、
出
口
で
は
ど
ん
な
お

も
し
ろ
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
て
い
る

か
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
途
中
で
水
が

意
外
な
役
割
を
発
揮
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

醤
油
カ
ツ
丼
を
探
し
た
ら

と
ん
ち
ゃ
ん
に
出
会
っ
た

　

こ
の
思
い
か
ら
最
初
に
取
り
上
げ
た
の

が
福
井
県
大
野
市
で
あ
る
。
人
口
約
3
万

5 

0 

0 

0
人
で
、
前
年
よ
り
4
・
1 

%
減

少
し
て
い
る
典
型
的
な
地
方
都
市
だ
が
、

水
文
化
に
関
心
が
あ
る
人
は
誰
も
が
知
っ

て
い
る
ほ
ど
地
下
水
が
豊
富
な
ま
ち
だ
。

　

で
も
私
の
目
を
惹
い
た
の
は
水
よ
り
も

「
醤
油
カ
ツ
丼
」。
福
井
は
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼

が
有
名
な
の
だ
が
、
大
野
市
で
は
ソ
ー
ス

な
ら
ぬ
醤
油
カ
ツ
丼
だ
と
い
う
。
こ
れ
に

惹
か
れ
、
早
速
大
野
市
へ
旅
立
っ
た
。
小

松
空
港
か
ら
車
で
1
時
間
強
。
羽
田
を
朝

8
時
に
飛
び
立
つ
と
11
時
前
に
は
着
い
て

し
ま
っ
た
。

　

ま
ず
は
ま
ち
の
中
心
部
に
あ
る
名
水
百

選
の
1
つ
「
御お

し
ょ
う
ず

清
水
」
を
サ
ラ
ッ
と
見
て
、

毎
日
朝
市
を
開
い
て
い
る
と
い
う
「
七し

ち
け
ん間

通
り
」
を
歩
い
て
み
た
。
人
通
り
は
少
な

い
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
閉
ま
っ
て
い
な
い
、

品
の
あ
る
通
り
だ
。

　

途
中
に
あ
る
観
光
案
内
所
に
入
る
と
、

い
わ
ば
こ
こ
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
女お

か
み将

さ
ん
と
若
女
将
が
い
た
。
さ
っ
そ
く
「
あ

の
、
醤
油
カ
ツ
丼
が
有
名
と
聞
い
た
ん
で

す
け
ど
…
…
」
と
尋
ね
る
と
、「
あ
あ
、
野

菜
が
載
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
大
根
の

所
が
あ
れ
ば
ネ
ギ
の
所
も
あ
っ
て
」
と
い

ろ
ん
な
店
を
教
え
て
く
れ
た
。「
醤
油
カ
ツ

丼
っ
て
珍
し
い
で
す
よ
ね
？
」
と
た
た
み

か
け
て
訊
く
と
「
野
村
醤
油
店
の
野
村
君

と
飲
食
店
の
下
村
君
の
友
だ
ち
同
士
で
考

え
出
し
た
ら
し
い
で
す
よ
」
と
言
う
。
こ

の
「
野
村
君
」
が
後
で
登
場
す
る
若
き
主

人
公
。
す
ぐ
に
醤
油
カ
ツ
丼
を
食
べ
に
行

こ
う
と
す
る
と
、
若
女
将
が
「
で
も
、
ワ

タ
シ
的
に
は
と
ん
ち
ゃ
ん
な
ん
で
す
け
ど

ね
」。

　

と
ん
ち
ゃ
ん
？ 

何
で
す
か
そ
れ
は
？

　

聞
く
と
ホ
ル
モ
ン
焼
き
の
こ
と
。
味
噌

で
煮
込
む
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
子
ど
も

の
頃
か
ら
食
べ
て
い
た
と
の
こ
と
。
大
野

の
人
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
だ
と
い
う
。
店
も

多
数
あ
る
が
「
焼
き
肉
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
ち
ら
で
は
焼
き
肉
と
い
う
と
、
と
ん

