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地域の底力

北
陸
新
幹
線
開
通
に
よ
り
、

が
ぜ
ん
注
目
を
集
め
る
石
川
県
金
沢
市
。

加
賀
百
万
石
が
育
ん
だ
、

ぶ
れ
る
こ
と
の
な
い
金
沢
の
人
の
心
は
、

現
状
に
満
足
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

未
来
へ
と
前
進
し
続
け
て
い
る
。

写
真 

K
A
N
O
C
O

取
材
・
文 

山
内
史
子

石
川
県
金
沢
市

伝
統
と
革
新
の

新
た
な
調
和
を
求
め
て

金沢駅東口を彩る木組みの「鼓門」。奥のガラスドー
ムとともに、伝統と現代の調和を演出している。
2011 年には米国の旅行雑誌で、「世界で最も美し
い駅」のひとつに選ばれた。（写真提供：金沢市）
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新
幹
線
の
に
ぎ
わ
い
に
も

揺
ら
が
な
い
金
沢
の
心

　

二
○
一
五
年
三
月
十
四
日
、
北
陸
新

幹
線
開
通
。
金
沢
〜
東
京
間
は
、
こ
れ

ま
で
乗
り
換
え
を
含
め
て
約
四
時
間
要

し
て
い
た
が
、
大
幅
な
短
縮
を
得
て
約

二
時
間
三
〇
分
と
な
っ
た
。

　

開
通
時
の
に
ぎ
わ
い
の
様
子
は
メ

デ
ィ
ア
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た

が
、
実
際
、
四
月
上
旬
に
訪
れ
た
金
沢

市
は
国
内
外
か
ら
の
数
多
く
の
観
光
客

で
あ
ふ
れ
て
い
た
。
兼
六
園
や
金
沢
城

と
い
っ
た
名
所
ま
で
徒
歩
で
た
ど
り
着

け
る
程
よ
い
大
き
さ
の
街
は
、
散
策
を

楽
し
み
つ
つ
巡
れ
る
の
が
魅
力
だ
。

　

た
だ
、
新
幹
線
効
果
に
万
歳
す
る
よ

う
な
状
況
か
と
思
い
き
や
、
お
会
い
し

た
地
元
の
方
々
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
の

は
、
意
外
に
も
戸
惑
い
の
反
応
。
お
客

様
に
対
し
て
き
ち
ん
と
お
も
て
な
し
が

で
き
て
い
る
か
、
と
の
懸
念
だ
っ
た
。

　

そ
の
思
い
を
代
表
す
る
か
の
よ
う
に

語
っ
て
く
れ
た
の
は
、
一
六
二
五
年
創

業
の
日
本
酒
の
蔵
元
「
福
光
屋
」
の

一
三
代
目
、
福
光
松
太
郎
氏
。
本
業
の

み
な
ら
ず
、
金
沢
の
活
性
化
に
長
年
に

わ
た
り
尽
力
し
て
き
た
ひ
と
り
だ
。

　
「
新
幹
線
開
通
は
、五
〇
年
来
の
悲
願
。

多
く
の
方
に
い
ら
し
て
い
た
だ
く
の
は

あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
想
定
を
上
回

る
状
況
で
す
。
あ
た
ふ
た
し
な
い
力
量

を
も
っ
て
い
る
の
か
、
多
様
な
分
野
で

さ
ら
な
る
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
実
現
で

き
る
の
か
が
、わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
し
ょ

う
」

　

金
沢
と
い
え
ば
、
全
国
有
数
の
観
光

地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
事
実
、

新
幹
線
開
通
前
も
年
間
約
八
〇
〇
万
人

の
来
訪
者
が
あ
っ
た
も
の
の
、
交
流
人

口
の
増
加
を
明
確
に
目
指
し
、
観
光
政

策
を
立
ち
上
げ
た
の
は
わ
ず
か
一
〇
年

ほ
ど
前
だ
と
か
。

　
「
金
沢
を
好
き
で
来
て
く
だ
さ
る
方
を

増
や
し
た
い
、
大
型
バ
ス
が
大
挙
し
て

来
る
よ
う
な
観
光
地
に
は
し
た
く
な
い

と
い
う
の
が
、
大
半
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

だ
っ
た
ん
で
す
。
今
回
も
金
沢
の
ス
タ

ン
ス
を
崩
さ
ず
、
う
ま
く
対
応
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

果
た
し
て
、
金
沢
の
ス
タ
ン
ス
と
は

ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
行
政
も
経
済
界
も
、
金
沢
で
は
文
化

の
話
し
か
し
な
い
。
雇
用
や
ベ
ア
う
ん

ぬ
ん
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
お
城
を
も

う
少
し
直
し
た
ほ
う
が
い
い
な
ど
、
景

観
や
伝
統
工
芸
に
関
し
て
の
話
題
ば
か

り
。
金
沢
の
街
の
レ
ベ
ル
を
ど
う
や
っ

て
上
げ
る
か
、
そ
れ
こ
そ
が
一
番
、
経

済
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
思
っ
て
い
る

か
ら
な
ん
で
す
」

　

