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地域が誇る食文化を
官民一体で守り、育てる

市
長
座
談
会

肥
ひ ご

後 正
ま さ ひ ろ

弘
小林市長（宮崎県）

橋
は し づ め

詰 壽
と し ひ と

人
南
なんこく

国市長（高知県）

宮
み や も と

元 陸
り く

加
か が

賀市長（石川県）

宮
み や ざ わ

澤 宗
む ね ひ ろ

弘
安
あ づ み の

曇野市長（長野県）

　

各
地
に
伝
わ
る
独
自
の
食
材
や
郷

土
食
は
、
地
域
に
お
け
る
重
要
な
文

化
遺
産
で
す
。
特
に
平
成
25
年
に
「
和

食　

日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
が

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス

コ
）
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て

以
降
、
日
本
食
へ
の
国
際
的
な
関
心

が
集
ま
る
と
同
時
に
、
地
域
に
根
付

い
た
食
文
化
へ
の
関
心
も
高
ま
り
を

見
せ
て
い
ま
す
。
各
自
治
体
に
お
い

て
も
、
食
育
な
ど
を
通
じ
て
、
食
文

化
の
継
承
、
伝
統
野
菜
へ
の
支
援
、

地
産
地
消
の
推
進
な
ど
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
食
文
化
の
継
承
に
積

極
的
に
取
り
組
む
宮
元
・
加
賀
市
長
、

宮
澤
・
安
曇
野
市
長
、
橋
詰
・
南
国

市
長
、
肥
後
・
小
林
市
長
に
お
集
ま

り
い
た
だ
き
、
国
内
外
へ
の
情
報
発

信
の
重
要
性
、
市
民
と
の
協
働
で
進

め
る
地
産
地
消
や
食
育
の
取
り
組
み
、

今
後
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広

く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省

略
し
て
い
ま
す
）

司会・コーディネーター

細
ほ そ の

野 助
す け ひ ろ

博
中央大学総合政策学部教授
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各
地
に
伝
わ
る
独
自
の
食
材
・
郷
土
食

細
野　

流
通
の
発
達
で
、
私
た
ち
は
、
日
本
は
お
ろ
か

世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
食
材
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
土
地
に
根

差
し
た
食
材
や
伝
統
食
を
改
め
て
評
価
す
る
動
き
も
出

て
い
ま
す
。
そ
の
地
域
の
気
候
、
風
土
に
適
し
た
食
材

を
、
昔
な
が
ら
の
調
理
法
で
い
た
だ
く
こ
と
は
、
地
域

文
化
を
守
る
意
味
で
も
重
要
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
各
都
市
の
代
表
的
な
食
材
や
食
文

化
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
元　

加
賀
市
は
古
く
か
ら
九
谷
焼
や
山
中
漆
器
を
は

じ
め
と
す
る
伝
統
工
芸
が
盛
ん
な
地
域
で
す
。
同
時

に
、
独
自
の
食
文
化
が
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。

　

加
賀
市
の
食
文
化
に
は
、
主
に
３
つ
の
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
１
つ
は
北
前
船
が
も
た
ら
し
た「
海
の
食
文
化
」

で
す
。
江
戸
中
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
北
前
船
の

寄
港
地
と
し
て
栄
え
た
加
賀
に
は
、
北
海
道
や
大
阪

（
大
坂
）
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
運
ば
れ
て
き
ま
し

た
。
特
に
、
大
量
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
ニ
シ
ン
な
ど
の
魚

を
、
独
自
に
糠
漬
け
・
粕
漬
け
に
し
た
発
酵
食
品
は
、

加
賀
市
な
ら
で
は
の
伝
統
食
と
し
て
根
付
い
て
い
ま

す
。
２
つ
目
は
宗
教
文
化
を
背
景
に
し
た
精
進
料
理
で

す
。
加
賀
市
に
お
け
る「
山
の
食
文
化
」の
代
表
と
い
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
３
つ
目
が
、
加
賀

百
万
石
の
支
藩
・
大
聖
寺

藩
時
代
か
ら
の
食
文
化
で

も
あ
る
、
茶
会
席
や
鴨
料

理
で
す
。

　

加
賀
市
は
山
代
温
泉
、

山
中
温
泉
、
片
山
津
温
泉

を
有
す
る
、
北
陸
を
代
表

す
る
観
光
地
で
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
う
し
た
食
文
化

は
観
光
資
源
と
し
て
も
非

常
に
貴
重
で
す
。

宮
澤　

安
曇
野
市
の
食
文

化
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

の
が
、
扇
状
地
下
を
く
ぐ

り
抜
け
た
北

ア
ル
プ
ス
の

雪
ど
け
水
で

す
。
昭
和
60

年
に
環
境
庁

か
ら
名
水
百

選
の
一
つ
に

選
定
さ
れ
た

ほ
か
、
名
水

百
選
30
周
年

を
記
念
し
て

行
わ
れ
た

「
名
水
百
選

選
抜
総
選

挙
」に
お
い
て

も
、
市
内
の
安
曇
野
わ
さ
び
田
湧
水
群
が
「
観
光
地
部

門
」と「
景
観
部
門
」で
第
１
位
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
清
澄
な
名
水
を
生
か
し
て
、
日
本
一
の
生
産
量
を
誇

る
わ
さ
び
栽
培
は
も
と
よ
り
、
安
曇
野
産
こ
し
ひ
か
り
、

リ
ン
ゴ
な
ど
、
多
様
な
農
産
物
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の
伝
統
食
と
し
て
は
、
イ
ナ
ゴ
や
蜂
の

