
特別対談

奥
お く

塚
づ か

 正
ま さ

典
の り

（大分県中津市長）

一
翁
は
富ふ

農の
う

の
生
ま
れ
で
は
あ
っ
た
け

ど
、
お
祝
い
事
な
ど
の
た
び
に
、
藩
主

か
ら
御
用
金
を
取
り
立
て
ら
れ
、ま
た
、

代
官
の
態
度
に
憤
り
を
覚
え
て
い
た
と
。

奥
塚
市
長
　
福
澤
先
生
も
『
門も
ん

閥ば
つ

（
身

分
）
制
度
は
親
の
敵
か
た
き
』
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
思
い
が
、
二
人
の
実
践
や
行

動
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

影
響
を
受
け
た
母
の
優
し
さ

小
島
市
長
　
お
母
さ
ん
の
優
し
さ
と
い

う
の
も
共
通
し
て
い
ま
す
ね
。

奥
塚
市
長　

福
澤
先
生
の
お
母
さ
ん

は
、
家
が
な
く
、
着
物
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の

女
の
子
を
庭
に
呼
び
入
れ
、
シ
ラ
ミ
を

と
っ
て
、
シ
ラ
ミ
を
と
ら
せ
て
も
ら
っ

た
お
礼
と
し
て
握
り
飯
を
作
っ
て
食
べ

さ
せ
た
と
い
う
、
心
の
優
し
い
、
情
が

深
い
人
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

小
島
市
長　

栄
一
翁
の
お
母
さ
ん
も
、

共
同
風
呂
で
、当
時
、未
知
の
病
で
あ
っ

た
ハ
ン
セ
ン
病
の
女
性
と
入
浴
し
、
背

中
を
流
し
て
あ
げ
た
と
い
う
話
が
あ
り

ま
す
。
お
母
さ
ん
の
優
し
さ
っ
て
い
う

の
が
、
後
の
福
祉
事
業
の
原
点
に
な
っ

た
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。

奥
塚
市
長　

経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
み
ん
な
が
豊
か
に
な
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
思
い
の
中
で

も
、
弱
い
人
た
ち
を
助
け
て
い
こ
う
と

い
う
気
持
ち
が
、
福
澤
先
生
は
教
育
の

分
野
で
、
栄
一
翁
は
福
祉
の
分
野
で
よ

く
表
れ
て
い
ま
す
。

若
く
し
て
海
外
渡
航
を
経
験

小
島
市
長　

福
澤
先
生
も
栄
一
翁
も
、

20
代
で
海
外
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
福
澤

先
生
は
27
歳
の
時
に
咸か

ん

臨り
ん

丸ま
る

で
ア
メ
リ

カ
に
、
そ
し
て
栄
一
翁
も
同
じ
27
歳
の

時
、
随
行
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
て
い

ま
す
。
二
人
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
な
が
ら
も
、
今
の
日
本
は
ど