そ
の
認
識
が
、
人
口
四
六
万
人
の
市

民
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
の
が
金
沢
だ

と
、
福
光
氏
は
言
う
。

　
「
前
田
家
の
殿
様
が
代
々
な
さ
っ
て
き

た
こ
と
を
皆
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
を
ふ

ま
え
た
上
で
、
で
は
、
今
ど
う
し
よ
う

か
と
。
そ
う
い
う
話
が
普
通
に
で
き
る

の
が
、
こ
の
街
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
。

伝
統
は
最
初
か
ら
つ
く
ら
れ
な
い
。
必

ず
前
衛
か
ら
始
ま
る
。
何
も
注
入
し
な

い
と
、
た
だ
た
だ
古
ぼ
け
て
い
く
だ
け

「福光屋」社長の福光松太郎氏。蔵に隣接する直営店
「SAKESHOP 福光屋 金沢店」には、「福正宗」「加賀鳶」
「黒帯」などの銘酒のほか、直営店限定の銘柄もそろう。
日本酒や酒肴に加え、みりんなどを使ったスイーツを味
わえるカフェもある。

前田家が築いた金沢城は度重なる火災で焼失したが、2001
年に写真の「菱

ひ し

櫓
やぐら

」などを復元。その作業には、伝統を継
いだ地元の宮大工が力を発揮した。
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だ
。
金
沢
の
人
は
、基
本
的
に
そ
う
思
っ

て
い
ま
す
ね
」

　
そ
の
典
型
が
、
ま
さ
し
く
「
福
光
屋
」

の
経
営
だ
。
全
量
純
米
酒
を
仕
込
む「
純

米
蔵
宣
言
」
を
行
っ
た
の
は
、
業
界
に

先
駆
け
て
の
二
○
○
一
年
。
塩
麹
ブ
ー

ム
を
は
じ
め
、
こ
こ
数
年
昔
な
が
ら
の

発
酵
技
術
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
中
、

発
酵
食
品
や
そ
の
技
術
を
活
か
し
た
化

粧
品
の
開
発
も
、
早
々
か
ら
手
が
け
て

き
た
。

　
「
市
場
、
す
な
わ
ち
お
客
様
が
刻
々
と

変
わ
る
か
ら
経
営
は
新
し
い
挑
戦
を
し

て
い
か
な
い
と
続
か
な
い
。
街
も
同
じ

で
す
。
時
々
前
衛
が
入
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
前
衛
を
三
〇
〇
年
間
取

り
入
れ
続
け
、
現
在
の
伝
統
に
な
っ
た

の
が
前
田
家
が
残
し
た
文
化
で
す
」

　

加
賀
百
万
石
の
伝
統
は
、
前
衛
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
う
福
光
氏
の
話
は
非
常

に
新
鮮
だ
っ
た
。

江
戸
の
頃
か
ら
継
が
れ
た

茶
屋
街
の
文
化
が 

地
域
を
活
性
化

　

一
方
、
金
沢
の
人
の
気
質
を
語
っ
て

く
れ
た
の
は
、
一
八
二
○
年
に
つ
く
ら

れ
た
「
ひ
が
し
茶
屋
街
」
に
店
を
構
え

る
お
茶
屋
「
中
む
ら
」
の
女
将
、
中
村

玲
子
氏
だ
。

　
「
金
沢
の
人
は
ぜ
い
た
く
。
精
神
的

に
も
、
物
質
的
に
も
ぜ
い
た
く
を
し
た

い
、
お
い
し
い
も
の
も
食
べ
た
い
。
と

は
い
え
自
分
だ
け
が
楽
し
む
の
で
は
な

く
、
そ
の
ぜ
い
た
く
を
人
に
も
与
え
た

い
、
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
相

手
を
思
い
や
る
気
持
ち
が
、
ベ
ー
ス
に

あ
り
ま
す
ね
」

　

そ
の
思
い
の
一
端
か
ら
始
ま
っ
た
も

の
の
一
つ
が
、
お
座
敷
体
験
だ
。
観
光

客
は
低
価
格
で
、
お
茶
屋
遊
び
と
い
う

一
見
さ
ん
お
断
り
の
憧
れ
の
世
界
を
体

験
で
き
る
。

　
「
お
ん
ぼ
ら
と
し
て
い
る
」。
心
が
広

い
と
い
う
意
味
の
方
言
も
印
象
深
い
。

　
「
な
ん
と
な
く
心
温
か
い
。
そ
う
い
う

気
質
は
新
幹
線
が
来
て
も
、
変
わ
ら
な

い
。
そ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
逆
に
お
商
売
だ
け
が
目
的

で
い
ら
し
て
も
、
た
ぶ
ん
こ
の
街
に
は

な
じ
め
ま
せ
ん
」

　

