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機
能
性
の
高
い
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
が
、

市
民
の
暮
ら
し
を
変
え
つ
つ
あ
る
富
山
市
。

成
果
の
陰
に
は
市
民
の
心
の
機
微
に
ふ
れ
る
、

細
や
か
な
思
い
や
り
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

富山駅を含めた市街地を 1 周約 28 分で走るセ
ントラム ( 市内電車環状線 ) は、市民だけでは
なく観光客にとっても頼りになる交通手段だ。
背景を彩るのは、「富山市郷土博物館」として
1954 年に富山城趾公園に建てられた富山城。

地域の底力 富山市

人
の
心
を
動
か
す

富
山
県
富
山
市
の

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り

人
の
心
を
動
か
す

富
山
県
富
山
市
の

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り



1878 年に建てられた岩瀬の「北前廻船問屋森家」
は一般公開されており、贅を尽くした造りに隆盛
期の面影をたどれる。国指定重要文化財。

富山ライトレールの整備およびコンパクトシ
ティ事業の成果により、2010 年国土交通省
交通文化賞を受賞した富山市長森雅志氏。『森
のひとりごと』( 北日本新聞社 ) 等の著書で、
画期的なアイデアの一端にふれられる。
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団
子
と
串
の 

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

　

北
に
は
、
深
く
複
雑
な
地
形
ゆ
え
に

「
天
然
の
い
け
す
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、

豊
富
な
魚
介
類
に
恵
ま
れ
た
富
山
湾
。

東
に
は
、
青
空
に
美
し
く
映
え
る
北
ア

ル
プ
ス
立
山
連
峰
。
人
口
約
四
二
万
人

の
富
山
県
富
山
市
は
、
水
深
約
一
○
○

○
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
約
三
○
○
○

メ
ー
ト
ル
ま
で
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
地
形
を
有
し
て
い
る
。
二
○
○
五
年

の
六
町
村
と
の
合
併
を
経
た
現
在
、
県

庁
所
在
地
の
自
治
体
と
し
て
は
全
国
で

静
岡
市
に
次
ぐ
面
積
だ
。

　

今
回
は
そ
の
広
い
ま
ち
を
機
能
的
に

活
性
化
さ
せ
て
い
る
独
自
の
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
構
想
を
中
心
に
、
富
山
市
の

現
状
を
ご
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
は
市
長

の
森
雅
志
氏
に
そ
の
方
針
と
、
市
民
の

生
活
の
変
化
を
伺
っ
た
。

　
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に

伴
い
、
ま
ち
の
中
心
部
に
い
た
人
の
多

く
が
郊
外
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
ま
ま
で
は
将
来
的
に
、
都
市

の
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
増
大
に
市
民
が

悩
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か

ら
こ
れ
以
上
の
非
効
率
な
ま
ち
の
拡
散

は
と
め
る
、
と
い
う
の
が
基
本
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
」

　

全
国
で
も
有
数
の
自
家
用
車
と
自
家

保
有
率
、
高
い
道
路
整
備
率
を
誇
る
状

況
を
ふ
ま
え
、
森
氏
が
あ
ら
た
に
目
指

し
た
の
は
、「
団
子
と
串
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
ま
ち
づ
く
り
だ
。
居
住
、
商
業

地
域
な
ど
を
集
積
さ
せ
た
複
数
の
拠
点

を
団
子
、
そ
れ
を
貫
く
交
通
網
を
串
と

見
立
て
て
い
る
。

　

串
の
要
と
し
て
は
、

富
山
駅
を
起
点
と
し
て

か
つ
て
の
Ｊ
Ｒ
富
山
港

線
を
活
用
し
た
日
本
初

の
Ｌ
Ｒ
Ｔ
（
次
世
代

型
路
面
電
車
）「
富
山

ラ
イ
ト
レ
ー
ル
（
愛
称

ポ
ー
ト
ラ
ム
）」
を
導

入
。
ま
た
、
路
面
電
車

を
延
伸
す
る
こ
と
で
環

状
線
（
愛
称
セ
ン
ト
ラ

ム
）
を
形
成
し
、
近
い

将
来
に
は
富
山
ラ
イ
ト

レ
ー
ル
と
路
面
電
車
の

一
体
化
を
計
画
。
さ
ら

に
は
、
連
携
す
る
Ｊ
Ｒ

高
山
本
線
や
路
線
バ
ス

の
充
実
を
図
っ
た
。

　