う
す
る
べ
き
か
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う

ね
。

奥
塚
市
長　

そ
う
で
す
ね
。
二
人
と
も

若
く
し
て
広
い
視
野
を
持
ち
、
海
外
に

出
て
学
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。

小
島
市
長　

本
当
に
、
こ
の
人
が
い
た

か
ら
今
の
日
本
が
あ
る
と
い
う
二
人
で

す
よ
ね
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
栄
一
翁
は

大
河
ド
ラ
マ
に
な
り
ま
し
た
け
ど
、
本

当
は
福
澤
先
生
も
大
河
ド
ラ
マ
に
な
る

べ
き
な
ん
で
す
。

奥
塚
市
長　

嬉
し
い
お
話
で
す
ね
。

『1 万円札』 肖像バトンタッチ

奥塚正典 　小島進
〈大分県中津市長〉 〈深谷市長〉

明治の代表的な啓蒙思想家。父は中津藩
士で、福澤が生まれた当時は大坂の蔵

くら

屋
や

敷
しき

詰
づめ

であった。父の死
後中津に戻り、儒学者白

しら

石
いし

常
つね

人
ひと

に師事し、その後大坂に出て、
緒
お

方
がた

洪
こう

庵
あん

に蘭学を学ぶ。1860年から1867年にかけて遣
けん

欧
おう

米
べい

使
し

節
せつ

に3度参加し、『西洋事情』などの著作を通じて欧米文化を
紹介した。1868年に自らが教えていた塾を慶

けい

應
おう

義
ぎ

塾
じゅく

と命名。
明治以降官職に就かず、位

い

階
かい

勲
くん

等
とう

などを受けなかった。『学問
のす

す

ゝ
す

め
め

』、『文
ぶん

明
めい

論
ろん

之
の

概
がい

略
りゃく

』など多数の著作を発表した。

将
棋
と
思
い
を
交
え
る

小
島
市
長　

栄
一
翁
は
よ
く
５
０
０
も

の
企
業
に
関
わ
っ
た
『
近
代
日
本
経
済

の
父
』
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
実
業
界
を

引
退
し
た
後
は
、
東
京
市
養
育
院
を
は

じ
め
と
し
た
、
福
祉
事
業
に
力
を
入
れ

た
り
、
明
治
神
宮
の
創
建
に
関
わ
っ
た

り
と
、
お
金
を
儲
け
る
の
は
悪
く
な
い

ん
だ
け
ど
、
そ
れ
を
世
の
中
の
た
め
に

使
お
う
と
い
う
思
い
、
つ
ま
り
『
道
徳

経
済
合
一
』
の
考
え
が
生
涯
に
わ
た
っ

て
一
貫
し
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。

奥
塚
市
長　

福
澤
先
生
も
自
身
で
創
刊

し
た
時
事
新
報
の
中
で
、
初し
ょ

志し

を
貫
い

て
実
業
界
で
成
功
し
た
栄
一
翁
の
生
き

方
が
、
模
範
だ
と
た
た
え
て
い
ま
す
。

福
澤
先
生
も
、
1
万
円
札
の
肖
像
を
、

良
い
人
が
引
き
継
い
で
く
れ
た
と
思
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

小
島
市
長　

良
か
っ
た
の
は
、
福
澤
先

生
が
栄
一
翁
よ
り
５
つ
年
上
な
ん
で
す

よ
ね
。
先
輩
の
後
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と

で
、栄
一
翁
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
な
。

　

