
KITAKATA CITY



会津の北方に位置していたことから、古来、北方（きたかた）と呼ば
れていました。 
市の約6割が林野で、東部、西部、北部地域を中心に、山林が広がっ
ています。一方、市の中心部から南部にかけては、平坦な地形で、市
街地を囲むように、田園地帯が広がっています。市の南端には、一級
河川である阿賀川が流れ、猪苗代湖を源とする一級河川の日橋川や
山林地帯からの支流が集まり、只見川と合流し、山間地帯を蛇行し
ながら、新潟県に向かって流れています。

総面積554.63平方キロメートル、人口約4万9千人。

飯豊連峰、雄国山麓、三ノ倉高原、雄大な自然環境。 

文化財や蔵などの歴史を感じさせる建造物。 

喜多方ラーメンや山都そば、多彩な農林産物。 

豊富な観光資源に恵まれ、暮らしと観光、産業が

調和し、笑顔があふれる住みよいまちです。

喜　多　方　市
K I T A K A T A





魅
力
あ
る
農
業
へ

　

本
市
の
農
業
は
、良
質
な
水
と

肥
沃
な
土
壌
に
育
ま
れ
、農
業
産

出
額
の
70
㌫
を
占
め
る
水
稲
を

中
心
に
、東
北
地
方
有
数
の
生
産

量
を
誇
る
グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
、チ
ェ
リ
ー
ト
マ
ト
や
キ
ュ

ウ
リ
な
ど
の
園
芸
作
物
、県
内
１

位
の
栽
培
面
積
を
誇
る
ソ
バ
、ト

ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
や
リ
ン
ド
ウ
な

ど
の
花
き
、高
い
品
質
を
誇
る
畜

産
な
ど
、適
地
適
作
に
よ
る
営
農

が
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、農
業
就
業
人
口
は
、

過
去
20
年
間
で
34
㌫
も
減
少
し
、

さ
ら
に
、60
歳
以
上
の
農
業
就
業

者
の
占
め
る
割
合
が
79
㌫
を
超

え
る
な
ど
、担
い
手
不
足
と
高
齢

化
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
地
元
の
新
鮮
な
農
作

物
を
学
校
給
食
等
の
食
材
に
供

給
す
る
こ
と
や
、直
売
所
の
拡
充

等
に
よ
る
地
産
地
消
の
推
進
、６

次
産
業
化
に
よ
る
農
林
業
を
主

体
と
し
た
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の

展
開
、施
設
園
芸
の
推
進
に
よ
る



高
品
質
な
農
作
物
の
生
産
、首
都

圏
で
の
商
談
会
へ
の
出
展
等
に

よ
る
積
極
的
な
販
路
の
拡
大
な

ど
に
よ
り
魅
力
あ
る
農
業
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

安
全
・
安
心
を
農
業
の
柱
に

　

有
機
栽
培
・
特
別
栽
培
の
推

進
や
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
の
取
得
な

ど
安
全
な
農
産
物
の
生
産
と
環
境

に
配
慮
し
た
農
業
を
さ
ら
に
推
進

し
、他
地
域
と
の
差
別
化
を
図
る

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
数
は
１
６
０

０
件
を
超
え
、県
内
一
を
誇
り
、お

い
し
さ
と
安
全
性
、さ
ら
に
、環
境

と
調
和
し
た
持
続
的
な
農
業
が
着

実
に
定
着
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
事
故
以
来
、農
産
物
へ

の
風
評
被
害
の
影
響
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。主
要
作
物
で
あ
る

米
は
、全
量
全
袋
検
査
以
外
に
も

市
独
自
の
検
査
を
実
施
し
、安

全
・
安
心
を
追
及
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、農
協
と
ス
ク
ラ
ム
を
組

み
、首
都
圏
や
関
西
圏
、沖
縄
県

等
で
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
行
う

な
ど
、喜
多
方
産
農
産
物
の
風
評

被
害
の
完
全
払
拭
を
目
指
し
て

い
ま
す
。



地
域
を
支
え
る
も
の
づ
く
り

　

本
市
の
産
業
は
、昭
和
40
年
頃

ま
で
は
、稲
作
を
中
心
と
し
た
農

業
が
基
幹
産
業
と
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、日
本
の
高
度
成
長
や
農