ひ
が
し
茶
屋
街
を
は
じ
め
趣
の
あ
る

町
家
の
多
い
東
山
は
、
今
で
こ
そ
金
沢

の
物
産
の
店
や
そ
れ
を
求
め
る
観
光
客

で
に
ぎ
わ
う
が
、
一
時
期
は
、
大
規
模

店
の
あ
る
香
林
坊
に
人
が
流
れ
た
り
、

不
況
に
よ
り
お
茶
屋
遊
び
を
す
る
余
裕

の
あ
る
人
が
減
っ
た
り
と
、
危
機
的
な

状
況
だ
っ
た
。
そ
の
建
て
直
し
の
た
め

に
発
足
し
た
の
が
、
地
元
の
人
々
が
自

ら
の
発
案
で
立
ち
上
げ
た
『
金
沢
老
舗
・

文
学・ロ
マ
ン
の
町
を
考
え
る
会
』と『
金

沢
東
山
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
』
だ
。

　
「
こ
の
二
つ
の
会
が
な
け
れ
ば
、
今
の

に
ぎ
わ
い
は
な
か
っ
た
」
と
中
村
氏
が

話
す
活
動
の
一
つ
が
、
一
九
八
七
年
か

ら
始
ま
っ
た
「
金
沢
・
浅
の
川
園
遊
会
」。

近
く
を
流
れ
る
浅
野
川
に
浮
き
舞
台
を

設
け
、「
滝
の
白
糸
」
で
知
ら
れ
る
水
芸

を
ひ
が
し
の
芸
妓
た
ち
が
演
じ
た
。

　

浅
の
川
園
遊
会
代
表
実
行
委
員
の
ひ

と
り
、
カ
タ
ニ
産
業
株
式
会
社
会
長
の

蚊
谷
八
郎
氏
は
、
当
時
の
様
子
を
振
り

返
る
。
カ
タ
ニ
産
業
は
一
八
九
九
年
か

ら
金
箔
製
造
業
を
営
ん
で
お
り
、
蚊
谷

氏
は
石
川
県
伝
統
産
業
振
興
協
議
会
の

会
長
も
務
め
る
。

　
「
単
な
る
祭
り
で
も
金
も
う
け
で
も
な

く
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
地
域
の
活

性
化
。
す
な
わ
ち
街
お
こ
し
、
環
境
保

全
、
芸
事
の
保
存
、
市
民
の
連
帯
、
経

済
の
活
性
、
こ
の
五
つ
が
テ
ー
マ
で
す
。

す
べ
て
が
地
域
の
人
に
よ
る
手
作
り
で
、

損
得
の
勘
定
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
」

　
華
や
か
な
演
目
は
年
々
評
判
を
呼
び
、

二
〇
万
人
近
い
来
場
者
を
数
え
た
こ
と

も
あ
る
。
結
果
、
多
方
面
か
ら
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
祭
り
へ
の
参

入
を
望
む
声
が
多
数
あ
っ
た
が
、
協
議

江
戸
の
頃
か
ら
の
趣
が
残
る
「
ひ
が
し
茶
屋

街
」。
そ
の
景
観
を
守
る
た
め
、「
金
沢
東
山
・

ひ
が
し
の
町
並
み
と
文
化
を
守
る
会
」
で
は

食
べ
歩
き
や
ゴ
ミ
捨
て
の
禁
止
な
ど
の
ル
ー

ル
を
設
け
た
。
新
店
舗
の
出
店
に
関
し
て
は
、

協
議
会
の
了
承
が
求
め
ら
れ
る
。（
写
真
提

供
：
金
沢
市
）

「古い建物のような表面的なも
のだけではなく、住む人の体に
しみついた気質を感じられる
のが、金沢の魅力なんだと思
います」と話す「中むら」の
女将、中村玲子氏。
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会
で
は
一
切
応
じ
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
基
本
的
な
概
念
が
ぶ
れ
た
ら
、
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
り
ま
す
か
ら
」

　

二
五
年
を
経
て
ひ
が
し
茶
屋
街
周
辺

が
活
気
を
取
り
戻
し
た
今
、
園
遊
会
の

舞
台
を
東
山
か
ら
み
て
浅
野
川
の
向
か

い
、
同
じ
茶
屋
街
が
あ
る
主か

ず
え計
町ま

ち

に
移

し
た
。
定
着
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
変
え
る

こ
と
に
戸
惑
う
意
見
は
あ
っ
た
が
、
地

域
の
活
性
化
を
目
的
と
す
る
、
当
初
の

姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。

　
「
企
業
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
地
域

が
発
展
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
損

得
は
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
い
わ
ば

自
分
の
会
社
や
業
界
を
よ
く
す
る
た
め

な
ん
で
す
」

　