各
電
車
や
バ
ス
を
利
用
し
て
中
心
地

の
商
店
街
で
乗
降
車
し
、
負
担
金
一

○
○
○
円
の
定
期
券
を
提
示
す
れ
ば
、

六
五
歳
以
上
は
一
律
一
〇
〇
円
と
な
る

割
引
制
度
「
お
で
か
け
定
期
券
事
業
」

が
後
押
し
。
乗
客
は
確
実
に
増
加
し
た

上
、
か
す
か
な
が
ら
も
要
介
護
認
定
率

が
低
下
し
た
の
が
興
味
深
い
。

　
「
外
出
し
て
誰
か
と
話
を
し
て
健
康

寿
命
が
延
び
れ
ば
、
医
療
費
や
介
護
保

険
料
の
増
加
を
抑
え
ら
れ
ま
す
。
市
民

が
健
康
に
な
る
な
ら
、
七
千
万
円
ほ
ど

の
補
助
金
も
惜
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
」

▲

富山湾

神
通
川

●

常願寺川

富山空港 立山

黒部ダム

飛
　
　驒
　
　山
　
　脈

新
潟
県

長野県

岐阜県

富山市

立山町

滑川市

南
砺
市

砺
波
市

●
土

とやま

北
陸
新
幹
線

高
山
本
線

●
えっちゅう
やつお

●
いわせはま

北陸自動車道

●

●

うなづき
おんせん

富山ライトレール
あいの風とやま鉄道
富山地方鉄道本線
富山地方鉄道上滝線

いわくらじ

たてやま

射水市

ど

●

富山地方鉄道立山線
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1997 年設立の「Taizo Glass Studio」
代表取締役を務める、ガラス作家の安
田泰三氏。後ろはアトリエで一日中燃
え続けているガラスの溶解炉。10 代
で富山に移住した当初、水のおいしさ
に感動したと安田氏は話す。左／アト
リエに隣接するギャラリーは、「北前
廻船問屋森家」同様、岩瀬のメインス
トリートに面している。

市庁舎は地上 8 階建て。最
上階にある展望塔は、立山
連峰や富山湾などが見える
市内随一の絶景ポイント。

　

高
齢
者
が
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納

し
た
場
合
、
二
万
円
分
の
公
共
交
通
利

用
券
が
贈
ら
れ
る
制
度
も
功
を
奏
し
て

い
る
。

　
「
自
主
返
納
者
は
、
増
え
て
き
て
い

ま
す
。
免
許
証
の
保
有
者
で
あ
っ
た
と

い
う
証
明
書
が
出
て
、
そ
れ
が
Ｉ
Ｄ
と

し
て
使
え
る
よ
う
に
も
し
ま
し
た
。
能

力
が
な
く
て
や
め
た
の
で
は
な
く
、
自

ら
の
意
思
で
返
し
た
と
な
れ
ば
逆
に
誇

り
に
な
り
ま
す
か
ら
」　

　

ほ
か
に
も
、
花
束
を
買
う
と
電
車
が

無
料
に
な
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
な
ど
、

ま
ち
の
機
能
を
整
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
住
民
の
心
の
機
微
に
ふ
れ
る
施
策

を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

　

一
方
で
団
子
と
な
る
拠
点
づ
く
り
と

し
て
は
、
串
と
な
る
沿
線
へ
の
居
住
推

進
と
中
心
市
街
地
の
活
性
化
が
行
わ
れ

て
き
た
。
推
進
ゾ
ー
ン
で
の
住
宅
購
入

や
建
設
に
は
、
補
助
金
を
支
給
。
中
心

市
街
地
の
充
実
の
た
め
に
は
、
多
目
的

広
場
や
福
祉
関
連
施
設
な
ど
を
含
む
、

官
民
の
機
能
を
併
せ
持
っ
た
総
合
施
設

な
ど
を
積
極
的
に
展
開
す
る
な
か
、
郊

外
の
一
戸
建
て
か
ら
中
心
地
の
マ
ン

シ
ョ
ン
へ
と
移
転
す
る
人
が
増
え
て
い

る
そ
う
だ
。

　
「
結
果
的
に
平
均
地
価
が
上
が
り
、
特

に
中
心
市
街
地
は
固
定
資
産
税
収
入
が

五
％
上
昇
し
ま
し
た
。
そ
の
分
、
市
政

に
還
元
さ
れ
ま
す
か
ら
、
特
定
の
地
域

に
住
む
人
へ
の
補
助
金
支
給
や
中
心
地

の
積
極
的
な
投
資
は
、
一
見
不
公
平
に

思
え
て
も
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
全
市
民
に

及
ぶ
ん
で
す
」

歴
史
あ
る
ま
ち
が 

息
を
吹
き
返
す

　