産
物
価
格
の
下
落
な
ど
に
よ
り
、

代
わ
っ
て
非
鉄
金
属
、繊
維
、弱

電
な
ど
の
製
造
業（
も
の
づ
く
り

産
業
）な
ど
の
就
業
人
口
が
増
加

し
て
き
ま
し
た
。

　

特
に
、ア
ル
ミ
製
品
関
連
の
製

造
業
は
、本
市
の
産
業
を
支
え
る

大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
か
ら
長
期

に
わ
た
る
景
気
低
迷
、そ
の
後
の

世
界
同
時
不
況
、平
成
23
年
３
月

に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
な

ど
、も
の
づ
く
り
産
業
を
取
り
巻

く
環
境
は
深
刻
な
状
況
に
あ
り

ま
し
た
が
、業
種
に
よ
っ
て
は
人

手
が
不
足
す
る
な
ど
好
調
さ
も

見
ら
れ
緩
や
か
な
回
復
基
調
に

あ
り
ま
す
。

　

今
後
は
、先
端
産
業
や
成
長
産

業
、エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
等
へ
の
参

入
、企
業
立
地
が
し
や
す
い
環
境

の
整
備
と
操
業
の
支
援
に
よ
り

立
地
競
争
力
を
高
め
、雇
用
の
創

出
や
も
の
づ
く
り
産
業
の
裾
野
を



広
げ
る
施
策
を
展
開
し
て
い
き

ま
す
。

輝
く
伝
統
産
業

　

良
質
で
豊
富
な
水
や
米
を
原

料
と
し
た
酒
造
業
、漆
器
や
桐
材

加
工
な
ど
の
伝
統
的
な
も
の
づ

く
り
産
業
も
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
７
月
に
開
催
さ
れ

た
世
界
最
大
級
の
ワ
イ
ン
品
評

会
Ｉ
Ｗ
Ｃ
２
０
１
５（
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ワ
イ
ン
・
チ
ャ

レ
ン
ジ
）日
本
酒
部
門
で
市
内
の

蔵
元
が
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
・
サ
ケ

に
選
ば
れ
た
ほ
か
、２
つ
の
蔵
元

も
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
受
賞
し
ま
し

た
。１
つ
の
市
町
村
か
ら
３
つ
の

ト
ロ
フ
ィ
ー
受
賞
は
全
国
で
初

の
快
挙
で
す
。

　

会
津
の
漆
器
は
、会
津
藩
主 

蒲

生
氏
郷
が
出
生
地
の
近
江
国（
滋

賀
県
）か
ら
、多
く
の
木
地
師
、塗

り
師
の
職
人
を
招
き
、農
閑
期
の

副
業
と
し
て
奨
励
保
護
し
た
の

が
始
ま
り
で
あ
る
と
言
わ
れ
、武

家
社
会
で
培
わ
れ
た
伝
統
や
技

術
が
、こ
こ
喜
多
方
の
風
土
で
育

ま
れ
、４
０
０
年
の
歴
史
と
と
も

に
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
産
業
を

さ
ら
に
輝
か
せ
る
た
め
に
も
喜

多
方
の
知
名
度
を
生
か
し
た「
も

の
づ
く
り
分
野
に
お
け
る
喜
多

方
ブ
ラ
ン
ド
」の
構
築
な
ど
を
支

援
し
て
い
き
ま
す
。



誇
り
を
持
っ
て
共
に
生
き
る

　

本
市
に
は
飯
豊
連
峰
な
ど
の

清
ら
か
な
自
然
、豊
か
な
大
地
、

さ
ま
ざ
ま
な
産
業
資
源
、そ
し

て
、慈
善
事
業
家
の
瓜
生
岩
子

や
、社
会
教
育
の
先
駆
者
で
修
養

団
を
創
設
し
た
蓮
沼
門
三
を
は

じ
め
と
す
る
数
多
く
の
先
人
の

事
績
、さ
ら
に
は
江
戸
時
代
の
初

め
か
ら
人
々
の
精
神
面
の
支
え

と
な
っ
て
き
た
中
江
藤
樹
の
教

え（
藤
樹
学
）な
ど「
誇
り
を
持
っ

て
共
に
生
き
る
力
」を
学
び
、身

に
付
け
る
た
め
の
道
標
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が「
誇
り
を
持
っ