生
活
の
変
化
に
よ
り
、
伝
統
工
芸
品

の
需
要
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
こ

数
年
、
金
箔
の
需
要
は
増
え
て
い
る
と

の
こ
と
。
ま
た
、
カ
タ
ニ
産
業
で
は
伝

統
的
な
金
箔
の
技
術
を
生
か
し
工
業
用

の
現
代
箔
の
開
発
も
積
極
的
に
行
っ
て

き
た
。
今
や
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
海
外

に
も
支
社
や
工
場
を
も
つ
グ
ロ
ー
バ
ル

企
業
な
の
だ
が
、
金
沢
の
本
社
は
昔
か

ら
の
町
家
。
伝
統
と
革
新
が
、
自
然
と

両
立
す
る
景
色
だ
っ
た
。

金
沢
が
目
指
し
て
き
た
の
は

保
存
と
開
発
の
両
立

　

福
光
氏
や
中
村
氏
、
蚊
谷
氏
ら
民
間

が
金
沢
ら
し
さ
を
構
築
す
る
な
か
、
行

政
サ
イ
ド
で
「
金
沢
の
レ
ベ
ル
を
上
げ

る
」
こ
と
に
努
力
を
重
ね
て
き
た
の
が
、

一
九
五
四
年
に
金
沢
市
役
所
に
入
り
、

九
○
年
か
ら
は
約
二
〇
年
間
に
わ
た

り
市
長
を
務
め
る
な
ど
、
金
沢
市
政
に

五
六
年
間
の
長
き
に
わ
た
り
か
か
わ
っ

た
山
出
保
氏
だ
。
現
在
は
石
川
県
中
小

企
業
団
体
中
央
会
会
長
と
し
て
地
元
の

振
興
に
携
わ
る
。

　
「
保
存
と
開
発
。
二
律
背
反
す
る
テ
ー

マ
を
共
存
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
考
え

が
常
に
あ
り
ま
し
た
。
昔
も
今
も
あ
る

街
が
、
金
沢
。
伝
統
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

新
た
な
創
意
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
」

　

日
本
各
地
、
歴
史
を
紡
い
で
き
た
地

域
は
少
な
か
ら
ず
残
る
が
、
金
沢
に
は

ほ
か
と
は
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。

　
「
一
五
八
三
年
に
前
田
利
家
公
が
城
を

建
て
て
か
ら
四
〇
〇
年
以
上
た
ち
ま
す

が
、
そ
の
間
、
金
沢
に
戦い

く
さは
な
か
っ
た
。

戊
辰
戦
争
の
影
響
も
な
い
。
第
二
次
世

界
大
戦
の
空
襲
被
害
も
含
め
、
金
沢
は

戦
争
の
体
験
が
な
い
ん
で
す
」

　

大
き
な
自
然
災
害
も
発
生
し
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
景
観
と
共
に
伝
統
も

気
質
も
、
流
れ
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く

継
が
れ
て
き
た
の
だ
。「
前
田
の
殿
様
」

の
話
を
、
こ
れ
ま
で
お
会
い
し
た
皆
さ

ま
が
ご
く
普
通
に
口
に
す
る
の
が
、
な

ん
と
な
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

保
存
と
い
う
点
に
お
い
て
、
金
沢
城

を
は
じ
め
歴
史
的
建
築
物
の
維
持
・
保

存
に
欠
か
せ
な
い
大
工
、
表
具
、
建
具

等
を
は
じ
め
と
し
た
職
人
を
育
成
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
山
出
氏
は
一
九
九
六

年
に「
金
沢
職
人
大
学
校
」を
設
立
し
た
。

学
校
だ
が
、
月
謝
は
と
ら
な
い
。
ま
た
、

山
出
氏
が
助
役
時
代
の
一
九
八
九
年
、

市
政
百
年
を
期
し
て
、
加
賀
友
禅
や
九

谷
焼
と
い
っ
た
伝
統
工
芸
を
承
継
す
る

た
め
、「
金
沢
卯
辰
山
工
芸
工
房
」
も

設
立
さ
れ
た
。
興
味
深
い
の
は
と
も
に

月
謝
が
不
要
な
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に

研
修
費
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
。
同
様
に
、

長年にわたり金沢の街づくりに携わってきた山出
保氏の活動は海外からも注目を集め、2010 年に
はフランスのレジオン・ドヌール勲章を受賞した。
その独自の発想は著書『金沢の気骨』（北國新聞社）、

『金沢を歩く』（岩波新書）に詳しく書かれている。

右／カタニ産業会長の蚊谷八郎
氏によれば、箸や盆などに金箔を
貼る体験ができるクラフト・ツー
リズムが人気を博しているとい
う。左／町家を利用したカタニ産
業本社を訪れた客人は、そこかし
こで伝統的な職人技にふれるこ
ととなる。雪見障子を彩る、金箔
を用いた細工もそのひとつ。

