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八
幡
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
会
議
が

今
年
３
月
に
発
行
し
た
冊
子
「
ま
ち

の
コ
ン
パ
ス
」
は
、
八
幡
市
街
地
の

ま
ち
づ
く
り
を
支
え
て
い
る
商
工
や

観
光
、
自
治
会
な
ど
関
係
す
る
団
体

の
参
画
を
得
て
編
集
さ
れ
ま
し
た
。

　
冊
子
は
、
市
街
地
に
住
む
み
な
さ

ん
を
対
象
に
「
郡
上
八
幡
」
が
抱
え

て
い
る
課
題
の
解
決
や
将
来
に
つ
い

て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

と
、
八
幡
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
会
議

委
員
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
会
議
の
委
員
長

を
務
め
る
 加
  藤
  徳
  光
 さ
ん
は
、「
次
の

か
 
と
う
 
と
く
 
み
つ

時
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
や
若
者
が

い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る

町
に
す
る
た
め
に
は
、
市
街
地
全
体

の
将
来
の
方
向
性
を
み
な
さ
ん
が
共

有
し
実
践
す
る
こ
と
や
、
裏
方
で
汗

を
流
す
事
務
局
の
機
能
強
化
が
必
要

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
ま
ち
の

コ
ン
パ
ス
』
の
発
行
を
通
じ
て
、
こ

う
し
た
人
材
や
機
能
が
今
後
の
ま
ち

づ
く
り
を
支
え
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
こ
と
を
確
認
で
き
ま
し
た
。
」

と
力
を
込
め
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

が
、
こ
の
こ
と
を
機
に
、
み
ん
な
で

知
恵
を
出
し
合
い
、
観
光
客
が
継
続

的
に
訪
れ
た
い
と
思
う
よ
う
な
、
新

た
な
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。
」
と
観
光
に
よ
る

外
貨
の
獲
得
を
力
説
さ
れ
ま
し
た
。

　
八
幡
市
街
地
で
は
、
（
一
財
）
郡

上
八
幡
産
業
振
興
公
社
が
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
や
、
新
た
な
賑
わ

い
拠
点
の
開
発
な
ど
を
手
が
け
て
お

り
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
で
は
な
く
、
郡
上
八
幡
で
し
か

味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
「
モ
ノ
」

や
「
コ
ト
」
の
提
供
を
進
め
て
い
ま

す
。
兼
山
さ
ん
は
「
こ
う
し
た
取
り

組
み
が
実
体
経
済
を
活
性
化
さ
せ
、

雇
用
を
生
み
出
す
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
」
と
今
後
に
期
待
を
込
め
ら
れ
ま

　
八
幡
町
橋
本
町
で
空
き
家
を
改
修

し
、
昨
年
６
月
か
ら
市
内
で
も
の
づ

く
り
を
行
っ
て
い
る
個
人
や
事
業
者

の
「
こ
だ
わ
り
の
逸
品
」
を
展
示
販

売
し
て
い
る
 瀬
  木
  大
  輔
 さ
ん
は
、
橋

せ
 

ぎ
 
だ
い
 
す
け

本
町
の
通
り
を
活
気
づ
け
よ
う
と
、

商
店
街
の
人
た
ち
と
協
力
し
て
統
一

的
な
デ
ザ
イ
ン
の
木
製
看
板
を
設
置

し
、
各
店
舗
が
扱
っ
て
い
る
商
品
が

一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

観
光
客
に
も
地
元
の
人
に
も
分
か
り

や
す
い
看
板
は
と
て
も
好
評
を
得
て

い
ま
す
。

　
瀬
木
さ
ん
は
、「
郡
上
の
特
徴
や
踊

り
を
生
か
し
た
仕
事
を
増
や
し
た

　
八
幡
市
街
地
ま
ち
づ
く
り
会
議
の

委
員
で
あ
り
、
郡
上
八
幡
観
光
協
会

の
副
会
長
を
務
め
る
 兼
  山
  勝
  治
 さ
ん

か
ね
 
や
ま
 
か
つ
 
じ

は
「
今
夏
は
酷
暑
に
よ
り
観
光
サ
ー

ビ
ス
業
は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
し
た

い
。
踊
り
シ
ー
ズ
ン
以
外
も
観
光
客

を
呼
び
込
む
こ
と
で
、
地
域
全
体
の

経
済
効
果
が
高
ま
り
ま
す
。
ま
た
、

市
街
地
に
魅
力
的
な
通
り
や
お
店
が

増
え
る
こ
と
で
、
新
し
い
人
の
流
れ

が
生
ま
れ
ま
す
。
観
光
客
や
地
元
の

人
に
も
喜
ば
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

し
た
。

郡
上
八
幡

郡
上
八
幡
の
「
今
「
今
」
と
「
こ
れ
か
ら
」

「
こ
れ
か
ら
」

郡
上
八
幡
の
「
今
」
と
「
こ
れ
か
ら
」

　

八
幡
町
市
街
地
で
は
、
こ
こ
数
年
、「
地
域
の
資
源
」
を
新
し
い
視
点
で
生
か
し

て
起
業
さ
れ
る
人
や
事
業
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
事
業
の
内
容
は
多
種
多
様
で
す