て
共
に
」生
き
る
意
識
を
持
ち
、

社
会
全
体
を
よ
り
良
い
方
向
へ

導
く
た
め
、先
人
の
貴
重
な
道
標

を
最
大
限
に
活
用
し
、時
代
の
要

請
に
応
じ
た
施
策
を
展
開
す
る

た
め
、平
成
23 

年
６
月
、「
喜
多
方

市
人
づ
く
り
の
指
針
」が
作
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
指
針
を
、家
庭
や
地
域
社

会
、学
校
そ
し
て
、行
政
な
ど
の



関
係
機
関
に
お
い
て
そ
の
実
現

を
目
指
す
努
力
目
標
と
し
、各
種

生
涯
学
習
施
策
に
活
か
し
、生
涯

学
習
を
通
じ
て「
誇
り
を
持
っ
て

共
に
生
き
る
力
」を
備
え
た
人
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
で
交
流　

農
業
で
教
育

　

平
成
23 

年
３
月
に「
ス
ポ
ー
ツ

交
流
都
市
」を
宣
言
し
、市
民
の

健
康
づ
く
り
、ス
ポ
ー
ツ
を
通
し

た
市
内
外
交
流
に
よ
り
地
域
の

活
性
化
な
ど
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の

振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

市
民
誰
も
が
日
々
の
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、気
軽
に
ス

ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
環
境

を
整
え
、健
康
づ
く
り
や
体
力
づ

く
り
と
と
も
に
生
涯
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、平
成
18
年
に
農
業
教
育

特
区
と
し
て
全
国
初
の
小
学
校

農
業
科
に
取
り
組
み
、農
業
を
通

し
た「
心
の
教
育
」「
自
然
と
の
共

生
」｢

食
育｣

「
環
境
」を
学
ぶ
こ
と

を
目
標
に
掲
げ
、さ
ま
ざ
ま
な
支

援
組
織
や
地
域
の
皆
さ
ん
な
ど

の
協
力
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。



自
然
と
信
仰
と
と
も
に

　

山
地
や
平
地
を
問
わ
ず
、人
々

は
そ
の
自
然
環
境
に
合
わ
せ
た

生
活
を
代
々
営
む
こ
と
で
、地
域

独
自
の
暮
ら
し
を
作
り
上
げ
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
暮
ら
し
に
根
付
い
た

数
々
の
伝
統
文
化
を
、大
切
に
次

の
世
代
に
守
り
伝
え
た
い
と
い

う
気
持
ち
は
、地
域
が
違
っ
て

も
、共
通
し
た「
思
い
」で
あ
り
、

「
願
い
」で
も
あ
る
の
で
す
。

　

厳
し
い
冬
が
終
わ
り
、彼
岸
獅

子
が
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
と
、

人
々
は
飯
豊
山
の
残
雪
や
、身
近

な
自
然
の
出
来
事
を
頼
り
に
農

作
業
を
始
め
ま
す
。

　

夏
の
田
植
え
の
時
期
、神
社
で

は
御
田
植
祭
り
が
行
わ
れ
、皆
で

豊
作
を
願
い
ま
す
。そ
し
て
秋
の

収
穫
を
迎
え
る
と
、今
度
は
神
様

に
感
謝
を
捧
げ
、山
々
の
色
づ
き

と
と
も
に
、冬
支
度
を
始
め
ま
す
。

　

こ
う
し
て
昔
か
ら
人
々
は
、自

然
や
神
仏
に
願
い
、感
謝
す
る

こ
と
で
毎
日
を
過
ご
し
て
き
た
の



で
す
。

　

ま
た
、少
年
た
ち
は
過
酷
で
神

聖
な
飯
豊
山
に
登
る
こ
と
で
一

人
前
の
大
人
と
し
て
認
め
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

受
け
継
い
で
、そ
し
て
伝
え
る

　