後
年
、
二
人
が
大お
お

隈く
ま

重し
げ

信の
ぶ

邸
で
、
将

棋
を
打
ち
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う

の
が
ま
た
面
白
い
で
す
ね
。

奥
塚
市
長　

福
澤
先
生
は
栄
一
翁
に

『
商
売
人
に
し
て
は
割
合
強
い
』
と
。

小
島
市
長　

そ
れ
に
対
し
、
栄
一
翁
は

同
じ
時
代
を
生
き
た二人

の
偉
人

奥
塚
市
長　

小
島
市
長
、
お
久
し
ぶ
り

で
す
。
中
津
市
へ
、
よ
う
こ
そ
お
い
で

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

小
島
市
長　

奥
塚
市
長
、
お
久
し
ぶ
り

で
す
。
お
と
と
し
の
10
月
に
深
谷
に
お

越
し
い
た
だ
い
た
以
来
で
す
ね
。
今
日

も
こ
う
し
て
縁
あ
っ
て
お
話
し
す
る
こ

と
は
、
何
か
す
ご
い
意
味
が
あ
る
よ
う

な
気
が
し
て
い
ま
す
。

奥
塚
市
長　

そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
い

よ
い
よ
、
栄
一
翁
が
肖
像
と
な
る
、
新

１
万
円
札
が
発
行
さ
れ
ま
す
ね
。

小
島
市
長　

い
よ
い
よ
で
す
ね
。
１
万

円
札
の
肖
像
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
と
な
る

福
澤
先
生
と
栄
一
翁
が
、
同
じ
時
代
を

生
き
た
と
い
う
の
が
す
ご
い
奇
跡
で
す

し
、
実
は
二
人
は
、
思
い
や
考
え
方
、

生
き
方
も
、
す
ご
く
似
て
い
る
部
分
が

あ
り
ま
す
よ
ね
。

奥
塚
市
長　

よ
く
栄
一
翁
は
儒じ
ゅ

教き
ょ
う、
福

澤
先
生
は
西
洋
思
想
と
い
う
見
方
を
さ

れ
ま
す
け
ど
、
二
人
の
こ
と
を
調
べ
る

と
、
気
持
ち
の
部
分
で
あ
っ
た
り
と
、

共
通
し
た
部
分
が
多
い
で
す
ね
。

小
島
市
長　

実
践
や
行
動
力
と
い
う
部

分
も
共
通
し
て
い
ま
す
し
、
あ
と
は
、

身
分
制
度
へ
の
思
い
も
で
す
よ
ね
。
栄

天は人の上に人を造らず、
人の下に人を造らず

明冶・大正期を代表する実業家。深谷市
血洗島生まれ。一橋家に仕え、1867年にパリ万国博覧会に出
席する徳

とく

川
がわ

昭
あき

武
たけ

に随行し、欧州の産業、制度を見聞。1869年
に新政府に出仕し、1872年に大

おお

蔵
くら

大
たい

丞
じょう

となるが翌年退官し実
業界に入る。第一国立銀行の総監役、頭取ほか、王子製紙など
多くの企業の創立と発展に尽力。『論語』の徳育と経済活動は
表裏一体とする『道

どう

徳
とく

経
けい

済
ざい

合
ごう

一
いつ

説
せつ

』を唱える。1916年に実業
界から引退後も福祉事業や国際親善に力を注いだ。

肖像出典：国立国会図書館『近代日本人の肖像』 肖像出典：国立国会図書館『近代日本人の肖像』

　7月3日に、渋沢栄一翁が肖像となる新1万円札が発行されます。そこで、1万円札の顔
として最長の40年活躍された福澤諭吉先生の故郷、大分県中津市の奥塚市長と小島市長
が、福澤先生と栄一翁の共通点や、互いのまちのことについて語り合いました。
　対談は、中津城石垣を望める中津市歴史博物館で行われました。

小
こ

島
じ ま

 進
すすむ

（深谷市長）

福澤諭吉の故郷
大分県中津市
81,681人
（令和6年5月末現在）

人口

大分県の北部に位置し、
大きく中津地域、三

さん

光
こう

地
域、本

ほん

耶
や

馬
ば

渓
けい

地域、耶
や

馬
ば

溪
けい

地域、山
やま

国
くに

地域に分か
れます。

491.44㎢
（令和6年現在）

面積

肖像出典：国立国会図書館『近代日本人の肖像』

約500の企業に関わる
近代日本経済の父

渋沢栄一（しぶさわ えいいち）
1840（天保11）年～1931（昭和6）年

福澤諭吉（ふくざわ ゆきち）
1835（天保5）年～1901（明治34）年

中津市中津市

大分県大分県
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日本新三景、国名勝、日本
遺産の3大タイトルに輝く

沢
栄
一
翁
』
と
『
翁
』
を
付
け
て
呼
ん

で
き
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
今
で

は
、
子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
、
敬
意
と

親
し
み
を
込
め
て
『
栄
一
翁
』
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
福
澤
先
生
は
、
中
津
市
で

は
ど
う
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

奥
塚
市
長　

ま
ち
の
人
も
、
子
ど
も
た

ち
も
『
福
澤
先
生
』
と
呼
び
ま
す
ね
。

　

中
津
市
も
深
谷
市
と
同
じ
く
、
子
ど

も
た
ち
に
福
澤
精
神
を
引
き
継
い
で
い

く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
し

て
、
毎
年
、
小
学
校
で
は
福
澤
諭
吉
の

カ
ル
タ
大
会
、
小
中
学
校
で
、『
独
立

自
尊
』
な
ど
、
福
澤
先
生
の
言
葉
を
課

題
に
し
た
書
道
大
会
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
高
校
生
を
対
象
に
、
福
澤

先
生
の
教
え
を
継
承
す
る
全
国
弁
論
大

会
を
実
施
し
、
60
回
を
超
え
る
伝
統
の

大
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
島
市
長　

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
栄

一
翁
も
、『
立り
っ

志し

の
精
神
』
や
『
忠
ち
ゅ
う

恕じ
ょ

の
心
』、
そ
し
て
『
論
語
と
算そ
ろ

盤ば
ん

』
な

ど
の
有
名
な
言
葉
や
精
神
が
あ
る
の

で
、
中
津
市
の
教
育
や
取
り
組
み
を
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

人
づ
く
り
が
未
来
に
つ
な
が
る

小
島
市
長　

教
育
っ
て
要
は
『
人
づ
く

り
』
で
、
栄
一
翁
は
５
０
０
も
の
企
業

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
１
人

『
へ
ぼ
学
者
に
し
て
は
強
い
』
と
返
し

た
ん
で
す
よ
ね
。こ
の
応
酬
だ
け
で
も
、

お
互
い
に
認
め
合
っ
て
い
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
ま
す
ね
。

