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一
体
感 

の
創
造
と 

長
浜
ブ
ラ
ン
ド 

の
発
信 

【
躍
進
期
】

平成
23～31
年

 

平
成
23
年 
江
・
浅
井
三
姉
妹
博
覧
会

 

24
年 
長
浜
・
戦
国
大
河
ふ
る
さ
と
博
覧
会

 
 

住
民
票
の
写
し
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
開
始

 

25
年 

ヤ
ン
マ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
オ
ー
プ
ン

 
 

県
道
丁
野
虎
姫
長
浜
線（
五
村
工
区
）開
通

 

26
年 

小
中
学
校
全
教
室
に
エ
ア
コ
ン
整
備

 
 

黒
田
官
兵
衛
博
覧
会

 
 

第
１
回
観
音
の
里
の
祈
り
と
暮
ら
し
展

 
 

椿
坂
ト
ン
ネ
ル
開
通

 
 

市
民
プ
ー
ル
オ
ー
プ
ン

 

27
年 

長
浜
市
役
所
新
庁
舎
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

 
 

長
浜
駅
南
再
開
発
で
モ
ン
デ
ク
ー
ル
長
浜
オ
ー
プ
ン

 
 

市
民
庭
球
場
オ
ー
プ
ン

 

28
年 

観
音
坂
ト
ン
ネ
ル
開
通

 
 

び
わ
湖
・
長
浜K

A
N
N
O
N
 H
O
U
S
E

上
野
に
オ
ー
プ
ン

 
 

観
音
の
里
の
祈
り
と
暮
ら
し
展
Ⅱ

 
 

長
浜
曳
山
祭
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録

 
 

日
本
の
祭
り
in
な
が
は
ま
開
催

 
 

丹
生
ダ
ム
中
止
決
定

 
 

小
学
校
給
食
費
無
料
ス
タ
ー
ト

 
 

保
育
料
第
２
子
半
額
、第
３
子
以
降
無
料
ス
タ
ー
ト

 

29
年 

長
浜
市
総
合
計
画
を
策
定
し
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を

 
 

「
挑
戦
」と「
創
造
」に
決
定

 
 

小
谷
城
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
開
通

 
 

道
の
駅
浅
井
三
姉
妹
の
郷
オ
ー
プ
ン

 
 

え
き
ま
ち
テ
ラ
ス
長
浜
オ
ー
プ
ン

 
 

雨
森
芳
洲
関
係
資
料
ユ
ネ
ス
コ
世
界
の
記
憶
登
録

 
 

長
浜
曳
山
祭
東
京
国
立
劇
場
公
演

 

30
年 

黒
壁
30
周
年

 
 

菅
浦
文
書
国
宝
指
定

 
 

余
呉
小
中
学
校
開
校

 
 

全
国
み
ど
り
の
愛
護
の
つ
ど
い

 
 

長
浜
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン

　
長
浜
史
上
最
高
の
年
間
観
光
客
を
記

録
し
た
江
・
浅
井
三
姉
妹
博
覧
会
を
は

じ
め
と
す
る
各
博
覧
会
、
観
音
の
里
祈

り
と
暮
ら
し
展
な
ど
で
長
浜
を
全
国
に

発
信
し
、
市
の
一
体
感
を
生
み
出
し
て

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
小
学
校
給
食
費

の
無
料
化
、
保
育
料
の
第
２
子
半
額
・
第

３
子
以
降
無
料
な
ど
、
長
浜
ブ
ラ
ン
ド
を

高
め
る
施
策
を
打
ち
出
し
た
時
代
と
な
り

ま
し
た
。

　
平
成
の
最
後
は
、
長
浜
曳
山
祭
、
雨

森
芳
洲
関
係
資
料
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録
、

菅
浦
文
書
の
国
宝
指
定
な
ど
、
長
浜
の

歴
史
の
１
ペ
ー
ジ
に
刻
ま
れ
る
ビ
ッ
グ

ニ
ュ
ー
ス
が
続
き
ま
し
た
。

江・浅井三姉妹博覧会

小谷城スマートインターチェンジ開通

 世界・日本の動き
・携帯電話加入数が総人口普及率100％に
  ( 平成 23年 )
・東日本大震災(平成 23年 )
・東京スカイツリー開業 (平成 24 年 )
・ オバマ大統領が現職米大統領として広島
初訪問 (平成 28 年 )

と
も
に
築
く「
実
り
の
令
和
」

　
私
が
市
長
に
就
任
し
て
10
年
目
と
な
る
節
目
の
年
に

新
時
代
が
ま
い
り
ま
し
た
。
市
政
の
確
か
な
発
展
に
向

け
て
着
実
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
新
し
い
時
代

は
、
国
難
と
も
言
わ
れ
る
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の

真
っ
只
中
に
あ
り
ま
す
。

　
私
は
、「
市
民
力
」
が
長
浜
の
何
よ
り
の
財
産
で
あ
り
、

最
大
の
武
器
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
全
国
に
発
信
し
て

い
る
わ
が
湖
北
長
浜
が
誇
る
観
音
文
化
や
、
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
長
浜
曳
山
祭
、
国
宝
指

定
を
受
け
た
菅
浦
文
書
は
、
ま
さ
に
民
衆
が
守
り
継
い

で
き
た
文
化
で
あ
り
、
長
浜
の
市
民
力
が
世
界
に
認
め

ら
れ
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
新
し
い
時
代
『
令
和
』
は
ま
さ
に
「
市
民
の
時
代
」