ち
ゃ
ん
で
す
。
大
野
で
は
子
ど
も
の
頃
か

ら
み
ん
な
食
べ
て
い
る
家
庭
の
味
で
す
」

と
言
う
。

犬山から撮影した天空の城「越前大野城」。地元のカメラマン・佐々木修さんが撮影し
た写真が発端となり、遠方からカメラマンが押し寄せている。大野市もPRに力を注ぐ

右：市内中心部にある「御清水（おしょうず）」。大野市はいたるところから水が湧き出
る「水のまち」として知られている／中：朝市が開かれる七間（しちけん）通り。平日
にもかかわらず、ボランティアガイドに案内される人たちが目に付いた。七間通りにある
観光案内所で出会った大野市観光協会の中出美智代事務局長と山内芽久美さん。「と
んちゃん」の情報はお二人に聞いた／左：お食事処しもむらの「醤油カツ丼」。専用の
醤油も添えられていて美味。水がよいからそばもおいしくて、ボリューム満点
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と
ん
ち
ゃ
ん
の
話
で
盛
り
上
が
り
「
ど

う
も
お
も
し
ろ
い
取
材
に
な
り
そ
う
だ
」

と
思
い
つ
つ
、「
お
食
事
処
し
も
む
ら
」
へ
。

こ
こ
で
醤
油
カ
ツ
丼
と
対
面
。
薄
切
り
肉

が
サ
ク
ッ
と
揚
が
っ
て
い
る
上
に
醤
油
を

か
け
る
。
至
福
の
時
。
添
え
ら
れ
た
越
前

名
物
お
ろ
し
そ
ば
も
美
味
。

　

B
級
グ
ル
メ
と
は
い
え
、
現
に
わ
れ
わ

れ
大
の
大
人
3
人
が
東
京
か
ら
食
べ
に
来

て
い
る
。
立
派
な
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
で

も
こ
の
お
い
し
い
醤
油
を
つ
く
っ
て
い
る

「
野
村
醤
油
店
」
の
店
主
と
は
ど
ん
な
人

な
の
か
？

が
ん
ば
る
今
の
若
手
を

「
昔
の
若
手
」
が
応
援

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
つ
つ
も
、
こ
こ
か

ら
が
地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
取
材
の
本
番
。

大
野
市
役
所
で
出
迎
え
て
い
た
だ
い
た
の

は
産
経
建
設
部
商
工
観
光
振
興
課
の
横
井

一
博
さ
ん
（
52
）。

　

大
野
市
は
2 

0 

1 

3
年
（
平
成
25
）
2
月

に
「
越
前
お
お
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
」

を
策
定
し
て
お
り
、
ま
さ
に
魅
力
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
同
席
い
た
だ
い
た

の
も
32
歳
か
ら
52
歳
に
い
た
る
6
名
。
横

井
さ
ん
は
、
休
み
の
日
に
は
人
力
車
も
引

い
て
い
る
20
年
前
の
若
手
行
動
派
だ
。

　

大
野
市
の
観
光
入
り
込
み
客
は
こ
の
3

年
ほ
ど
、
お
お
よ
そ
年
間
1 

5 

4
万
人
の

横
ば
い
で
あ
る
。「
結ゆ

い

の
故く

に郷
越
前
お
お

の
」
と
ブ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
つ

く
り
ブ
ラ
ン
ド
化
を
進
め
て
い
る
。
集
客

圏
は
主
に
中
京
、
関
西
だ
っ
た
が
、
北
陸

新
幹
線
が
2 

0 

1 

5
年
3
月
に
金
沢
ま
で

延
び
る
と
首
都
圏
か
ら
の
誘
客
も
課
題
に

な
る
。

　

大
野
市
に
来
て
気
が
つ
い
た
の
は
、
い

ろ
ん
な
非
公
式
？
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
ら
し

い
こ
と
だ
。『O

no Jikan

』
と
い
う
地
域

マ
ガ
ジ
ン
を
「
平
成
大
野
屋
番
頭
会
」
が

つ
く
っ
て
い
る
。
と
ん
ち
ゃ
ん
を
食
べ
ら

れ
る
店
を
紹
介
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は

「
と
ん
ち
ゃ
ん
を
愛
で
る
会
」、
市
内
の
菓

子
職
人
が
集
ま
り
、
大
野
名
産
の
丁で

っ
ち稚

羊

か
ん
（
寒
天
を
使
っ
た
冬
限
定
の
水
羊
か
ん
）
を

使
っ
た
「
シ
ョ
コ
ラ
de
よ
う
か
ん
」
を
開

発
し
た
「
シ
ョ
コ
ラ
de
よ
う
か
ん
運
営
協

議
会
」、
さ
ら
に
は
「
世
界
醤
油
カ
ツ
丼

機
構
」。

　