時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、少
子

高
齢
化
や
過
疎
化
が
進
み
、こ
れ

ら
の
伝
統
文
化
を
受
け
継
い
で

き
た
地
域
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、地
域
や
保
存

会
な
ど
が
中
心
と
な
り
、次
代
を

担
う
子
ど
も
た
ち
や
若
者
へ
、伝

統
文
化
を
継
承
し
て
い
こ
う
と
い

う
動
き
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

伝
統
文
化
を
守
る
と
い
う
こ

と
は
、単
な
る
行
事
の
継
承
だ
け

で
は
な
く
、自
分
た
ち
が
住
む
地

域
を
良
く
知
り
、愛
着
を
持
つ
と

い
う「
心
」を
は
ぐ
く
む
使
命
を

も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

　

平
成
28
年
度
に
は
、「
会
津
の

三
十
三
観
音
め
ぐ
り
」が
、日
本

遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

活
用
に
は
地
域
の
理
解
や
連
携

な
ど
新
た
な
策
が
必
要
で
、信
仰

の
心
を
い
か
に
伝
承
す
る
か
、と

い
う
課
題
も
見
え
て
き
ま
し
た
。



高
齢
者
の
衰
え
を
防
ぐ

　

太
極
拳
の
ま
ち
づ
く
り
は
、平

成
14
年
10
月
の「
う
つ
く
し
ま
ね

ん
り
ん
ピ
ッ
ク
２
０
０
２
太
極

拳
交
流
大
会
」の
開
催
を
き
っ
か

け
に
、太
極
拳
を
通
し
た
交
流
の

輪
が
広
が
り
、平
成
18
年
６
月
に

「
太
極
拳
の
ま
ち
」を
宣
言
し
、健

康
・
福
祉
・
教
育
・
交
流
の
調

和
の
と
れ
た
太
極
拳
の
ま
ち
づ

く
り
を
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
さ

せ
ま
し
た
。

　

太
極
拳
は
全
身
を
無
理
な
く

バ
ラ
ン
ス
よ
く
動
か
す
こ
と
か

ら
、介
護
予
防
に
お
け
る
太
極
拳

の
健
康
効
果
に
着
目
し
、福
島
県

立
医
科
大
学  

安
村 

誠
司 

教
授
、

会
津
保
健
所
と
の
協
働
で
、平
成

19
年
度
に
太
極
拳
の
要
素
を
取

り
入
れ
た「
太
極
拳
ゆ
っ
た
り
体

操
」が
完
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
体
操
で
高
齢
者
の
身
体

機
能
の
衰
え
を
防
ぐ
と
と
も
に
、

継
続
す
る
こ
と
で
身
体
機
能
を

回
復
さ
せ
、要
介
護
・
要
支
援
に

な
ら
な
い
よ
う
介
護
予
防
に
つ

な
げ
て
い
ま
す
。



自
然
と
共
生
す
る
持
続
的
な
観
光

　

全
国
的
に
も
有
名
な
喜
多
方

ラ
ー
メ
ン
や
蔵
な
ど
の
観
光
資

源
に
加
え
、豊
か
な
自
然
と
長
い

歴
史
に
育
ま
れ
て
き
た「
花
の
資

源
」を
多
く
の
人
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
き
、誘
客
に
結
び
付
け
る

「
花
で
も
て
な
す
観
光
」を
進
め

て
い
ま
す
。

　

特
に
、三
ノ
倉
高
原
に
は
、平
成

25
年
か
ら
東
北
最
大
規
模
を
誇
る

ひ
ま
わ
り
畑
や
菜
の
花
畑
な
ど
を

造
成
し
、多
く
の
人
々
を
魅
了
し
、

癒
し
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
、食
と
花
を
生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
新
潟

市
と
本
市
に
共
通
す
る｢

花｣

を

中
心
と
し
て
、平
成
26
年
６
月
に

「
花
で
つ
な
が
る
観
光
交
流
宣

言
」を
締
結
し
、観
光
交
流
を
促

進
し
、相
互
に
協
力
・
交
流
し
て

い
ま
す
。

　

花
は
自
然
環
境
を
守
り
、育
て

る
こ
と
が
必
要
で
す
。喜
多
方
の

魅
力
に「
花
」を
添
え
る
、持
続
的

で
新
し
い
観
光
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。



太
古
の
喜
多
方
と
人
々

　