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
体
感

す
る
べ
く
、
ま
ず
は
串
の
ひ
と
つ
ポ
ー

ト
ラ
ム
で
海
沿
い
の
岩
瀬
を
訪
ね
た
。

一
帯
の
歴
史
は
九
二
七
年
の
「
延え

ん
喜ぎ

式し
き

（
注
）」
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
ほ
ど
古

く
、
か
つ
て
は
北
前
船
の
交
易
地
と
し

て
廻
船
問
屋
が
集
ま
り
、
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

時
代
が
変
わ
り
、
一
時
期
は
寂
し
い

状
況
だ
っ
た
が
、
ポ
ー
ト
ラ
ム
に
よ
り

人
の
流
れ
が
変
わ
っ
た
と
話
す
の
は
、

岩
瀬
に
ア
ト
リ
エ
を
か
ま
え
る
「
Ｔ
ａ

ｉ
ｚ
ｏ 

Ｇ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ 

Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ
」

代
表
取
締
役
で
、
富
山
ガ
ラ
ス
作
家
協

会
の
共
同
代
表
を
務
め
る
安
田
泰
三
氏

だ
。　

　

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
に
先

駆
け
、
富
山
市
で
は
あ
ら
た
な
地
場

産
業
と
し
て
「
ガ
ラ
ス
の
ま
ち
と
や

ま
」
を
掲
げ
、
長
年
に
わ
た
り
取
り
組

ん
で
き
た
。
神
戸
出
身
の
安
田
氏
は
、

一
九
九
一
年
に
設
立
さ
れ
た
全
国
初
の

公
立
ガ
ラ
ス
学
校
「
富
山
ガ
ラ
ス
造
作

研
究
所
」
の
第
一
期
卒
業
生
だ
。

　
「
開
校
当
初
か
ら
、
公
立
で
は
世
界

一
の
設
備
を
誇
る
学
校
で
す
。
研
究
所

を
卒
業
し
た
作
家
は
美
術
展
の
賞
を
受

賞
す
る
な
ど
活
躍
し
て
お
り
、『
ガ
ラ

ス
の
ま
ち
と
や
ま
』
は
か
な
り
浸
透
し

て
い
ま
す
」

　

工
房
に
あ
る
ガ
ラ
ス
の
溶
解
炉
は
取

（
注
）
平
安
時
代
中
期
に
編

さ
ん
さ
れ
た
式
（
律
令
の
施

行
細
則
）
で
、
三
代
式
の
一

つ
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）

醍
醐
天
皇
の
勅
に
よ
り
藤
原

時
平
・
忠
平
ら
が
編
集
。
延

長
五
年
（
九
二
七
）
成
立
。

康
保
四
年
（
九
六
七
）
施
行
。



9 月上旬に八尾で開催される「おわら風の盆」
の歴史は、元禄の頃に端を発する。まちの子ど
もたちは、歩けるようになると見よう見まねで
踊りを受け継いでいく。提供：富山市観光協会

2015 年開館の「富山市ガラス美術館」は、
富山市立図書館本館などを含む複合施設

「TOYAMA キラリ」内にあり、セントラム
の沿線に位置する。建物の設計は隈研吾氏。

岩
瀬
の
ま
ち
づ
く
り
の
要
的
存
在
、
桝
田
隆
一
郎
氏

が
蔵
元
を
務
め
る
桝
田
酒
造
店
。
桝
田
氏
の
働
き
か

け
に
よ
り
、
歳
月
を
経
た
建
物
が
レ
ス
ト
ラ
ン
や

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
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材
中
も
炎
が
燃
え
さ
か
っ
て
い
た
が
、

安
田
氏
に
よ
れ
ば
二
四
時
間
、
一
年
中

火
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
そ
う
だ
。

　
「
設
備
の
維
持
管
理
の
点
で
は
、
ガ

ラ
ス
は
焼
き
物
よ
り
も
創
作
の
ハ
ー
ド

ル
が
高
い
。
研
究
所
を
二
七
年
も
続
け

て
こ
ら
れ
た
の
は
、
地
場
産
業
づ
く
り

を
目
指
し
た
理
念
ゆ
え
の
こ
と
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
」

　

二
○
一
五
年
に
は
、「
富
山
市
ガ
ラ

ス
美
術
館
」
が
完
成
。
そ
の
歩
み
は
確

実
に
実
り
を
得
て
、
市
民
に
も
成
果
が

還
元
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
話
す
安
田
氏
の
ア
ト
リ
エ
は
廻