横
井
さ
ん
が
言
う
に
は
、「
大
野
に
は
不

思
議
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
、
一
人
が

2
つ
も
3
つ
も
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
1
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
何
か
を

や
り
た
い
時
に
、
つ
な
が
っ
て
い
く
。
と

ん
ち
ゃ
ん
を
愛
で
る
会
と
醤
油
カ
ツ
丼
機

構
は
け
っ
こ
う
メ
ン
バ
ー
が
か
ぶ
っ
て
い

た
り
す
る
。
そ
の
人
が
キ
ー
マ
ン
」
と
い

う
。

「
と
ん
ち
ゃ
ん
を
愛
で
る
会
」
は
若
手
で

始
め
た
と
い
う
。「
2 

0 

1 

0
年
の
越
前
大

野
城
築
城
4 

3 

0
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
考

え
ろ
、
何
を
や
っ
て
も
い
い
か
ら
、
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
。
B
―
1
グ
ラ
ン
プ
リ
の

2
回
目
が
終
わ
っ
た
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
、

食
で
い
こ
う
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
昔

か
ら
食
べ
て
い
て
、
大
野
で
は
当
た
り
前

す
ぎ
の
焼
き
肉
。
味
噌
味
で
。
最
初
20
人

ぐ
ら
い
で
議
論
し
て
、
最
後
に
い
た
の
は

8
人
。
そ
れ
を
イ
ベ
ン
ト
に
し
ま
し
た
」

と
雨
山
直
人
さ
ん
（
32
）。「
と
ん
ち
ゃ
ん

祭
」
は
以
後
毎
年
続
い
て
い
る
。

　

横
井
さ
ん
も
「
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
は

『
や
れ
！
や
れ
！
』
と
後
押
し
し
ま
し
た

ね
。
若
い
人
が
勝
手
に
や
る
と
応
援
す
る

文
化
が
大
野
に
は
あ
る
の
で
。
僕
ら
も
昔

そ
う
い
う
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
大
野

で
自
主
映
画
を
つ
く
っ
た
り
、
私
な
ん
か

20
年
に
な
る
が
人
力
車
引
っ
張
っ
て
い
る
。

そ
の
当
時
、
盛
り
上
が
っ
た
わ
け
で
す
」

　

み
ん
な
が
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
し
、

メ
ン
バ
ー
が
い
く
つ
も
の
グ
ル
ー
プ
に
入

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
大
事
な
こ

と
で
、
グ
ル
ー
プ
の
活
動
一
つ
ひ
と
つ
が

ト
ン
ガ
ッ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
み
ん
な
が

「
ど
う
だ
大
野
は
。
い
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
」

と
誇
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
所
を
、

私
は
大
い
に
気
に
入
っ
た
。

「
そ
う
そ
う
。
い
ま
大
野
市
は
『
天
空
の

右：ⓐ平成大野屋番頭会が企画・編集する地域マガジン『Ono Jikan』／ⓑ丁稚羊かんを用いた
「ショコラdeようかん」のPRチラシ。ご当地スイーツとして売り出し中／ⓒ「とんちゃんを愛で
る会」が制作した「越前おおの とんちゃんMAP」。市内でとんちゃん（ホルモン）が食べられる
お店を紹介している。どれも生活を楽しもうというセンスが感じられる
上：取材に応じてくれた大野市役所の若手たち。左から横井一博さん（商工観光振興課）、澤田
陽彦さん（同）、久保康博さん（同）、仲村渠（なかんだかり）翼さん（同）、道鎭（どうちん）郁
生さん（企画財政課）、雨山直人さん（同）。部署も年齢層も異なり、縦割りを感じさせないとこ
ろがよい！「大野の人、歴史、自然、文化のすべてをブランドにしたい」と話す
左：まちなか観光拠点「平蔵」「二階蔵」「洋館」を統括する平成大野屋の総支配人、中山継男
さん。「天空の城」効果によって、ここ数カ月で客層が若返ったという。建物外観は、株式会社平
成大野屋が運営する3施設の1つ「洋館」