で
す
。
そ
し
て
、
真
に
長
浜
が
発
展
を
遂
げ
る
転
換
期

で
あ
り
、
飛
躍
の
時
代
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
の
原
動
力
と
な
る
「
市
民
の
活
力
」
を
引
き

上
げ
、「
元
気
」
を
創
造
す
る
施
策
を
充
実
し
ま
す
。

　
平
成
時
代
で
は
、
土
を
耕
し
種
を
撒
い
て
、
合
併
後

の
長
浜
市
の
礎
を
築
き
、
鮮
や
か
な
花
を
咲
か
せ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
令
和
の
時
代
に
は
、
こ
れ
ら
の
花
を
市

民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
し
っ
か
り
実
ら
せ
、
元
気
で
活

力
あ
る
長
浜
に
し
て
い
き
ま
す
。

長浜市長

藤
ふ じ

井
い

 勇
ゆ う

治
じ

　
平
成
生
ま
れ
の
私
た
ち
が
、
令
和
を

創
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の

子
ど
も
や
孫
に
「
令
和
に
生
ま
れ
て
よ

か
っ
た
な
ぁ
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る

時
代
に
な
る
よ
う
、
み
ん
な
で
頑
張
り

ま
し
ょ
う
！
平
成
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ

た
！
あ
り
が
と
う
平
成
！
よ
ろ
し
く
ね

令
和
！

原
は ら だ

田 萌
も え り

里 さん

　
地
域
の
た
め
に
何
か
行
動
を
起
こ
し

た
い
人
が
行
動
に
移
せ
る
ま
ち
に
な
っ

て
ほ
し
い
で
す
。
大
学
卒
業
後
は
、
長

浜
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
る
人
を
支
え

て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
域

の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
る
人
が
増
え
れ

ば
、長
浜
も
よ
り
活
性
化
し
ま
す
。私
も
、

地
方
が
輝
く
時
代
に
な
る
よ
う
に
行
動

し
て
い
き
ま
す
。

新時代「令和」に寄せる思い

中
な か お

尾 真
ま な

菜 さん

　
年
齢
的
に
も
、
平
成
と
と
も
に
生
き

て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
新
時
代
に
は
、
し
ょ
う
が
い
者

が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
、

生
き
や
す
い
世
界
が
築
か
れ
れ
ば
と
願

い
ま
す
。
健
常
者
、
し
ょ
う
が
い
者
と

も
に
壁
の
な
い
世
の
中
に
な
る
よ
う
、

微
力
な
が
ら
活
動
を
続
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

美
み の べ

濃部 裕
ひ ろ み ち

道 さん

　
平
成
と
い
う
時
代
に
生
ま
れ
、
育
っ

て
き
て
、
今
年
子
ど
も
が
で
き
ま
し
た
。

と
て
も
充
実
し
、
人
生
の
基
礎
が
作
れ

た
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
令
和
と

い
う
新
し
い
時
代
で
は
、
平
成
で
作
っ

た
基
礎
の
上
に
、
子
ど
も
と
と
も
に
さ

ら
に
充
実
し
た
人
生
を
積
み
上
げ
て
い

き
た
い
で
す
。

虎
と ら や ま

山 駿
し ゅ ん た

太 さん

　「
令
和
」
に
は
希
望
や
調
和
と
い
っ
た

深
い
意
味
や
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
誰
も
が
家
族
を
一
番
に
大
切
に
想

い
、
子
ど
も
に
た
く
さ
ん
の
愛
を
与
え
、

調
和
と
愛
情
に
あ
ふ
れ
た
家
族
を
築
け

る
時
代
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
日
本

で
暮
ら
し
て
20
年
。
長
浜
の
皆
さ
ん
が

く
れ
た
優
し
さ
を
、
長
浜
の
子
ど
も
た

ち
に
伝
え
た
い
で
す
。

村
むらやま

山 ジェラルディン さん

　
誰
も
が
長
生
き
で
、
元
気
に
活
躍
す

る
社
会
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
を

支
え
る
医
療
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

元
気
な
人
が
よ
り
元
気
に
な
る
一
方
で
、

病
気
で
困
っ
て
い
る
人
も
救
い
上
げ
る

社
会
に
も
貢
献
し
た
い
で
す
。
技
術
が

進
む
令
和
の
時
代
も
、
人
間
に
し
か
で

き
な
い
仕
事
を
大
切
に
し
、
温
度
を
感

じ
ら
れ
る
医
療
を
提
供
し
ま
す
。

松
ま つ い

井 善
よ し の り

典 さん

　「
曳
山
祭
」、「
黒
壁
」、「
夏
中
さ
ん
」

と
幼
い
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
長

浜
は
、
私
に
と
っ
て
ず
っ
と
住
み
続
け

た
い
ま
ち
で
す
。
で
き
れ
ば
将
来
、
市

職
員
と
し
て
、「
訪
れ
て
み
た
い
」、「
住

ん
で
み
た
い
」
と
全
国
の
方
か
ら
言
わ

れ
る
よ
う
な
、
令
和
の
長
浜
の
ま
ち
づ

く
り
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

高
た か

山
や ま

 典
ふ み

也
や

 さん

　
一
人
ひ
と
り
自
分
ら
し
い
日
々
が
送

れ
、
楽
し
ん
で
子
育
て
、
働
く
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
活
躍
で
き
る
場
所

を
見
つ
け
ら
れ
る
。
穏
や
か
に
あ
た
た

か
い
心
を
持
ち
、
家
族
や
地
域
の
人
々

を
大
切
に
想
い
、
支
え
あ
う
。
そ
ん
な

人
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
「
長
浜
」
に
な
り

ま
す
よ
う
に
。

宮
み や も と

本 麻
ま り

里 さん