船
問
屋
の
か
つ
て
の
土
蔵
と
住
ま
い
を

修
復
し
た
歴
史
あ
る
住
居
。
と
も
に
、

築
約
一
四
〇
年
の
建
物
だ
。
ほ
か
に
も

近
隣
に
は
、陶
芸
家
、木
彫
作
家
と
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
住
む
。
そ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
一
八
九
三
年
か
ら
歴
史

を
紡
い
で
き
た
地
元
の
酒
蔵
、
桝
田
酒

造
店
代
表
取
締
役
の
桝
田
隆
一
郎
氏
か

ら
の
声
が
け
だ
っ
た
。

　

桝
田
氏
の
尽
力
に
よ
り
岩
瀬
の
古
い

町
並
み
は
再
生
さ
れ
、
各
作
家
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
加
え
て
県
外
か
ら
も
人
が
訪

れ
る
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
、
市
内
で

も
随
一
の
品
ぞ
ろ
え
を
誇
る
酒
販
店
な

ど
が
古
民
家
や
土
蔵
を
活
用
。
観
光
客

が
散
策
を
楽
し
む
地
域
へ
と
よ
み
が

え
っ
た
。

　
「
桝
田
さ
ん
に
刺
激
を
受
け
な
が
ら

他
の
作
家
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
展
覧
会

を
開
く
な
ど
、
多
少
な
り
と
も
ま
ち
づ

く
り
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
安

田
さ
ん
の
作
品
は
、
ま
ち
の
灯
り
を
は

じ
め
と
し
て
さ
り
げ
な
く
景
色
を
彩
っ

て
い
た
。

受
け
継
が
れ
て
い
く 

伝
統
工
芸
品
と
住
む
人
の
心

　

続
い
て
は
Ｊ
Ｒ
高
山
本
線
を
利
用

し
、「
お
わ
ら
風
の
盆
」
で
知
ら
れ
る

八や
つ

尾お

町ま
ち

へ
。
哀
愁
を
帯
び
た
調
子
と
編

み
笠
姿
の
踊
り
手
が
幻
想
的
な
世
界
を

構
築
す
る
祭
り
は
元
禄
時
代
か
ら
受
け

継
が
れ
、
髙
橋
治
氏
の
小
説
『
風
の
盆

恋
歌
』
に
よ
り
一
躍
、
全
国
的
に
注
目

を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

実
は
八
尾
は
、
室
町
時
代
か
ら
和
紙

の
製
造
で
も
知
ら
れ
て
き
た
。
和
紙
が

薬
の
包
装
紙
や
袋
紙
に
使
わ
れ
て
い
た

江
戸
時
代
に
隆
盛
を
誇
り
、
当
時
は
数

多
く
の
製
造
元
が
あ
っ
た
が
、
機
械
す

き
の
洋
紙
の
普
及
と
と
も
に
斜
陽
化
す

る
。

　

そ
ん
な
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
く
れ
た

の
は
、
現
在
、
唯
一
の
八
尾
和
紙
製
造

元
と
な
っ
た
「
桂け

い
じ
ゅ
し
ゃ

樹
舎
」
代
表
取
締
役

の
吉
田
泰
樹
氏
だ
。
創
業
者
で
あ
る
父

親
の
桂
介
氏
は
、
和
紙
産
業
再
興
の
た

め
に
設
け
ら
れ
た
富
山
県
製
紙
指
導
所

で
学
ん
だ
後
、
民
芸
運
動
の
要
、
柳
宗む

ね

悦よ
し

氏
の
「
和
紙
の
美
」
に
感
銘
を
受
け

て
門
を
た
た
く
。
そ
の
縁
で
型
染
め
作

家
の
芹
沢
銈け

い
す
け介

氏
と
出
会
っ
た
の
が
転

機
と
な
っ
た
。

　
「
戦
後
間
も
な
く
は
型
染
め
に
必
要

な
布
が
手
に
入
ら
ず
、
和
紙
に
染
め
て

み
よ
う
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。
型
染
め
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八
尾
和
紙
の
普
及
に
努
め
る
桂
樹
舎
代
表
取
締
役