ⓑ

ⓐ

ⓒ
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城
』
で
売
っ
て
い
ま
す
。
明
日
は
見
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
足
を
運
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
」
と
言
う
こ
と
を
横
井
さ
ん
は

忘
れ
な
か
っ
た
。「
も
ち
ろ
ん
で
す
！
」。

こ
の
言
葉
で
、
翌
朝
は
4
時
半
起
床
と
な

っ
た
（
す
ば
ら
し
い
眺
め
で
し
た
。
30
分
ほ
ど
険

し
い
山
道
を
登
り
ま
し
た
が
）。

た
ん
な
る
場
所
貸
し
で
は
な
い
、

本
物
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

　

現
在
の
大
野
市
中
心
部
は
大
野
城
の
城

下
町
だ
。
城
を
造
り
、
町
割
り
を
行
な
っ

た
の
は
戦
国
時
代
の
武
将
・
金か

な
も
り森

長な
が
ち
か近

。

後
に
飛
騨
高
山
も
つ
く
る
城
下
町
造
り
の

名
手
で
あ
っ
た
。
掘
れ
ば
湧
き
水
が
出
る

し
、
用
排
水
路
を
張
り
巡
ら
し
た
湧
水
の

ま
ち
と
な
っ
た
。
下
水
は
家
の
裏
側
の
背

中
合
わ
せ
の
と
こ
ろ
を
割
っ
て
通
し
て
い

る
の
で
背
割
り
下
水
と
呼
ば
れ
る
が
、
今

も
顕
在
で
融
雪
に
は
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

　

長
近
は
寺
町
も
造
り
、
そ
こ
に
は
今
も

32
の
寺
院
が
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
職
人

を
集
め
、
番
匠
（
大
工
）、
桶
屋
・
塗
師

（
木
工
業
者
）、
鍛
冶
師
・
鋳
物
師
（
金
属
加
工

業
者
）
を
保
護
し
た
。
当
時
の
都
市
プ
ラ

ン
ナ
ー
と
し
て
腕
を
振
る
っ
た
長
近
は
1 

5 

8 

6
年
（
天
正
14
）
に
飛
騨
高
山
に
移
り
、

大
野
と
同
様
の
町
割
り
を
行
な
っ
て
い
く
。

　

何
人
か
の
領
主
交
替
の
後
、
1 

6 

8 

2

年
（
天
和
2
）
に
徳
川
譜
代
大
名
の
土
井
利

房
が
や
っ
て
く
る
。
注
目
さ
れ
る
の
が
幕

末
の
七
代
藩
主
、
土
井
利
忠
だ
。
藩
政
改

革
を
1 

8 

4 

2
年
（
天
保
13
）
よ
り
始
め
、

洋
学
に
関
心
が
高
く
、
1 

8 

5 

4
年
（
安

政
元
）
に
は
領
内
に
種
痘
を
命
じ
る
な
ど
、

知
識
を
政
策
に
活
か
す
慧
眼
を
感
じ
さ
せ

る
。
洋
式
軍
制
を
取
り
入
れ
、
蝦
夷
地
開

拓
に
乗
り
出
す
が
、
主
要
事
業
が
直
轄
店

「
大
野
屋
」
の
経
営
で
あ
る
。

　

当
時
各
藩
は
自
藩
の
農
産
物
を
専
売
す

る
国
産
会
所
を
も
っ
て
い
た
が
、
大
野
藩

で
は
こ
れ
を
拡
大
し
、
大
野
藩
が
経
営
す

る
大
商
社
を
設
立
し
た
の
だ
。
大
坂
大
野

屋
、
箱
館
大
野
屋
を
安
政
年
間
に
つ
く
り
、

領
内
の
み
な
ら
ず
東
京
、
岐
阜
、
名
古
屋

あ
わ
せ
て
40
店
舗
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
歴
史
を
活
か
そ
う
と
、
平
成
の
大