金沢市随一の繁華街香林坊を流れる鞍月用
水は、江戸時代初期に改修の記録が残る歴
史ある用水である。1995 年から始められ
た開渠化事業は全長 1500 ｍ、付け替えた
橋は 93 カ所に及んだ。（写真提供：金沢市）



NICHIGIN 2015 NO.4213

山
出
氏
は
市
長
時
代
に
、
茶
屋
街
の
芸

妓
た
ち
が
芸
を
磨
く
た
め
の
習
い
事
へ

も
、
補
助
金
を
支
給
し
た
と
い
う
。

　
「
け
し
か
ら
ん
と
い
う
意
見
や
中
傷
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史
的
な
背
景

が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
」

　

京
都
か
ら
美
術
工
芸
品
の
職
人
や
、

当
時
の
裏
千
家
の
家
元
を
招
い
た
三
代

の
前
田
利
常
公
を
は
じ
め
、
前
田
家
が

育
ん
だ
文
化
を
守
る
精
神
が
根
づ
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
山
出
氏
の
「
保
存
と
開
発
」

を
巡
る
取
り
組
み
は
、
二
〇
〇
五
年
に

完
成
し
た
「
金
沢
駅
東
口
鼓
門
」
を
は

じ
め
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
数
々

の
斬
新
な
試
み
の
中
で
は
、
暗あ

ん
き
ょ渠
化
さ

れ
駐
車
に
使
わ
れ
て
い
た
用
水
の
復
活

や
、
全
国
に
先
駆
け
て
行
っ
た
旧
町
名

の
復
活
も
注
目
を
浴
び
た
。

　
「
ど
ち
ら
も
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
か
ら

始
め
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ

て
用
水
は
、
人
々
が
洗
濯
等
を
行
い
な

が
ら
会
話
を
す
る
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
し
た
。
都
市
景
観

の
改
善
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
場

を
都
市
に
再
生
し
た
い
と
い
う
の
が
用

水
復
活
に
か
け
た
想
い
で
す
。
ま
た
、

旧
町
名
の
復
活
に
つ
い
て
は
、
富と

だ田

主か
ず
え計

と
い
う
侍
の
屋
敷
が
あ
っ
た
主
計

町
の
よ
う
に
、
町
名
に
は
そ
れ
ぞ
れ
い

わ
れ
が
あ
り
ま
す
。
自
分
た
ち
の
街
の

歴
史
に
あ
ら
た
め
て
思
い
を
馳
せ
る
こ

と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
連
帯
感
を

強
め
た
か
っ
た
ん
で
す
」

　

金
沢
で
は
戦
前
に
作
ら
れ
た
福
祉
施

設
「
善
隣
館
」、
戦
後
に
生
ま
れ
た
独

特
の
地
域
組
織
単
位
「
校こ

う

下か

」（
小
学
校

の
学
区
に
該
当
す
る
地
域
）
と
そ
れ
を

基
本
と
す
る
町
会
、
そ
し
て
町
会
毎
に

住
民
自
ら
が
一
定
の
費
用
を
出
し
て
設

立
・
運
営
し
て
い
る
「
公
民
館
」
な
ど
、

親
密
で
共
助
の
精
神
に
あ
ふ
れ
た
独
自

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
見
ら
れ
る
。
現

在
、
町
内
会
へ
の
加
入
率
は
約
七
割
。

昔
に
比
べ
て
低
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

全
国
平
均
か
ら
す
れ
ば
ま
だ
ま
だ
高
い

数
字
の
背
景
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
維
持
に
向
け
た
工
夫
と
施
策
が
あ
っ

た
の
だ
。

金
沢
と
い
う
街
と 

人
の
魅
力
と
は
な
に
か

　

開
発
と
い
う
点
で
は
、
一
九
八
八
年

に
県
・
市
で
設
立
さ
れ
、
岩
城
宏
之
氏

を
初
代
常
任
指
揮
者
に
迎
え

た
「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
金
沢
」
な
ど
、
新
た
な
文
化

の
創
造
も
多
々
な
さ
れ
た
。
中
で
も
物

議
を
醸
し
た
の
は
、
二
○
○
四
年
に
完

成
し
た
「
金
沢
21
世
紀
美
術
館
」
だ
。

　

兼
六
園
に
隣
接
す
る
エ
リ
ア
に
現
代

ア
ー
ト
の
美
術
館
を
と
の
ア
イ
デ
ア
に
は

反
対
が
強
か
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
、

年
間
約
一
五
〇
万
人
の
人
が
訪
れ
る
だ

け
で
な
く
、
館
の
内
外
に
赤
ち
ゃ
ん
連
れ

の
家
族
姿
も
数
多
く
見
ら
れ
る
市
民

の
憩
い
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
展
示

の
み
な
ら
ず
建
物
の
設
計
そ
の
も
の
に

関
し
て
も
、
国
内
外
の
評
価
は
高
い
。

　