の
吉
田
泰
樹
氏
。「
お
わ
ら
風
の
盆
」
の
存
在
は
八

尾
の
人
々
の
深
い
地
元
愛
に
つ
な
が
る
と
い
う
吉

田
氏
は
、
三
味
線
を
手
に
祭
り
に
参
加
す
る
。

下
／
桂
樹
舎
の
紙
す
き
作
業
の
ひ
と

こ
ま
。
一
日
平
均
、
約
二
二
〇
枚
の

和
紙
が
つ
く
ら
れ
る
。
左
／
型
染
め

和
紙
を
使
っ
た
桂
樹
舎
の
小
物
。
鮮

や
か
な
色
合
い
と
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ

な
デ
ザ
イ
ン
は
、
現
代
の
若
い
世
代

の
心
を
も
惹
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
。

「越中八尾ベース OYATSU」の建物は、
かつて「富山藩のお納戸」といわれる
ほど栄えた八尾の歴史を物語る。

は
最
後
に
水
洗
い
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
水
に
つ
け
て
も
破
れ
な
い
和
紙
が

開
発
さ
れ
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
桂
介
氏
は
型
染
め
の
技
法

を
会
得
し
て
自
ら
デ
ザ
イ
ン
を
担
い
、

札
入
れ
な
ど
和
紙
を
使
っ
た
小
物
づ
く

り
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
製
品

の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
今
も
そ
の
当
時
の

も
の
が
基
本
だ
が
、
時
を
経
て
な
お
モ

ダ
ン
な
趣
を
た
た
え
て
お
り
、
東
京
の

百
貨
店
や
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
も
人

気
の
的
に
。
二
〇
人
ほ
ど
い
る
職
人
の

な
か
に
は
、「
桂
樹
舎
の
柄
が
好
き
だ
か

ら
」
と
の
理
由
で
県
外
か
ら
移
住
し
た

二
〇
代
の
若
手
も
い
る
そ
う
だ
。
最
近

で
は
、
外
部
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

　
「
和
紙
は
現
代
の
生
活
の
中
に
な
く

て
も
全
く
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
少
し
で
も
身
近
に
使
え
る
も
の

を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
ん

で
す
」

　

ま
ち
を
美
術
館
に
見
立
て
て
毎
年
十

月
に
行
わ
れ
る
、「
坂
の
ま
ち
ア
ー
ト
」

に
も
吉
田
氏
は
関
わ
っ
て
き
た
。
約

一
〇
〇
人
の
作
家
の
作
品
が
展
示
さ
れ

る
会
場
は
民
家
。
住
居
を
開
放
す
る
協

力
が
必
要
な
こ
の
美
術
展
の
開
催
が
可

能
な
の
は
、
和
紙
同
様
に
蚕か

い
この
卵
を
出

荷
す
る
蚕さ
ん
し
ゅ種
業
で
栄
え
た
頃
の
古
民
家

が
数
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

人
の
気
質
も
礎
に
な
っ
て
い
る
と
吉
田

氏
は
話
す
。

　
「
祭
り
の
と
き
に
疲
れ
た
観
光
客
が

軒
下
に
い
た
ら
、
そ
の
家
の
人
が
『
中

へ
入
っ
て
休
ん
で
い
か
れ
』
と
招
き
、

お
茶
や
お
酒
を
出
し
て
も
て
な
す
習
慣

が
、
八
尾
に
は
昔
か
ら
あ
る
ん
で
す
」

　

お
わ
ら
の
ま
ち
に
生
ま
れ
た

あ
ら
た
な
観
光
拠
点

　

そ
ん
な
八
尾
の
や
さ
し
い
暮
ら
し
に

魅
せ
ら
れ
、
新
し
い
風
を
吹
か
せ
た
の

は
、
Ｏ
Ｚ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
代
表
で
「
越
中

八
尾
ベ
ー
ス
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
」
の
女
将

を
務
め
る
原
井
紗
友
里
氏
だ
。
明
治
五

年
築
の
蚕
種
、
生
糸
商
人
の
家
屋
を
利

用
し
た「
越
中
八
尾
ベ
ー

ス
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
」
は
、

二
〇
一
六
年
の
四
月
に

オ
ー
プ
ン
。
一
棟
貸
し

の
宿
泊
施
設
に
加
え
、

観
光
客
と
地
元
の
人
が

ふ
れ
あ
え
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
目

的
と
し
た
カ
フ
ェ
も
運

営
さ
れ
て
い
る
。

　

富
山
駅
近
く
で
生
ま
れ
育
っ
た
原
井

氏
は
高
校
卒
業
後
、
東
京
、
中
国
で
八

年
ほ
ど
過
ご
し
て
帰
郷
。
離
れ
て
い
た

か
ら
こ
そ
気
づ
い
た
富
山
の
魅
力
を
伝

え
た
い
と
模
索
し
な
が
ら
県
内
各
地
を

ま
わ
り
、
最
終
的
に
こ
の
地
を
選
ん
だ
。

　
「
八
尾
の
生
活
の
な
か
に
は
、
祭
り
の

時
期
で
は
な
く
て
も
『
お
わ
ら
風
の
盆
』

が
あ
る
。
こ
こ
を
訪
れ
た
人
に
、
そ
の

暮
ら
し
に
ふ
れ
て
欲
し
い
と
思
っ
た
ん

で
す
。
さ
ら
に
は
周
辺
の
棚
田
の
よ
う

に
、
日
本
の
原
風
景
と
も
言
え
る
美
し

い
自
然
も
決
定
打
に
な
り
ま
し
た
」

　