野
産
品
を
紹
介
す
る
ま
ち
づ
く
り
会
社
と

し
て
1 

9 

9 

9
年
（
平
成
11
）
に
設
立
さ
れ

た
の
が
株
式
会
社
平
成
大
野
屋
な
の
だ
。

　

い
ま
総
支
配
人
を
務
め
て
い
る
の
が
中

山
継
男
さ
ん
（
62
）
だ
。

「
最
初
の
こ
ろ
は
客
が
少
な
く
、
地
元
の

高
齢
者
の
方
の
利
用
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

最
近
で
は
天
空
の
城
を
見
る
た
め
に
、
多

く
の
お
客
さ
ま
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

こ
の
平
成
大
野
屋
は
、
大
野
の
産
品
の

ブ
ラ
ン
ド
力
を
守
り
、
消
費
拡
大
の
た
め

の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
と
い
う
使
命
を
も

つ
。
そ
の
た
め
、
商
品
を
店
に
置
い
て
く

れ
な
い
か
と
要
望
す
る
生
産
者
や
商
店
の

な
か
か
ら
、
た
し
か
な
品
を
選
ぶ
「
目
利

き
」
が
必
要
だ
。
中
山
さ
ん
は
自
ら
目
利

き
を
行
な
う
。
数
あ
る
大
野
特
産
品
の
な

か
か
ら
、
お
客
さ
ま
に
喜
ん
で
も
ら
え
る

商
品
を
選
び
、
商
品
の
付
加
価
値
を
高
め
、

生
産
者
や
商
店
と
消
費
者
を
結
ぶ
役
割
を

担
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
平
成
大
野

屋
は
大
野
ブ
ラ
ン
ド
の
育
て
役
で
あ
り
、

た
ん
な
る
場
所
貸
し
で
は
な
い
。

「
付
加
価
値
の
あ
る
商
品
に
は
、
お
客
さ

ま
の
方
か
ら
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
る
。
そ

の
き
っ
か
け
づ
く
り
が
目
的
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
だ
か
ら
ね
。
周
り
に
は
お
菓
子

屋
も
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
こ
の
横
に
あ
る

駐
車
場
か
ら
そ
こ
ま
で
歩
く
。
中
心
市
街

地
活
性
化
の
面
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
店
は

入
口
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
キ
ー

マ
ン
と
の
つ
な
が
り
を
つ
け
た
り
、
宣
伝

を
し
た
り
、
個
店
ご
と
で
は
で
き
な
い

P  
R 
を
行
な
っ
た
り
す
る
の
が
こ
の
店
の

役
割
で
す
」
と
い
う
。

七
間
朝
市
の
里
芋
は

ほ
ん
も
の
の
地
産
地
消

　

1
日
目
の
夜
は
天
保
元
年
創
業
の
俵
屋

旅
館
に
投
宿
。
夜
は
焼
肉
屋
の
「
焼
き
肉

右上：400年以上の歴史を誇る七間（しちけん）通りの朝市。地面に農産物や加工品を並べて、生産
者とおしゃべりしながら楽しく買い物ができる。特産品「里芋」を生産・販売する多田三枝子さん。大
野市朝市出荷組合に所属／中央：七間通りにある和菓子屋・伊藤順和堂の「いもきんつば」。期間限
定の人気商品だ／左：ようやく出会えた噂の「とんちゃん」。脂身が多く、とてもジューシーでビールに
ぴったり（有限会社大美商店「焼き肉おおみ」で撮影）
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お
お
み
」
で
と
ん
ち
ゃ
ん
を
食
べ
、
女
将

さ
ん
と
世
間
話
。

　

2
日
目
は
「
天
空
の
城
」
の
大
眺
望
を

拝
ん
だ
後
、
七
間
朝
市
へ
。
店
を
出
し
て

い
た
い
ろ
い
ろ
な
お
ば
ち
ゃ
ん
と
話
し
、

特
産
だ
と
い
う
里
芋
を
購
入
。
聞
く
と

「
少
し
固
い
け
ど
煮
崩
れ
し
な
い
で
す
よ
」。

東
京
に
持
っ
て
帰
り
翌
日
煮
物
に
す
る
と
、

こ
れ
ま
た
う
ま
い
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
う

と
お
ば
ち
ゃ
ん
に
失
礼
に
な
る
が
、
日
ご

ろ
食
べ
て
い
る
里
芋
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
。
芋
だ
け
で
ご
飯
が
す
す
む
。