約
１
万
５
０
０
０
年
前
の
旧
石

器
時
代
、す
で
に
こ
の
地
に
は
人
類

が
生
活
し
て
い
ま
し
た
。高
郷
町
の

遺
跡
か
ら
は
、そ
の
こ
と
を
示
す
石

器
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

縄
文
時
代
に
は
、新
潟
や
関
東

な
ど
他
地
域
と
交
流
し
て
影
響
を

受
け
つ
つ
も
、喜
多
方
地
方
独
自

の
文
化
を
作
り
上
げ
て
い
き
ま
し

た
。

　

塩
川
町
の
常
世
原
田
遺
跡
は
今

か
ら
７
０
０
０
年
前
の
縄
文
時
代

の
遺
跡
で
、出
土
し
た
土
器
は「
常

世
式
土
器
」と
命
名
さ
れ
、縄
文
時

代
の
時
期
を
判
断
す
る
基
準
資
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。

支
配
者
層
の
登
場

　

約
２
３
０
０
年
前
の
弥
生
時
代

に
本
格
的
な
稲
作
が
始
ま
る
と
、

生
活
の
場
は
山
地
か
ら
平
地
へ
と

拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

　

喜
多
方
地
方
に
も
農
耕
を
基
盤

に
、地
域
を
治
め
る
支
配
者
層
が

現
れ
ま
し
た
。

　

塩
川
町
の
古
屋
敷
遺
跡
は
阿
賀

川
以
北
の
地
域
を
支
配
し
た
古
墳

時
代
の
豪
族
の
館
跡
と
考
え
ら

れ
、東
日
本
最
大
級
の
規
模
を
誇

る
も
の
で
す
。ま
た
、支
配
者
層
が

自
ら
の
権
威
を
示
す
た
め
、雄
国

山
麓
や
慶
徳
地
区
の
丘
陵
部
に
は

大
規
模
な
豪
族
の
墓「
古
墳
」が
造

ら
れ
ま
し
た
。

旧
市
町
村
の
歩
み

１
９
５
４　

昭
和
29
年

喜
多
方
町
、松
山
村
、上
三
宮
村
、岩
月
村
、関
柴

村
、熊
倉
村
、慶
徳
村
、豊
川
村
が
合
併
し「
喜
多

方
市
」が
誕
生

加
納
村
、熱
塩
村
、朝
倉
村
の
一
部
が
合
併
し

「
熱
塩
加
納
村
」が
誕
生

旧
塩
川
町
、堂
島
村
、姥
堂
村
、駒
形
村
が
合
併

し「
塩
川
町
」が
誕
生

旧
山
都
町(

昭
和
25
年
に
山
都
村
、木
幡
村
、小

川
村
が
合
併
し
誕
生)

に
相
川
村
外
３
ヶ
村
組

合（
相
川
村
、朝
倉
村
、一
ノ
木
村
、早
稲
谷
村
）

が
合
併
、翌
年
千
咲
村
の
一
部
が
合
併

１
９
５
５　

昭
和
30
年

山
郷
村
、新
郷
村
、高
寺
村
、千
咲
村
の
一
部
が

合
併
し「
高
郷
村
」が
誕
生
、昭
和
35
年
に
旧
高

寺
村
が
会
津
坂
下
町
へ
編
入

  

新
喜
多
方
市
の
歩
み

２
０
０
４　

平
成
16
年

喜
多
方
市
、熱
塩
加
納
村
、塩
川
町
、山
都
町
、高

    



争
乱
と
信
仰
の
は
ざ
ま
で

　

平
安
時
代
、平
氏
の
一
族
で
あ

る
越
後
の
城
氏
が
会
津
地
方
へ
進

出
し
、源
氏
と
平
氏
の
争
乱
へ
と

関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
う
し
た
戦
乱
の
中
、現
世
利

益
や
極
楽
浄
土
を
祈
願
し
て
、有

力
者
た
ち
は
寺
院
を
建
立
し
、経

塚
を
築
き
ま
し
た
。

　

慶
徳
町
松
野
地
区
で
発
見
さ
れ

た
松
野
千
光
寺
経
塚
は
そ
の
代
表

的
な
も
の
で
す
。

　

ま
た
、こ
の
地
方
の
熊
野
神
社

は
源
頼
義
・
義
家
父
子
の
陸
奥
征

討
の
時
期
に
勧
請
さ
れ
、こ
れ
を

き
っ
か
け
に
熊
野
信
仰
が
広
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。

武
士
の
支
配
へ

　

鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
と
、有
力

御
家
人
三
浦
氏
の
一
族
で
あ
る
佐

原
義
連
が
会
津
に
所
領
を
得
ま
し

た
。や
が
て
そ
の
子
孫
た
ち
が
有
力

領
主
へ
と
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
か
で
も
北
部
を
支
配
し
た
新

宮
氏
と
芦
名
氏
の
間
で
は
壮
絶
な
勢

力
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

16
世
紀
に
芦
名
氏
が
会
津
の
ほ

ぼ
一
円
を
支
配
す
る
と
、喜
多
方

地
域
は
会
津
北
方
の
経
済
・
文
化

の
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

郷
村
に
よ
り「
喜
多
方
地
方
５
市
町
村
合
併
協

議
会
」設
置

２
０
０
５　

平
成
17
年

合
併
調
印
式

福
島
県
知
事
に「
廃
置
分
合
申
請
書
」を
提
出

２
０
０
６　

平
成
18
年

喜
多
方
市
・
熱
塩
加
納
村
・
塩
川
町
・
山
都
町
・

高
郷
村
が
合
併
し
、新
生「
喜
多
方
市
」が
誕
生

熱
塩
加
納
町
・
塩
川
町
・
山
都
町
・
高
郷
町
合

併
特
例
区
を
設
置

熱
塩
加
納
学
校
給
食
共
同
調
理
場
オ
ー
プ
ン

都
市
農
山
村
交
流
セ
ン
タ
ー「
慶
徳
ふ
れ
あ
い

館
」を
開
設

太
極
拳
の
ま
ち
宣
言

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
ま
ち
宣
言

市
章
・
市
の
花
・
木
・
鳥
・
魚
・
昆
虫
を
制
定

中
山
森
林
公
園「
も
り
っ
こ
の
里
」オ
ー
プ
ン

喜
多
方
市
小
学
校
農
業
教
育
特
区
の
認
定

２
０
０
７　

平
成
19
年

全
国
市
町
村
交
流
レ
ガ
ッ
タ
を
開
催

非
核
平
和
の
ま
ち
宣
言

２
０
０
８　

平
成
20
年

ボ
ー
ト
の
ま
ち
宣
言

５
団
統
合
に
よ
り
新
た
に
市
消
防
団
が
発
足



経
済
的
拠
点
へ
の
成
長

　

寛
永
20
年
、保
科
正
之
の
入
部
以

後
は
、城
下
町
若
松
が
領
国
支
配
の

中
枢
で
あ
る
の
に
対
し
、北
方
地
域

は
地
方
の
経
済
的
拠
点
と
位
置
付

け
ら
れ
ま
す
。街
道
が
整
備
さ
れ
、

北
方
の
産
物
を
若
松
や
津
川
方
面

へ
運
送
で
き
る
よ
う
に
阿
賀
川
舟

運
の
整
備
も
進
み
ま
し
た
。

　

定
期
市
が
立
ち
、交
易
の
た
め

に
人
々
が
集
ま
る
と
、文
化
的
に

も
独
自
の
発
展
を
み
ま
す
。北
方

地
方
が
会
津
藤
樹
学
の
中
心
と
な

り
得
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

　

ま
た
、三
十
三
観
音
札
所
の
巡

礼
や
、豊
作
祈
願
や
成
年
儀
礼
と

し
て
飯
豊
山
へ
の
登
拝
も
始
ま
り

ま
し
た
。

明
治
以
降
の
喜
多
方

　

明
治
期
に
な
る
と
、新
政
府
に
よ

る
地
方
支
配
の
中
で
、北
方
地
域
に

は
民
政
局
小
田
付
分
局
が
置
か
れ

ま
す
。

　

生
糸
や
繭
・
桑
な
ど
商
品
作
物

の
生
産
が
急
激
に
伸
び
て
い
く
一

方
、伝
統
産
業
の
酒
・
味
噌
・
漆
器
・

木
工
な
ど
も
販
路
拡
大
に
よ
っ
て

発
展
し
始
め
ま
し
た
。明
治
23
年
に

は
煉
瓦
を
焼
く
登
り
窯
が
造
ら
れ

る
と
、当
時
の
需
要
と
相
ま
っ
て
一

大
生
産
拠
点
へ
と
成
長
し
ま
す
。

　