祭
り
の
時
期
は
九
月
一
〜
三
日
の
三

日
間
と
限
ら
れ
る
が
、
三
味
線
や
お
は

や
し
や
歌
の
稽
古
の
音
が
、
通
年
、
ま

ち
な
か
で
ご
く
自
然
に
も
れ
聞
こ
え
て

く
る
。

　
「
地
元
の
人
に
は
日
常
的
な
そ
の
音

富山市地域の底力



約 1000 羽の平飼いの鶏は、この地で栽培された飼
料米などを配合して発酵させた飼料を食べて健やか
に育ち、鶏のふんは水田や畑の肥料になる。

まちの文化と祭りを守るため、「これか
らもよそ者の視点を常に持ち続け、ゲ
ストと一緒になって感動したいと思っ
ています」と話す女将の原井紗友里氏。
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に
、
私
の
よ
う
な
よ
そ
者
は
感
動
す
る

ん
で
す
よ
」

　

カ
フ
ェ
の
掛
け
軸
は
、
表
具
屋
が
毎

月
代
え
て
く
れ
る
。
玄
関
に
花
を
飾
る

「
花
寄
せ
」
の
習
わ
し
の
た
め
の
花
は
、

近
隣
か
ら
分
け
て
も
ら
う
。
そ
ん
な
昔

な
が
ら
の
ご
近
所
づ
き
あ
い
に
助
け
ら

れ
、
ま
ち
の
人
と
と
も
に
「
越
中
八
尾

ベ
ー
ス
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
」
を
営
ん
で
い

る
感
覚
が
原
井
氏
に
は
あ
る
と
い
う
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
、
地
元
か
ら
の
採
用
。

カ
フ
ェ
の
ス
イ
ー
ツ
は
、
界
隈
の
菓
子

店
で
購
入
。
宿
で
は
夕
食
は
出
さ
ず
に

飲
食
店
を
紹
介
と
、
原
井
氏
も
ま
た
積

極
的
に
ま
ち
と
関
わ
り
を
持
つ
。

　
「
八
尾
町
平
面
ホ
テ
ル
化
構
想
と

言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
ち
全
体
に

ホ
テ
ル
を
広
げ
る
イ
メ
ー
ジ
で
、
う
ち

は
客
室
担
当
な
ん
で
す
」

　

当
初
、
祭
り
の
時
期
以
外
の
交
流
人

口
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
国

内
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
観
光
客
も

増
加
。
二
○
一
八
年
に
は
、
宿
泊
施
設

を
三
棟
に
増
や
し
て
事
業
を
拡
大
す
る
。

　
「
事
業
が
拡
大
す
る
こ
と
で
、
雇
用

が
生
ま
れ
る
。
に
ぎ
わ
い
が
で
て
き
た

ら
事
業
者
が
増
え
、
定
住
人
口
の
増
加

に
も
つ
な
が
る
。
八
尾
の
暮
ら
し
を
紡

い
で
い
く
住
民
を
増
や
し
た
い
」

　

そ
う
語
る
原
井
氏
は
、
暮
ら
し
を
感

じ
て
も
ら
う
た
め
に
、
着
物
で
の
町
歩

き
や
三
味
線
体
験
、
周
辺
の
散
策
案
内

を
含
め
、
旅
人
の
滞
在
時
間
を
長
く
す

る
た
め
の
工
夫
に
も
努
め
る
。

限
界
集
落
を
利
用
し
た 

自
然
に
根
付
い
た
農
業

　

最
後
に
訪
れ
た
の
は
、
市
街
地
か
ら

車
で
三
〇
分
ほ
ど
の
土ど

と
い
う
山
間
の

地
域
。「
土ど

遊ゆ
う

野の

」
代
表
取
締
役
、
河
上

め
ぐ
み
氏
が
農
業
を
営
む
の
は
、
か
つ

て
の
限
界
集
落
だ
。
化
学
肥
料
や
農
薬

を
使
わ
な
い
棚
田
で
栽
培
す
る
米
と
、

平
飼
い
で
飼
う
鶏
の
卵
や
肉
が
経
営
の

柱
に
な
っ
て
い
る
。

　