が
、
こ
う
し
た
活
動
に
よ
っ
て
「
郡
上
八
幡
」
に
関
心
を
持
つ
人
が
増
え
、
こ
の

こ
と
が
新
し
い
人
の
流
れ
に
結
び
つ
き
、
結
果
と
し
て
地
域
全
体
が
活
性
化
す
る

好
循
環
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
月
号
で
は
、「
郡
上
八
幡
」
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
、
「
今
」
と
「
こ
れ
か
ら
」
を
お
伝
え
し
ま
す
。

「
ま
ち
の
コ
ン
パ
ス
」
で
見
え
た

　
　
　
　
　
未
来
の
ま
ち
づ
く
り

郡
上
八
幡
で
し
か
味
わ
え
な
い
　

　
　
　
　
　
「
モ
ノ
」
や
「
コ
ト
」

新
し
い
人
の
流
れ
を
生
み
出
す

　
　
　
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

◀
水
の
恵
み
を
学
ぶ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
。

若
い
人
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

八幡市街地まちづくり

会議の加藤徳光委員長
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め
て
い
き
た
い
。
」
と
抱
負
を
話
さ
れ

ま
し
た
。

し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま

す
。
今
後
は
、
「
空
き
家
の
活
用
に

よ
り
移
住
者
を
呼
び
込
み
、
市
街
地

を
活
性
化
す
る
こ
と
」
と
と
も
に
、

水
と
密
接
に
つ
な
が
っ
た
暮
ら
し
を

守
る
「
町
の
景
観
や
環
境
を
大
切
に

す
る
こ
と
」
に
も
力
を
入
れ
る
べ
き

と
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
八
幡

市
街
地
で
空
き
家
の
活
用
を
進
め
る

チ
ー
ム
ま
ち
や
の
 猪
  股
  誠
  野
 さ
ん

い
の
 
ま
た
 
せ
い
 

や

は
、「
移
住
者
の
多
く
が
水
や
町
家
な

ど
、
郡
上
八
幡
が
本
来
持
つ
魅
力
に

価
値
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
今
後
は

地
域
住
民
と
移
住
者
が
一
丸
と
な

り
、
町
の
歴
史
や
文
化
を
継
承
す
る

た
め
の
仕
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き

ま
す
。
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
旧
越
前
屋
（
平
成
　
年
１９

に
建
物
の
一
部
が
国
登
録
有
形
文
化

財
に
指
定
）
の
改
修
工
事
に
着
手
し

ま
す
。
　

月
に
着
工
し
、
平
成
　
年

１１

３１

６
月
の
完
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

風
情
あ
る
町
家
の
暮
ら
し
が
感
じ
ら

れ
る
施
設
と
し
て
整
備
し
、
市
街
地

の
ま
ち
づ
く
り
を
後
押
し
す
る
機
能

も
盛
り
込
む
予
定
で
す
。

　
郡
上
八
幡
の
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ

く
り
は
、
「
自
分
た
ち
で
つ
く
る
ま

ち
」
だ
と
言
え
ま
す
。
市
と
し
て
も
、

市
街
地
の
持
続
的
な
ま
ち
づ
く
り
を

引
き
続
き
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

 
　
市
長
公
室
政
策
推
進
課

 
　
　
・
１
８
４
４

６７

問☎

　
豊
か
な
自
然
の
中
で
、
歴
史
と
文

化
が
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
八
幡

市
街
地
は
、
水
の
恵
み
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
　
年
度
か
ら

２５

は
、
増
え
続
け
る
空
き
家
問
題
を
解

決
す
る
た
め
、
空
き
家
と
な
っ
た
建

物
を
改
修
し
、
再
び
「
町
家
」
と
し

て
活
用
し
て
い
く
取
り
組
み
も
始
ま

っ
て
い
ま
す
。
前
述
し
た
「
ま
ち
の

コ
ン
パ
ス
」
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
郡

上
八
幡
に
つ
い
て
「
空
き
家
」
の
増

加
を
心
配
す
る
声
が
高
く
、
市
街
地

に
住
む
多
く
の
人
が
切
実
な
問
題
と

町
の
景
観
や
環
境
を
守
り

　
　
繋
い
で
い
く
こ
と
の
重
要
性

旧
越
前
屋
を
改
修
し
市
街
地
の

　
　
　
　
ま
ち
づ
く
り
を
後
押
し

�����
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　僕たちの先輩が考えた「ゆかたＤＡＹ」も、今年で

３回目となりました。今年は、郡上おどりの屋形をお

借りし、地域の方の協力をいただいて、昨年度以上に

盛り上がりのあるゆかたＤＡＹを開催することができ

ました。今後も、自分たちが踊るだけでなく、

中学生から郡上のよさを発信し、郡上

八幡を盛り上げていきたいです。

八幡中学校３年

　　　 寺  脇  菜  未 さん
てら わき な み

八幡中学校３年

　　　 小  椋  哉  斗 さん
お ぐら かな と

　歴史や伝統文化、人との繋がりがあるのが郡上八幡

の良さだと思います。町家オイデナーレに参加し、地

域の方や観光客の方と関わることができ、つながりを

生み出せたと思います。また、昔の町並みや雰囲気の

よさを町全体から感じました。

　私たちが郡上八幡の歴史や伝統文化を受け継ぎ、

大切にして未来へつないでいきたいと思

います。

旧越前屋では、夏の期間を利用して

「郡上逸品」の販売やＰＲを行っています