ま
た
、明
治
15
年
、福
島
県
令
三

島
通
庸
に
よ
る
会
津
三
方
道
路
開

鑿
工
事
に
対
し
て
喜
多
方
地
方
の

農
民
た
ち
が
起
こ
し
た
反
対
闘
争

は
、自
由
民
権
運
動「
福
島
・
喜
多

方
事
件
」と
し
て
全
国
的
な
運
動
へ

と
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
37
年
に
は
岩
越
鉄
道
若

松
・
喜
多
方
間
が
開
通
、舟
運
に

重
き
を
置
い
て
い
た
喜
多
方
地
方

の
物
流
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え

ま
す
。

喜
多
方
学
校
給
食
共
同
調
理
場
オ
ー
プ
ン

「
栂
峰
渓
流
水
」が
平
成
の
名
水
百
選
に
選
定

全
国
水
源
の
里
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

２
０
０
９　

平
成
21
年

全
国
発
酵
の
ま
ち
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

交
通
安
全
都
市
宣
言

２
０
１
０　

平
成
22
年

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
臨
時
離
着
陸
場
竣
工

カ
イ
ギ
ュ
ウ
ラ
ン
ド
た
か
さ
と
オ
ー
プ
ン

国
道
１
２
１
号
大
峠
道
路
全
線
開
通

２
０
１
１　

平
成
23
年

合
併
特
例
区
設
置
期
間
が
満
了

東
日
本
大
震
災

震
度
５
強
を
観
測

ス
ポ
ー
ツ
交
流
都
市
宣
言

地
域
・
家
庭
医
療
セ
ン
タ
ー「
ほ
っ
と
☆
き
ら

り
」オ
ー
プ
ン

全
国
ボ
ー
ト
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催

新
潟
・
福
島
豪
雨
災
害
発
生

２
０
１
２　

平
成
24
年

松
山
公
民
館
多
目
的
ホ
ー
ル「
松
楽
館
」落
成

東
京
都
東
大
和
市
と
友
好
都
市
協
定
を
締
結

千
葉
県
香
取
市
と
友
好
都
市
協
定
を
締
結

２
０
１
３　

平
成
25
年

林
道
飯
豊
桧
枝
岐
線
・
一
の
木
線
開
通

つ
が
み
ね



集
中
豪
雨
に
よ
り
甚
大
な
被
害（
激
甚
災
害
指
定
）

米
国
オ
レ
ゴ
ン
州
ウ
ィ
ル
ソ
ン
ビ
ル
市
と
の
姉

妹
都
市
提
携
25
周
年
を
迎
え
る

全
国
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

福
島
大
会
を
開
催

２
０
１
４　

平
成
26
年

東
町
蔵
屋
敷「
会
陽
館
」オ
ー
プ
ン

新
潟
市
と
花
で
つ
な
が
る
観
光
交
流
宣
言
を

締
結

喜
多
方
産
の
酒
器
に
注
い
だ
日
本
酒
に
よ
る
乾

杯
を
推
進
す
る
条
例
を
施
行

新
本
庁
舎
で
の
業
務
開
始

２
０
１
５　

平
成
27
年

新
本
庁
舎
落
成

木
造
建
築
に
よ
る
熊
倉
小
学
校
体
育
館
完
成

（
飯
豊
杉
な
ど
の
地
場
産
杉
を
使
用
）

会
津
縦
貫
北
道
路
が
全
線
開
通

２
０
１
６　

平
成
28
年

ご
当
地
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
発
行

市
町
村
対
抗
福
島
県
軟
式
野
球
大
会
で
喜
多
方

市
チ
ー
ム
優
勝

合
併
10
周
年
記
念
式
典
を
開
催

全
国
川
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催



平均気温(℃)
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中山中山
▲
453

大仏山
▲
708

蟻塚山蟻塚山蟻塚山蟻塚山
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平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