三
〇
年
ほ
ど
前
、
農
薬
を
散
布
せ
ず

に
手
で
草
を
刈
る
「
草
刈
十
字
軍
」
に

携
わ
っ
た
両
親
が
関
東
か
ら
移
住
し
て

「
土
遊
野
」
を
設
立
。
河
上
氏
は
そ
の
流

れ
を
継
い
だ
形
だ
が
、
最
初
か
ら
農
業

に
携
わ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。

　
「
お
米
も
卵
も
野
菜
も
、
う
ち
で
は
お

金
を
出
し
て
買
う
も
の
で
は
な
か
っ
た

し
、
ど
う
や
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
か

知
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
大
学
時
代

に
過
ご
し
た
東
京
で
は
違
っ
て
い
た
。

そ
の
経
験
は
、
農
業
や
こ
こ
で
の
暮
ら

し
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機

会
に
な
り
ま
し
た
」

　

東
京
か
ら
土
に
戻
っ
て
七

年
。
現
在
で
は
牛
乳
の
瓶
詰

め
や
配
達
か
ら
、
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
な
ど
ス
イ
ー
ツ
の
販

売
も
行
っ
て
い
る
。
棚
田
の

雑
草
を
食
べ
る
合
鴨
に
、
東

京
の
有
名
ホ
テ
ル
の
シ
ェ
フ

が
魅
了
さ
れ
る
あ
ら
た
な
展

開
も
生
ま
れ
た
。

　

加
え
て
注
目
し
た
い
の
は
、
農
業
研

修
や
見
学
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
。
一

般
の
家
族
連
れ
か
ら
学
生
、
農
業
関
係

者
、
ま
ち
づ
く
り
関
係
者
ま
で
、
そ
の

数
は
年
間
で
約
五
〇
〇
人
に
お
よ
ぶ
。

　
「
農
場
で
現
場
に
ふ
れ
た
い
と
い
う

人
は
、
以
前
よ
り
も
ふ
え
て
い
ま
す
。

今
ま
で
は
、
農
家
と
食
べ
る
人
の
距
離

が
遠
か
っ
た
。
で
も
、
こ
れ
か
ら
の
農

業
は
、
伝
え
る
と
こ
ろ
ま
で
仕
事
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
う
ち

は
養
鶏
場
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
な
か
ら

育
て
た
鶏
を
自
分
た
ち
の
手
で
絞
め
て

肉
に
し
て
い
ま
す
。
お
い
し
さ
や
鮮
度

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
命
の
め
ぐ
り
に

触
れ
ら
れ
る
場
所
で
も
あ
る
ん
で
す
」

　

二
○
一
六
年
の
北
陸
新
幹
線
開
通
も

ま
た
、
そ
の
姿
勢
に
影
響
を
も
た
ら
し
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日々、自らも農作業から配達
までこなす「土遊野」代表取
締役の河上めぐみ氏は、この
里山で四季折々変わる富山の
風土を体感して欲しいと話す。

富山駅と岩瀬地区を結ぶ、日本初の LRT「富山ライトレー
ル（愛称ポートラム )」。車体がモダンなデザインで目を
引く一方、高齢者でも利用しやすい構造になっている。

た
そ
う
だ
。

　
「
約
二
時
間
で
行
き
来
で
き
る
東
京

に
あ
る
も
の
を
、
こ
こ
で
つ
く
ら
な
く

て
い
い
。
何
度
か
通
っ
て
い
る
間
に
、

こ
ん
な
仕
事
や
暮
ら
し
も
あ
る
と
思
っ

て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま

す
。
う
ち
が
使
い
切
れ
な
い
土
地
に
新

し
い
人
が
来
て
、
あ
ら
た
な
可
能
性
を

探
し
な
が
ら
何
か
育
て
て
く
れ
た
ら
お

も
し
ろ
い
で
す
ね
」

　

実
際
、
ス
タ
ッ
フ
の
な
か
に
は
、
移

住
し
て
こ
こ
で
働
く
人
も
い
る
が
、
過

疎
地
と
い
う
地
理
条
件
を
自
由
に
開
拓

で
き
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
視
点
に
心
惹
か
れ
た
。
今
後
は
、
本

格
的
な
フ
ァ
ー
ム
ス
テ
イ
施
設
の
建
設

も
計
画
。
未
来
に
は
こ
の
土
も
ま
た
、

富
山
市
の
「
団
子
」
の
ひ
と
つ
に
な
り

得
る
か
も
し
れ
な
い
。

や
さ
し
さ
を
秘
め
た 

富
山
の
ま
ち
づ
く
り

　

