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市
立
公
園
展
勝
地
の
南
端
に
位
置
す
る
、
標
高

１
６
３
㍍
の
丘
、
男
山
。
こ
の
山
頂
に
、
や
す
ら
ぎ

の
像
は
静
か
に
た
た
ず
み
、
北
上
の
ま
ち
や
私
た
ち

を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

　
像
が
建
て
ら
れ
た
の
は
昭
和
52
年
７
月
。
市
民
の

私
財
で
建
立
さ
れ
、
以
来
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
一
つ

と
し
て
何
人
も
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
建
立
の
始
ま
り
は
、｢

人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

の
場
を
作
る
た
め
役
立
て
て
ほ
し
い｣

と
、
一
市
民

の
伊
藤
孝
吉
さ
ん(

当
時
85
歳)

が
当
時
の
斎
藤
五
郎

市
長
に
百
万
円
を
託
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
斎
藤

市
長
は
大
い
に
賛
同
し
、
や
す
ら
ぎ
の
像
建
立
の

会(

郡
司
直
衛
代
表)

を
発
足
。
斎
藤
市
長
を
は
じ
め
、

郡
司
代
表
、
藤
村
久
喜
、
及
川
俊
平
、
柴
田
善
三
郎
、

白
井
澄
、
吉
田
博
太
郎
、
司
東
真
雄
、
藤
原
八
弥
、

渡
辺
敏
夫
、
渡
辺
銀
三
郎
の
各
氏
、
11
人
の
市
民

有
志
が
集
ま
り
、
準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　｢
戦
後
、
景
気
が
良
く
な
る
に
つ
れ
、
殺
し
や
暴

力
な
ど
世
の
中
が
乱
れ
だ
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で

人
々
が
ホ
ッ
と
で
き
る
場
所
が
必
要
だ
と
、
伊
藤
さ

ん
は
考
え
た
の
で
し
ょ
う｣

と
、
郡
司
代
表
。
伊
藤

さ
ん
は
盛
岡
中
、
盛
岡
一
高
、
東
大
卒
。
良
質
の
鋳

物
を
発
明
し
特
許
を
取
得
し
た
ほ
か
、
戦
後
は
岩
手

大
学
教
授
を
務
め
た
人
で
し
た
。

　
伊
藤
さ
ん
の
思
い
に
市
民
も
共
感
。
５
３
０
人
も

の
人
か
ら
寄
付
が
集
ま
っ
た
そ
う
で
す
。｢

Ｐ
Ｒ
し

て
い
な
い
の
に
、
こ
ん
な
に
集
ま
っ
た
。
自
分
の
力

だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
、
す
が
り
た
い
気

持
ち
を
持
つ
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う｣
と
、

92
歳
に
な
っ
た
郡
司
さ
ん
は
振
り
返
り
ま
す
。

　
像
の
制
作
は
、
建
立
の
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
藤

原
八
弥
画
伯
の
デ
ッ
サ
ン
を
元
に
、
絵
画
・
彫
刻
の

美
術
団
体｢

二
紀
会｣

会
員
・
木
津
一
夫
氏(

茨
城
県

古
河
市)

に
依
頼
。
大
船
渡
市
の
小
野
田
セ
メ
ン
ト

男山山頂からの眺め。北からの北上川と西からの和賀川が合流する地点
を足元に、市内を一望できる。また、視界のいい日であれば北は岩手山、
南は栗駒山まで見える。頂上近くまで車で登れるので、手軽に北上平野
の展望を楽しむことができる。きたかみ景観資産に認定(H22.2.5登録)

(

株)

の
協
力
も
得
て
、
岩
手
県
産
白
セ
メ
ン
ト
が
使

用
さ
れ
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
男
山
山
頂
へ
の
道
路
も

整
備
さ
れ
、
山
一
体
が
緑
地
公
園
と
な
り
ま
し
た
。

　
郡
司
さ
ん
は
計
画
当
初
、
み
ん
な
が
楽
し
む
公
園

に
お
金
を
掛
け
て
ま
で
像
を
建
て
る
こ
と
に
反
対
し

た
と
い
い
ま
す
。
や
す
ら
ぎ
の
像
は
、
一
人
ひ
と
り

の
心
の
中
に
立
て
る
も
の
だ
と
。｢

そ
う
は
思
っ
て

も
、
人
間
は
忙
し
い
暮
ら
し
の
中
で
忘
れ
て
し
ま
う

も
の
だ
か
ら
ね
。
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
に
建
っ
て

い
る
像
を
見
れ
ば
、
心
の
や
す
ら
ぎ
を
思
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う｣

　
像
は
こ
れ
ま
で
建
立
の
会
が
管
理
し
て
き
ま
し
た

が
、
展
勝
地
の
活
性
化
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
、
こ

の
た
び
、
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
市

民
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
平
和
と
豊
か
な
心
を
与
え

て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

北
上
を 
や
さ
し
く
見
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
ら
ぎ
の
像
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商
業
観
光
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３
３
５
１

内
線

台座も木津氏の彫刻によるもので、
自然との調和を配慮した、力強い
作品。中央に｢北上｣の文字を読み
取ることができる。基礎３㍍、台
座３㍍、像高４㍍、重量90㌧

像高
４ｍ

台座
３ｍ

①像の仕上げを施す木津氏。現地での施
工が不可能であったため、東京御殿場で
の制作となった②やすらぎの像建立の
会・郡司直衛会長に替わり、髙橋市長に
像一式を寄付する郡司善孝さん(左)③北
上川にせり出る男山。道の途中には、展
勝地計画で植えられた桜や市民団体が植
える白ゆりがある。この時季は秋冬にか
けて咲く冬桜も見られる④浄財を寄せた
人々の名は、像の台座に刻まれている

①

②

③

④