172.7万人 174.5万人 177.4万人

188.0万人 188.6万人

157.7万人
171.8万人

186.0万人

169.4万人
 182.6万人

200.0万人

150.0万人

100.0万人

アスパラガス

肉用牛

夏秋キュウリ

チェリートマト

夏秋トマト

花卉

512,871千円

362,889千円

322,712千円

266,684千円

64,355千円

45,849千円
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　人口定住に結びつく持続可能な経済活動の実現に向け、基幹産業で
ある農業、ものづくり産業の更なる発展と地域資源を活用した魅力あ
る観光を推進するとともに、企業の誘致や林業の再生、街なかの賑わい
を創出するなど、力強い産業の振興により新しい産業や雇用の創出、所
得の向上が実現されるまちを目指します。

担い手の確保と地域の特徴を生かした経営の展開により、魅力ある農林業の持続
的な発展を目指します。

経営環境を高めるとともに、多様な交流で賑わいを創出することにより、活気ある
あきないのまちづくりを目指します。 

企業立地を推進するとともに、操業支援の充実により、就業構造基盤の強化を目
指します。

就業支援の充実と労働者福祉の向上により、安定した雇用と市内への定着を目
指します。

地域資源の魅力を最大限に引き出すことにより、出会いと発見・感動あふれる
観光の振興を目指します。

　「まちづくりは人づくりから」の理念のもと、次代を担う子どもた
ちに向け質の高い良好な教育の実践とその環境整備に取り組むと
ともに、市民一人一人が、郷土の偉人や歴史・文化に学び、心豊かで充実した人生を送ることがで
きるよう学習機会の提供や主体的に活動できる環境を整備します。そして、生涯にわたり郷土に
愛着と誇りを持って、様々な分野で活躍する、本市の未来を支える人材が育つまちを目指します。

一人一人の個性や能力を引き出し、活かし、伸ばす教育により、すべての子どもの
「生きる力」を育むことを目指します。

だれもが、いつでも、どこでも学習やスポーツに親しむことができる環境づくりを
推進することにより、生涯学習活動への主体的な実践力を育むことを目指します。

郷土の歴史や文化財の保護・保存、継承、活用と文化芸術の振興により、市民の歴
史・文化等に対する一層の理解と意識の向上を図り、豊かな感性と郷土愛を育
むことを目指します。

男女共同参画の推進により、男女がお互いを尊重しあいながら、自らの意思に基づ
いて個性や能力を発揮できる社会の実現を目指します。



　保健、医療、介護、福祉の充実と連携、 災害等への備えの
強化など日々のくらしにおける安全・安心を確保し、若
い世代が安心して子どもを産み育てることができる環境
や高齢者が元気に生きがいをもってくらせる環境づくり
を推進するとともに、生活や産業などを支える社会基盤
の維持・充実により、活力ある、だれもが快適で生活しや
すいまちを目指します。

子育て環境の整備と切れ目のない子育て支援により、安心して子どもを産み・育てる
ことができるまちを目指します。

保健・医療・介護・福祉の連携により、だれもが住み慣れた地域で健康に、安心して
くらし続けることができるまちを目指します。

消防・防災体制の充実と自主防災意識の高揚により、災害に強いまちを目指します。

交通事故や犯罪、野生動物による人的被害の未然防止や放射線への不安解消により、
安全で安心な生活が送れるまちを目指します。 

市民生活や産業などを支える社会基盤の整備・維持管理の推進により、安全で快適な
くらしと経済活動の活性化、自然環境に配慮した良好な生活空間の形成を目指します。

　 市民が主体的に行うまちづくりや市民活動を支援し、地域間の連携と交流
や大学、企業等との協力・提携、移住者の受け入れなどにより魅力的で持続可
能なまちづくりを推進するとともに、生活環境や自然環境、地球環境へ配慮し
た取組を進めるなど、地域の価値を高め、自然との共生と市民と行政の協働に
よる活力あふれるまちを目指します。

市民の主体的な活動の促進や市民と市の協働によるまちづくりにより、地域課題の解
決や地域の活性化を目指します。

若年層を中心に市外からの移住、市内での定住促進により、人口減少の抑制と地域力の
維持向上を目指します。

多様な連携と交流を通じ、ひと・もの・情報の流れを活発化することにより、本市の
魅力や活力の向上と地域課題の解決を目指します。

清らかな水の確保、美化意識の向上、良好な景観の形成により、心豊かな生活ができ
るまちを目指します。

限りある資源の有効活用と再生可能エネルギーの普及促進により、環境にやさしい
まちを目指します。