　

同
じ
く
七
間
通
り
の
「
伊
藤
順
和
堂
」

で
「
い
も
き
ん
つ
ば
」
も
買
っ
て
帰
っ
た

が
、
こ
れ
も
素
材
の
甘
み
だ
け
で
う
ま
さ

を
出
す
本
物
だ
っ
た
。

「
こ
う
い
う
の
を
地
産
地
消
と
言
う
の

よ
」
と
家
内
に
言
わ
れ
た
が
、
ま
さ
し
く

そ
の
通
り
。
抽
象
的
に
地
産
地
消
と
言
う

よ
り
、
実
際
に
味
わ
っ
た
方
が
よ
ほ
ど
迫

力
が
あ
る
。

誰
も
が
お
も
し
ろ
い
！

醤
油
カ
ツ
丼
の
活
動
論

　

さ
て
旅
も
最
後
。
醤
油
カ
ツ
丼
を
生
み

出
し
た
野
村
醤
油
株
式
会
社
の
六
代
目
・

野
村
明あ

け
し志

さ
ん
（
41
）
と
お
会
い
し
た
。

　

醤
油
カ
ツ
丼
を
つ
く
っ
た
き
っ
か
け
は

「
大
野
に
や
っ
て
き
た
人
に
は
、
そ
れ
ま

で
ソ
ー
ス
カ
ツ
丼
と
お
ろ
し
そ
ば
を
ご
ち

そ
う
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
大
野
は
醸

造
業
が
盛
ん
な
の
で
ソ
ー
ス
を
醤
油
に
代

え
て
み
ま
し
た
。
鯖
江
の
野
菜
ソ
ム
リ
エ

に
相
談
し
た
ら
、『
野
菜
を
た
く
さ
ん
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
ね
』
と
言
う
の
で
、

今
の
形
に
な
る
う
ち
に
『
お
も
し
ろ
い
か

な
』
と
思
っ
て
き
た
」
と
の
こ
と
。
こ
こ

に
も
不
思
議
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
。

「
醤
油
カ
ツ
丼
は
大
人
の
遊
び
で
す
。
埼

玉
の
中
小
企
業
診
断
士
の
よ
う
な
プ
ロ
も
、

お
も
し
ろ
い
！
と
言
っ
て
（
活
動
に
）
入
っ

て
い
る
」。
活
動
の
お
も
し
ろ
さ
を
生
み

出
す
に
も
秘
訣
が
あ
る
よ
う
で
「
例
え
ば
、

活
動
を
知
ら
せ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
プ
ロ

に
つ
く
っ
て
も
ら
え
ば
、
当
然
支
払
い
が

発
生
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
か
ら
ア
ド

バ
イ
ス
だ
け
を
も
ら
っ
て
、
素
人
が
学
ん

で
つ
く
る
。
だ
か
ら
パ
ン
フ
は
全
部
手
づ

く
り
で
す
。
で
も
プ
ロ
は
、
そ
の
や
り
方

が
お
も
し
ろ
い
と
参
加
し
て
く
れ
る
の
で
、

私
に
も
学
び
が
あ
る
」。
誰
か
が
お
も
し

ろ
く
、
誰
か
が
負
担
す
る
と
い
う
の
で
は

長
続
き
し
な
い
。
誰
も
が
お
も
し
ろ
い
と

感
じ
る
関
係
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

こ
の
「
お
も
し
ろ
が
り
精
神
」
が
、
い

ろ
ん
な
若
手
を
結
び
つ
け
、「
世
界
醤
油
カ

ツ
丼
機
構
」
な
る
団
体
ま
で
で
き
て
い
る
。

ま
さ
に
、
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ラ
ン
ド
化
へ
の
遊

び
だ
。

ゼ
ロ
か
ら
つ
く
る
醤
油
を

ぜ
ひ
見
て
も
ら
い
た
い

　