二
○
○
七
年
か
ら
館
長
を
務
め
る
秋

元
雄ゆ

う

史じ

氏
は
、
金
沢
の
人
は
実
に
お
も

し
ろ
い
と
嬉
し
そ
う
な
表
情
を
見
せ
た
。

「
金
沢
21
世
紀
美
術
館
」
館
長
の
秋
元
雄
史
氏
は
「
ベ
ネ
ッ
セ
ア
ー
ト

サ
イ
ド
直
島
」
の
企
画
、
運
営
を
担
い
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
二
年

間
に
わ
た
り
「
地
中
美
術
館
」
館
長
を
務
め
た
。
上
／
色
ガ
ラ
ス
が

渦
巻
き
状
の
パ
ビ
リ
オ
ン
を
形
成
す
る
「
カ
ラ
ー
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ

テ
ィ
・
ハ
ウ
ス
」
の
よ
う
に
、「
金
沢
21
世
紀
美
術
館
」
の
敷
地
内
に

は
無
料
で
入
場
で
き
る
エ
リ
ア
に
も
作
品
が
並
ぶ
。

「金沢職人大学校」（下）では伝統文
化を支える新たな職人を育成してき
た。左は「金沢職人大学校」の内部。
ほかにも「金沢卯辰山工芸工房」「金
沢美術工芸大学」と、伝統工芸の道を
目指す次世代が学ぶための場が多く
設けられているのも金沢の特徴だ。

金沢市地域の底力

1919 年に建てられた紡績工場跡の倉庫を再利用した
「金沢市民芸術村」もまた、山出氏の「保存と開発」
の成果。365 日 24 時間休みなく運営され、市民は手
頃な料金で、演劇、音楽、美術の稽古ができる。

レアンドロ・エルリッヒ
「スイミング・プール」
2004 年
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「
金
沢
市
外
か
ら
来
た
私
に
は
驚
き
で

し
た
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
、
芸
術
に

関
し
て
厳
し
い
ん
で
す
よ
。
美
術
館
を

受
け
入
れ
た
今
は
、
手
を
抜
く
な
、
レ

ベ
ル
を
落
と
す
な
と
い
う
ご
意
見
な
ん

で
す
ね
。
世
界
的
な
芸
術
と
い
う
の
を

ち
ゃ
ん
と
金
沢
か
ら
発
信
し
な
さ
い
と
」

　

新
幹
線
開
通
に
よ
り
金
沢
駅
の
ホ
ー

ム
や
構
内
に
は
伝
統
工
芸
品
が
飾
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
ク
オ
リ

テ
ィ
ー
や
展
示
の
術
に
関
し
て
一
般
市

民
が
問
い
、
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ
せ
た

の
も
印
象
深
か
っ
た
と
秋
元
氏
は
話
す
。

　

さ
ら
に
好
感
を
抱
い
て
い
る
の
は
、

金
沢
の
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
だ
。

　
「
季
節
ご
と
に
行
わ
れ
る
歳
事
が
、
ま

だ
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
文
化
が
日
々

の
暮
ら
し
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

文
化
と
い
っ
て
も
偉
そ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
習
慣
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
と
え
ば
普
通
に
皆
さ
ん
お
茶
を

習
っ
て
い
る
し
、
お
茶
席
も
多
い
」　　

　
二
〇
代
、
三
〇
代
の
若
い
世
代
で
も
、

き
ち
ん
と
茶
室
を
借
り
て
日
常
的
に
茶

会
を
開
く
と
い
う
。

　
「
特
別
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
認
識
は

な
い
で
し
ょ
う
。
金
沢
は
、
本
当
に
お

も
し
ろ
い
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
環
境
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
立
ち

止
ま
ら
な
い
た
め
に
は
、
今
の
街
づ
く

り
や
将
来
像
と
美
術
館
を
連
動
し
、
金

沢
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
ど
う
い

う
役
割
を
果
た
す
か
を
意
識
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

生
活
に
文
化
が
根
づ
い
た
金
沢
を
楽

し
ん
で
い
る
の
は
、
株
式
会
社
セ
ン
ド

代
表
の
宮
田
人ひ

と

司し

氏
も
ま
た
然
り
。
宮

田
氏
は
二
〇
代
で
起
業
し
、
デ
ザ
イ
ン
、

映
像
や
Ｉ
Ｔ
関
連
の
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作

な
ど
、
東
京
か
ら
多
岐
に
わ
た
る
発
信

を
行
っ
て
き
た
が
、
二
○
一
○
年
、
縁

あ
っ
て
拠
点
を
移
し
た
。

　
「
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
の
世
界
に
お
い

て
、
日
本
は
世
界
で
比
較
し
て
も
非
常

に
レ
ベ
ル
が
高
い
ん
で
す
。
中
で
も
と

り
わ
け
、
金
沢
は
ク
リ
エ
ー
タ
ー
が
非

常
に
多
い
。
そ
し
て
、
街
を
歩
け
ば
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
ア
ー
ト
が
あ
る