岩
瀬
、八
尾
、土
と
富
山
市
内
を
巡
っ

た
が
、
こ
の
広
域
に
わ
た
る
人
々
の
生

活
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
が
、
本
庁
舎

以
外
に
七
九
カ
所
に
設
け
ら
れ
た
地
区

セ
ン
タ
ー
だ
。

　
「
市
民
の
九
九
％
の
人
が
、
地
区
セ

ン
タ
ー
か
ら
二
キ
ロ
圏
内
に
住
ん
で
い

ま
す
。
ほ
か
に
も
、
市
立
公
民
館
等
が

九
一
カ
所
、
高
齢
者
の
総
合
相
談
窓
口

と
し
て
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が

三
二
カ
所
に
あ
り
ま
す
」
と
市
長
の
森

氏
は
話
す
。

　

そ
の
ほ
か
生
活
保
護
世
帯
や
児
童

養
護
施
設
の
中
学
生
へ
の
学
習
支
援
、

障
が
い
児
と
そ
の
保
護
者
へ
の
支
援

な
ど
、
福
祉
事
業
も
多
岐
に
わ
た
る
。

「
や
っ
て
い
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
言
い
切
れ
ま
せ
ん
」
と
森
氏
が
冗

談
め
か
し
て
笑
う
ほ
ど
だ
。

　

な
か
で
も
力
を
注
い
で
い
る
の
は
、

母
親
へ
の
サ
ポ
ー
ト
。
た
と
え
ば
、
シ

ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
子
供
た
ち
が
母
親
の

誕
生
日
に
花
を
贈
れ
る
「
あ
り
が
と
う

と
花
束
」。
産
後
う
つ
対
策
の
デ
イ
ケ

ア
や
宿
泊
に
対
応
し
た
「
産
後
ケ
ア
応

援
室
」、
仕
事
を
抱
え
た
母
親
の
代
わ

り
に
保
育
士
が
体
調
を
崩
し
た
子
ど
も

を
病
院
に
つ
れ
て
い
く
「
お
迎
え
型
病

児
保
育
」
な
ど
、
ほ
か
の
自
治
体
に
先

駆
け
た
試
み
も
多
い
。

　
「
富
山
の
人
は
、
こ
れ
が
当
た
り
前

だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
い
ん
で

す
よ
。
逆
に
ほ
か
の
都
市
の
人
は
驚
い

て
『
行
っ
て
み
た
い
な
』
と
思
う
。
結

果
と
し
て
企
業
経
営
者
の
心
に
響
き
、

『
新
し
い
事
業
展
開
を
や
る
な
ら
富
山

で
』
と
な
り
ま
す
よ
」

　

森
氏
の
狙
い
は
、
結
果
に
現
れ
て
い

る
。
富
山
市
の
人
口
自
体
は
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
下
降
線
は
緩
や
か
に

な
っ
た
。
そ
の
理
由
が
、
近
年
増
え
た

県
外
か
ら
の
転
入
。
特
に
女
性
の
増
加

が
目
立
つ
。

　
「
以
前
は
単
身
赴
任
者
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
今
は
ご
家
族
で
転
入
し
て

い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
う
れ
し
い
数
字

で
す
。
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
『
選
ば

れ
る
ま
ち
』
と
い
う
評
価
が
定
着
し
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

市
政
に
関
す
る
説
明
の
多
く
が
、
細

か
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
も

頭
の
下
が
る
思
い
だ
っ
た
。
花
火
を
あ

げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
後
追

い
し
、
数
字
で
成
果
を
示
す
か
ら
こ
そ

市
民
は
納
得
す
る
。

　

支
援
事
業
は
も
ち
ろ
ん
、
免
許
の
自

主
返
納
を
促
す
取
り
組
み
や
花
の
活
用

な
ど
、
住
民
の
心
を
思
い
や
る
施
策
が

随
所
に
見
ら
れ
る
の
も
印
象
深
い
。
か

つ
て
富
山
の
薬
売
り
が
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
、
紙
風
船
を
懐
に
忍
ば
せ
て
い

た
の
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
。

　

独
自
の
取
り
組
み
は
他
に
も
多
く
、

全
国
か
ら
の
視
察
も
絶
え
な
い
。
各
地

の
家
庭
に
薬
が
届
け
ら
れ
た
よ
う
に
、

富
山
の
「
当
た
り
前
」
は
や
が
て
、
各

地
に
も
広
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

富山市地域の底力