子
ど
も
時
代
か
ら
醤
油
店
を
継
ぐ
こ
と

を
夢
見
た
野
村
さ
ん
は
大
野
の
若
手
キ
ー

マ
ン
の
一
人
な
の
だ
ろ
う
。
商
工
会
議
所

の
議
員
、
商
店
街
の
カ
ス
ガ
良
縁
団
団
長
、

世
界
醤
油
カ
ツ
丼
機
構
事
務
総
長
、
と
ん

ち
ゃ
ん
祭
と
い
く
つ
も
の
団
体
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
い
ず
れ
醤
油
店
も
七
代
目
と

な
る
ご
子
息
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
醤
油
業
界

の
中
で
勝
ち
残
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
野
村
さ
ん
は
醤
油
製
造
に
つ
い
て

語
っ
て
く
れ
た
。

「
醤
油
屋
の
原
料
は
大
豆
、
小
麦
、
食
塩

で
す
。
そ
こ
か
ら
麹
を
つ
く
っ
て
発
酵
・

熟
成
さ
せ
て
つ
く
り
ま
す
」

　

野
村
さ
ん
は
今
そ
う
い
う
現
場
を
オ
ー

プ
ン
に
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

「『
野
村
醤
油
の
蔵
は
、
皆
さ
ん
に
守
ら

れ
て
い
る
蔵
な
ん
で
す
』
と
示
し
た
い
。

絞
り
た
て
の
醤
油
も
そ
の
場
で
出
せ
ま
す

し
、
こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
醤
油
を
出
し

な
が
ら
蔵
を
維
持
し
て
い
く
方
向
で
す
。

1
年
か
け
て
ゼ
ロ
か
ら
つ
く
っ
た
も
の
は

香
り
が
違
う
し
思
い
も
違
う
。
そ
の
た
め

に
水
は
大
事
で
す
ね
。
う
ち
の
水
は
地
下

水
で
す
よ
」

上：世界醤油カツ丼機構のメンバーたち。野村さんは事務総長を務める
（提供：世界醤油カツ丼機構）

右：醤油カツ丼を発案し、とんちゃん祭にも携わる野村醤油株式会社代表取締
役の野村明志さん。大野市のまちづくりを担う若手のキーマンだ／味と製法に
こだわる野村醤油の製品群。真ん中にあるのが「醤油カツ専用」の醤油
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いもきんつば朝市文化

象徴文化地域資源人

里芋平成大野屋

大野市役所

不思議なネットワーク

平成大野屋番頭会
とんちゃんを愛でる会
世界醤油カツ丼機構

…

地域マガジン
『Ono Jikan』

「天空の城」は地元カメラマンが見出した

水

自然
（地形、気候、土壌など）

盆地

丁稚羊かんなどの
菓子文化

醤油・味噌などの
醸造文化

ショコラ deようかん

トンちゃん

大野の醤油

大野の味噌

醤油カツ丼

天空の城（越前大野城）

　

野
村
醤
油
は
ゼ
ロ
か
ら
つ
く
っ
て
い
る

強
み
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
。
極
め

て
合
理
的
な
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
戦
略
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。

　

大
野
市
内
に
は
、
ほ
か
に
も
ゼ
ロ
か
ら

醤
油
を
つ
く
っ
て
い
る
メ
ー
カ
ー
が
あ
る
。

七
間
通
り
に
店
を
構
え
て
い
る
山
元
醤
油

味
噌
醸
造
元
だ
。
実
は
朝
市
の
と
き
に
う

か
が
っ
て
い
た
。
今
は
四
代
目
の
若
主
人
、

山
元
新
さ
ん
（
32
）
が
継
い
で
い
る
。
話

し
て
い
る
う
ち
に
、
奥
の
「
絞
り
機
」
を

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
袋
に
詰
め
ら
れ
た

も
ろ
み
を
何
層
に
も
重
ね
、
上
か
ら
圧
力

を
か
け
る
と
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
絞
ら
れ

た
醤
油
が
出
て
く
る
。
こ
こ
が
野
村
醤
油

と
同
じ
こ
だ
わ
り
を
も
つ
メ
ー
カ
ー
と
は

驚
き
だ
っ
た
。

魅
力
づ
く
り
は
〈
共
創
〉
だ

　