の
に
も
ひ
か
れ
ま
し
た
」

　

最
近
、
宮
田
氏
自
ら
が
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
し
て
い
る
若
手
ク
リ
エ
ー
タ
ー
た
ち

に
よ
る
、Ｃ
Ａ
Ｄ
で
設
計
し
て
漆
を
塗
っ

た
陶
器
が
、
老
舗
割
烹
の
主
人
の
目
に

留
ま
り
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
た

そ
う
で
あ
る
。

　
「
金
沢
に
は
ご
く
身
近
に
、
す
ば
ら
し

い
職
人
さ
ん
が
い
る
。
彼
ら
若
き
ク
リ

エ
ー
タ
ー
た
ち
が
器
を
製
作
す
る
際
も
、

世
界
的
に
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
料
理
人

さ
ん
に
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
作
品

に
反
映
で
き
た
。
そ
の
上
、
完
成
し
た

斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
の
器
の
加
工
を
伝
統

あ
る
金
沢
漆
器
の
職
人
さ
ん
が
引
き
受

け
る
、
と
い
う
展
開
も
ス
ム
ー
ズ
に
進

み
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
し
や
す
い
街
な
ん
で
す
」

　

老
舗
の
技
と
最
新
技
術
。
伝
統
と
前

衛
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
リ
ン
ク
す
る
。

　

宮
田
氏
に
倣
い
、
デ
ザ
イ
ン
、
広
告

関
連
で
移
住
す
る
会
社
が
徐
々
に
増
え

て
い
る
も
の
の
、
問
題
や
課
題
は
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、金
融
機
関
が
ベ
ン
チ
ャ
ー

へ
の
融
資
に
対
し
て
と
て
も
慎
重
な
こ

と
だ
。

　
「
そ
の
か
わ
り
金
沢
に
は
、
ま
だ
ま
だ

旦
那
衆
が
い
ま
す
。
欧
米
で
い
う
、
エ

ン
ジ
ェ
ル
投
資
家
み
た
い
な
も
の
で
す

ね
。
た
だ
、
目
き
き
で
あ
る
旦
那
衆
の

皆
さ
ん
は
、
事
業
計
画
で
は
な
く
人
を

見
る
。
こ
い
つ
が
本
当
に
や
り
切
れ
る

の
か
…
…
茶
の
湯
の
器
と
同
じ
で
す
。

見
た
瞬
間
に
判
断
す
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
金
融
機
関
よ
り
も
恐
い
で
す
ね

（
笑
）」　新

た
な
取
り
組
み
が 

人
の
心
を
つ
な
い
で
い
く

　

伝
統
の
中
か
ら
、
次
々
と
新
た
な
創

雪
花
の
代
表
取
締
役
の
上
町
達
也
氏
（
右
）
は
岐

阜
、取
締
役
の
柳
井
友
一
氏
（
左
）
は
島
根
の
出
身
。

と
も
に
金
沢
美
術
工
芸
大
学
を
卒
業
後
に
東
京
の

有
名
企
業
に
就
職
し
た
が
、
第
二
の
故
郷
で
あ
る

金
沢
に
戻
っ
て
き
た
。

「全国から職人を集め、工芸の標本『百工
比照』の作成も行った前田家は、現代で
いうところのアーカイブやインキュベー
ションを当時から手がけていた」と、興味
深げに語ったセンド代表の宮田人司氏。
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造
が
生
ま
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
な
か
、

行
政
サ
イ
ド
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
○
一
○
年
か
ら
市
長
を
務
め
る
、
山

野
之ゆ

き
よ
し義
氏
に
お
話
を
伺
っ
た
。

　
今
回
の
北
陸
新
幹
線
開
通
に
あ
た
り
、

山
野
氏
が
第
一
に
追
求
し
た
こ
と
は
、

金
沢
ら
し
い
景
観
を
守
る
こ
と
だ
と
い

う
。

　
「
新
幹
線
の
窓
か
ら
見
え
る
景
色
を
、

で
き
る
だ
け
統
一
感
の
あ
る
金
沢
ら
し

い
落
ち
つ
い
た
も
の
に
し
て
い
こ
う
、

と
い
う
規
制
を
か
け
て
い
ま
す
。
限
ら

れ
た
範
囲
で
す
が
、
呼
び
か
け
に
よ
り
、

そ
の
地
域
外
で
も
同
じ
よ
う
な
意
識
を

持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
」

　