奥
塚
市
長　

思
い
が
似
て
い
て
、
今
の

日
本
を
、
違
っ
た
角
度
か
ら
つ
く
っ
た

二
人
で
す
か
ら
、
認
め
合
っ
て
い
た
ん

で
し
ょ
う
ね
。

偉
人
を
通
し
た
ま
ち
づ
く
り

小
島
市
長　

二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち

の
誇
り
で
す
し
、
子
ど
も
た
ち
が
二
人

の
思
い
を
、
心
の
糧
に
し
て
育
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

深
谷
市
で
は
、
学
校
教
育
の
中
で
、

副
読
本
を
作
り
、
時
間
を
か
け
て
『
渋

ど
、
栄
一
翁
の
『
人
づ
く
り
』
が
今
に

つ
な
が
っ
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
ね
。

奥
塚
市
長　

中
津
市
で
は
、
先
ほ
ど
お

話
し
た
カ
ル
タ
も
そ
う
で
す
け
ど
、
福

澤
先
生
が
創
立
し
た
慶
應
義
塾
が
一
緒

に
連
携
し
、
全
面
的
に
力
を
貸
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
肖
像
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を

き
っ
か
け
に
、
慶
應
義
塾
を
は
じ
め
、

関
係
団
体
の
協
力
に
よ
り
『
不ふ

滅め
つ

の
福

澤
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
を
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
今
年
は
、
福
澤
先
生
の

生
涯
を
題
材
に
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を

創
作
し
ま
す
し
、『
オ
ー
ル
な
か
つ
』

で
取
り
組
め
て
い
る
こ
と
が
、
本
当
に

あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

小
島
市
長　

栄
一
翁
と
福
澤
先
生
の
思

い
や
考
え
方
、
実
践
し
た
こ
と
っ
て
、

全
部
今
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

深
谷
市
と
中
津
市
も
せ
っ
か
く
こ
う

い
う
縁
で
つ
な
が
っ
た
ん
で
す
か
ら
、

『
教
育
』
と
『
人
づ
く
り
』
と
い
う
意

味
で
も
、
お
互
い
の
小
学
校
同
士
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
ぎ
ま
し
ょ
う
よ
。

奥
塚
市
長　

そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
ぜ

ひ
や
り
ま
し
ょ
う
。

小
島
市
長　

我
々
の
時
代
は
な
か
っ
た

け
ど
、
今
は
遠
く
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で

つ
な
が
れ
ま
す
か
ら
ね
。

深
谷
と
中
津
の
食
の
縁

奥
塚
市
長　

食
の
話
に
な
り
ま
す
が
、

中
津
の
会
社
が
、
深
谷
ね
ぎ
を
使
っ
た

『
不
滅
の
鶏
餃
子
』を
作
り
ま
し
た
し
、

実
は
中
津
市
は
『
大
分
味あ
じ

一い
ち

ね
ぎ
』
と

い
う
小
ネ
ギ
の
生
産
が
盛
ん
な
ん
で
す
。

小
島
市
長　

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
ネ
ギ

と
い
え
ば
、
深
谷
市
か
ら
始
ま
っ
た
ネ

ギ
の
産
地
が
集
結
す
る
『
全
国
ね
ぎ
サ

ミ
ッ
ト
』
が
あ
り
ま
す
よ
。
中
津
市
も
、

ぜ
ひ
参
加
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で

す
ね
。
あ
と
中
津
市
と
い
え
ば
、
唐
揚

げ
と
鱧は

も

も
有
名
で
す
よ
ね
。

奥
塚
市
長　

そ
う
で
す
ね
。
鱧
の
骨
切

り
は
中
津
で
生
ま
れ
、
全
国
に
広
ま
っ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