2
日
間
の
取
材
行
程
を
あ
え
て
時
系
列

に
し
た
が
っ
て
記
し
て
み
た
。
こ
の
順
番

だ
っ
た
か
ら
、
私
は
と
ん
ち
ゃ
ん
の
す
ば

ら
し
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
天
空
の

城
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
何
よ
り
も
大
野

の
多
く
の
方
と
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
か
げ
で
、
醤
油
カ
ツ
丼
の
背
景
に
あ
る

醤
油
製
造
販
売
工
程
の
変
化
、
そ
し
て
大

野
な
ら
で
は
の
水
の
恵
み
に
至
る
こ
と
が

で
き
、「
魅
力
づ
く
り
の
連
鎖
」
が
よ
く
わ

か
っ
た
。

　

思
い
出
す
と
上
質
の
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー

の
よ
う
だ
。
こ
れ
が
大
事
で
、
移
動
と
出

会
い
を
繰
り
返
す
う
ち
に
シ
ナ
リ
オ
ス
ト

ー
リ
ー
を
つ
く
れ
る
か
が
魅
力
づ
く
り
の

ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
だ
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
魅
力
を
感
じ
る
か
ど

う
か
は
土
地
の
仕
掛
け
と
、
旅
人
の
能
力

の
両
方
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

大
野
市
も
私
も
変
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う

次
に
訪
れ
る
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
魅

力
を
共
創
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

社
会
が
変
わ
る
と
き
、

つ
ま
ら
な
い
ま
と
め
に
は

意
味
が
な
い

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
読
ん
で
こ
れ
ま
で
の

『
水
の
文
化
』
の
読
者
の
な
か
に
は
「
大

野
市
の
水
文
化
と
は
？
」
と
問
う
人
が
い

る
か
も
し
れ
な
い
。「
質
の
良
い
地
下
水
が

大
野
の
醸
造
文
化
を
育
ん
だ
」
と
で
も
書

け
ば
口
当
た
り
は
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
と
た
ん
に
つ
ま
ら
な
く
な
る
。
今
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
地
域
に
、
教
科
書
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
か
ぶ
せ
る
の
は
失
礼

と
い
う
も
の
だ
。

　

今
回
記
し
た
の
は
大
野
の
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
が
い
ろ
い
ろ
な
地
域
資
源
を
利
用
し

て
、
結
果
と
し
て
魅
力
を
生
ん
で
い
る
と

い
う
、
私
が
現
場
で
わ
か
っ
た
地
域
ブ
ラ

ン
ド
の
「
構
造
」
だ
。
水
は
大
事
だ
け
ど

い
く
つ
か
の
地
域
資
源
の
「
一
要
素
」
に

過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
十
分
だ
。

　

人
が
何
に
魅
力
を
感
じ
る
の
か
を
辿
る

と
、
水
文
化
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が

わ
か
る
。
そ
し
て
、
い
ろ
ん
な
若
手
が
お

も
し
ろ
が
っ
て
地
域
を
変
え
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
も
。

　

水
文
化
を
知
る
た
め
に
は
、
人
口
減
少

の
な
か
で
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
他
の
文

化
も
た
く
さ
ん
知
る
べ
き
だ
。
そ
の
た
め

に
は
、
醤
油
カ
ツ
丼
の
よ
う
な
、
将
来
を

つ
く
る
オ
モ
シ
ロ
イ
人
に
出
会
い
た
い
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
水
か
ら
入
ら
な
い
水

文
化
論
。
ど
こ
ま
で
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
？

　
（
2 

0 
1    
4
年
11
月
7
〜
8
日
取
材
）
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、
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上：七間通りに店舗兼
製造所を構える山元醤
油味噌醸造元

右：今も木桶を使い続け
ている山元醤油味噌醸
造元で見せてもらった
醤油の絞り工程

大野市の魅力を生むブランドシステム
「人」「地域資源」「文化」「象徴」、4つの要素が多様で関係が厚く明確なほど魅力をつくりやすい。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

ト
ガ
ッ
た
B
級
グ
ル
メ
「
醤
油
カ
ツ

丼
」
を
お
も
し
ろ
が
る
仲
間
と
、
醤
油
を

ゼ
ロ
か
ら
つ
く
る
「
志
」
が
出
会
う
場
所
。

そ
こ
に
魅
力
は
生
ま
れ
る
。