広
告
に
関
し
て
も
例
外
な
し
の
条
例

だ
が
、企
業
か
ら
の
反
発
は
別
段
な
か
っ

た
そ
う
だ
。
一
九
六
八
年
に
日
本
初
の

景
観
に
関
す
る
「
金
沢
市
伝
統
環
境
保

存
条
例
」
を
制
定
し
て
以
降
、
金
沢
は

多
数
の
条
例
を
掲
げ
、
歴
史
的
か
つ
文

化
的
な
景
観
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く

復
活
も
さ
せ
て
き
た
。

　
「
長
年
の
取
り
組
み
が
幸
い
し
て
、
市

民
の
な
か
に
文
化
的
な
景
観
を
維
持
し

て
い
く
と
い
う
意
識
が
少
し
ず
つ
積
み

重
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」

　
新
た
に
金
沢
で
展
開
す
る
企
業
に
も
、

工
場
の
よ
う
な
建
物
は
金
沢
駅
の
西
側

に
あ
た
る
港
湾
地
区
へ
進
出
す
る
よ
う

理
解
を
求
め
て
い
る
。

　
「
そ
れ
で
も
進
出
す
る
価
値
が
あ
る
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
街
全
体

の
グ
レ
ー
ド
、
ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

街
の
グ
レ
ー
ド
を
上
げ
る
。
あ
ち
ら

こ
ち
ら
で
耳
に
し
た
言
葉
が
、
山
野
氏

か
ら
も
こ
ぼ
れ
た
。
こ
の
地
に
暮
ら
す

人
々
の
一
貫
し
た
姿
勢
に
は
、
ぶ
れ
が

な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
こ
そ
が
、
金
沢

ら
し
さ
な
の
だ
ろ
う
。

　
「
地
方
都
市
と
い
え
ど
も
、
常
に
世
界

に
視
座
を
置
い
た
街
づ
く
り
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

　

そ
う
話
す
山
野
氏
が
大
き
く
掲
げ
る

目
標
の
一
つ
に
「
世
界
の
交
流
拠
点
都

市
金
沢
」
が
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

今
年
十
一
月
十
五
日
に
は
日
本
陸
連
公

認
の
「
金
沢
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
５
」
が

開
催
さ
れ
る
。
一
万
二
○
○
○
人
の
参

加
者
を
募
集
し
て
の
初
の
試
み
だ
が
、

姉
妹
都
市
の
あ
る
台
湾
や
ベ
ル
ギ
ー
な

ど
に
も
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
送
り
、
選
手
団

を
呼
び
寄
せ
る
な
ど
、
既
に
予
定
参
加

数
以
上
の
応
募
が
国
内
外
か
ら
あ
る
そ

う
だ
。

　

ス
ポ
ー
ツ
で
街
を
元
気
に
し
た
い
と

い
う
公
約
を
果
た
す
施
策
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
思
わ
ぬ
効
果
が
あ
っ
た
と
山
野

氏
は
笑
顔
を
見
せ
る
。

　
「
町
内
会
の
組
織
率
が
ま
だ
ま
だ
高

い
と
は
い
え
、
昔
に
比
べ
て
減
少
し
て

い
ま
す
。
先
々
、
金
沢
の
共
助
の
精
神

が
薄
れ
て
い
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
中
、

大
会
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
べ
く
町
内
会
や

地
域
公
民
館
、
青
年
会
議
所
な
ど
多
く

の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
登
録
さ
れ
た

方
々
が
、
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
る
な
か

で
、
あ
ら
た
め
て
街
の
人
々
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
再
構
築
、
醸
成
が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
」

　

マ
ラ
ソ
ン
の
様
子
を
思
い
描
き
な
が

ら
、
感
慨
深
く
思
う
。
伝
統
と
革
新
が

不
思
議
に
も
や
わ
ら
か
く
溶
け
あ
っ
た

景
色
の
な
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
自

金沢市地域の底力

分
の
ペ
ー
ス
で
走
る
。
そ
の
裏
舞
台
を
、

市
民
の
お
も
て
な
し
の
心
が
支
え
る
。

そ
れ
は
金
沢
が
四
〇
〇
年
に
わ
た
り
た

ど
っ
て
き
た
道
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
「
伝
統
を
後
生
大
事
に
守
る
の
で
は
な

く
、
常
に
刺
激
を
与
え
る
。
時
に
は
違

う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
新
し
い
も
の
に
挑
戦
す
る
。
そ

れ
を
や
り
続
け
て
い
か
な
い
と
、
金
沢

は
金
沢
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
文
化

が
廃
れ
て
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
」

　

マ
ラ
ソ
ン
に
は
ゴ
ー
ル
が
あ
る
が
、

街
の
未
来
は
永
遠
に
続
く
。
金
沢
は
、

さ
ら
に
走
り
続
け
る
。

2011 年開館の市立「金沢海みらい図書館」は、新たな建築文化の一つ。日
本建築学会作品選奨となった。儒学者 新井白石に「加賀は天下の書府なり」
と言わしめた金沢の未来を指し示す知の館。（写真提供：金沢海みらい図書館）

金沢市長山野之義氏が力を注ぐ取り組みのひ
とつが、建築文化の発信。谷口吉

よし

生
お

氏による
「鈴木大拙館」、黒川紀章氏設計のホールや隈
研吾氏が手がけた保育園など、「間違いなく
金沢の文化の付加価値になる」という。