小
島
市
長　

深
谷
に
は
栄
一
翁
の
愛
し

た
麺
料
理
、
煮
ぼ
う
と
う
が
あ
る
ん
で

す
が
、
唐
揚
げ
、
鱧
、
煮
ぼ
う
と
う
が

あ
れ
ば
『
し
め
』
ま
で
い
け
ま
す
ね
。

奥
塚
市
長　

ま
さ
に
、
食
で
も
つ
な
が

れ
ま
す
ね
。

小
島
市
長　

小
ネ
ギ
も
何
に
で
も
合
い

そ
う
で
す
し
、唐
揚
げ
も
鱧
も
含
め
て
、

食
で
も
も
っ
と
つ
な
が
り
が
で
き
れ
ば

面
白
い
で
す
よ
ね
。

お
互
い
の
市
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

奥
塚
市
長　

福
澤
先
生
と
栄
一
翁
は
、

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
苦
難
の
道

を
自
ら
の
強
い
意
志
で
乗
り
越
え
、
日

本
の
礎
い
し
ず
えを

築
い
た
二
人
で
す
。
そ
の
二

人
が
１
万
円
札
の
肖
像
を
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
深
谷
市
と
中

津
市
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
く

た
め
に
、
小
島
市
長
か
ら
提
案
が
あ
り

ま
し
た
、
子
ど
も
た
ち
同
士
の
交
流
を

ぜ
ひ
推
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ま
ち
が
持
つ
特
徴
を
生
か
し

て
、
さ
ら
に
良
い
ま
ち
づ
く
り
に
励
む

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

小
島
市
長
　
新
札
が
発
表
さ
れ
て
、
深

谷
市
は
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
中
で
、

中
津
市
の
福
澤
先
生
の
顕
彰
事
業
や

取
り
組
み
が
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
同
じ
時
代
に
生
き
た
二
人
の
生
き

方
を
、
中
津
市
と
連
携
し
て
伝
え
て
い

き
、
こ
れ
か
ら
も
我
々
の
ま
ち
づ
く
り

の
見
本
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
奥
塚
市
長
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
中
津
市
、
深

谷
市
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
、
福
澤
先

生
、
栄
一
翁
の
生
き
方
や
考
え
方
を
、

つ
な
い
で
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
奥
塚
市
長
、
今
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

奥
塚
市
長　

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
は
で
き
な
い
こ
と
で
、
ど
れ
だ
け
の

人
を
巻
き
込
ん
で
、
人
と
人
を
つ
な
い

だ
か
と
い
う
『
人
づ
く
り
』
を
し
て
い

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

奥
塚
市
長　

福
澤
先
生
も
『
学
問
の

すす

すゝ

めめ

』
に
よ
る
『
人
づ
く
り
』
は
も

ち
ろ
ん
、
慶
應
義
塾
を
拠
点
に
、
実
業

界
、
政
官
界
な
ど
で
活
躍
し
、『
福
澤

山
脈
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
『
人
づ
く

り
』
を
実
践
し
て
い
ま
し
た
。

小
島
市
長　

そ
う
や
っ
て
福
澤
先
生
の

門
下
生
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
活
躍
し

て
い
る
で
し
ょ
う
。
深
谷
市
で
も
、
栄

一
翁
が
関
わ
っ
た
東
京
商
工
会
議
所
を

は
じ
め
、
12
者
で
栄
一
翁
の
顕
彰
に
関

す
る
包
括
連
携
協
定
を
締
結
す
る
な

大分県中津市大分県中津市ってって
こんなところこんなところ

中津からあげ中津からあげ

耶耶
やや

馬馬
ばば

渓渓
けいけい

田
だ

官
か ん

兵
べ

衛
え

が築城した『中津城（奥平家
歴史資料館）』や福澤諭吉が過ごした

わりと独自の味付けで提供しています。

こだわりの下味をつけ、揚げ
たてジューシーなからあげ

塩 だれや醤油だれ、ニンニクや
ショウガなど、お店ごとにこだ

黒
く ろ

『福澤諭吉旧居』、蘭学に関わ
る施設やお寺が立ち並ぶ風情
ある街並み『寺町』など、数
多くの見どころがあります。

た自然美は、人々を魅了し続けています。
福 澤諭吉が、景観保全のために私

財を投じて土地を購入し、守っ

中津市早分かり

▲中津城と中津城石垣を背景に、福澤諭吉と渋沢栄一が握手するイラ
ストを手にする奥塚市長と、小島市長

▲福澤諭吉が、長崎に遊学するまでの幼少青
年期を過ごした『福澤諭吉旧居』

▲対談は、両市の偉人の肖像と、中津市で生産が盛んな『大分
味一ねぎ』と深谷市の『深谷ねぎ』を前に行われました
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