子
、
川
虫
な
ど
が
昔
か
ら
貴
重
な
た
ん
ぱ
く
源
と
し
て

重
宝
さ
れ
て
き
た
ほ
か
、
こ
の
地
域
は
東
日
本
と
西
日

本
の
食
文
化
が
融
合
し
、
正
月
の
年
取
り
魚
と
し
て
、

鮭
と
ブ
リ
が
食
べ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
わ
が

祖
先
は
、
安
曇
族
と
い
う
海
洋
民
族
だ
っ
た
と
い
わ
れ

て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
名
残
と
し
て
、
お
盆
に
は
海
藻

を
使
っ
た
「
イ
ゴ
」
と
い
う
料
理
を
食
べ
る
習
わ
し
が

残
っ
て
い
ま
す
。

橋
詰　

南
国
市
は
「
土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
」
と
も
称
さ
れ

る
、
悠
久
の
歴
史
、
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
ま
ち
で
す
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
土
佐
国
の
国
府
の
所
在
地
で

あ
り
、
土
佐
日
記
を
記
し
た
紀
貫
之
も
国
司
と
し
て
赴

元禄年間から続く
「坂網猟」によって
捕獲した鴨料理を、
地域ブランドのシンボルとして、
国内外に発信しています。

宮元 陸
加賀市長（石川県）

「坂網猟」で捕獲される天然鴨「坂網鴨」。地域ブランドのシンボルとして
国内外に発信（加賀市）



15 市政 JULY 2016

市 長 座 談 会 地域が誇る食文化を官民一体で守り、育てる

任
し
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
国
期
に
四
国
を
ほ
ぼ
統
一
し

た
長
宗
我
部
元
親
の
居
城
も
南
国
市
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
南
国
市
は
長
期
に
わ
た
っ
て
、
土
佐
の
国

の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
南
国
市
を
は
じ
め
と
し
た
高
知
県
は
、
山

間
地
域
が
多
い
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
何

し
ろ
、
県
内
の
森
林
率
は
84
％
。
南
国
市
は
県
内
で

は
比
較
的
広
い
平
野
部
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
約
49
％
は
森
林
で
す
。
そ

の
中
で
、
生
産
量
が
日
本
一
の
し
し
と
う
や
小
な
す

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
最
も
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
の
が
山
間
地
域

で
生
産
さ
れ
る
棚
田
米
で
し
た
。
収
穫
時
期
が
平
野

部
か
ら
１
カ
月
遅
れ
、
他
県
の
米
ど
こ
ろ
と
販
売
時

期
が
重
な
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
価
格
が
ど
う
し
て

も
抑
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
高
付
加
価
値
化

を
目
指
し
て
、
農
業
委
員
会
を
中
心
に
、
有
機
栽
培

や
県
外
で
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
に
懸
命
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
、
や
が
て
市
独
自
の

食
育
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

肥
後　

小
林
市
は
安
曇
野
市
と
同
様
に
、
名
水
に
恵
ま

れ
た
都
市
で
す
。
市
域
の
約
70
％
を
占
め
る
森
林
に

降
っ
た
雨
が
お
よ
そ
半
世
紀
を
掛
け
て
、
ミ
ネ
ラ
ル
分

を
含
ん
だ
名
水
と
し
て
湧
き
出
て
き
ま
す
。
こ
の
優
良

な
水
資
源
を
後
世
ま
で
継
承
す
る
た
め
に
、
小
林
市
水

資
源
保
全
条
例
を
制
定
し
、
あ
え
て
地
下
水
の
利
用
に

規
制
を
掛
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
水
の
恩
恵
を
存
分
に
受
け
て
い
る
の
が
、
地
域

の
農
業
で
す
。
マ
ン
ゴ
ー
、
メ
ロ
ン
、
ブ
ド
ウ
、
ナ
シ
、

リ
ン
ゴ
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
や
果
物
が
生
産

さ
れ
ま
す
。
特
に
、
温
度
差
が
激
し
い
山
間
地
域
で
生

産
さ
れ
る
果
物
は
甘
味
が
あ
り
、
市
外
か
ら
も
人
気
で

す
。
ま
た
、
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
に
お
い
て
２
連
覇

を
果
た
し
た「
宮
崎
牛
」を
は
じ
め
、
豚
、
鳥
の
畜
産
に

も
、
地
元
の
名
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

名
物
料
理
と
し
て
は
、
湧
水
を
生
か
し
た
鯉
料
理
が

有
名
で
す
が
、
近
年
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
孵
化
に
成
功
し

た
の
を
契
機
に
、
新
た
な
ご
当
地
グ
ル
メ
と
し
て
チ
ョ
ウ

ザ
メ
料
理
の
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

経
済
的
な
持
続
可
能
性
を
前
提
に

細
野　

地
域
な
ら
で
は
の
食
文
化
を
継
承
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
自
体
に
高
い
付
加
価
値
を
つ
け
る
な
ど
、
経

済
的
な
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

こ
の
点
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
講
じ
て
い
ま
す
か
。

宮
元　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
、
積
極
的
に
情
報
発
信

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
加
賀
市
と
し
て
特
に
力
を
入

れ
て
い
る
の
が
、
か
の
北
大
路
魯
山
人
も
好
ん
で
食
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
鴨
料
理
。
日
本
有
数
の
雁
・
鴨
類
の

越
冬
地
で
あ
る
、
市
内
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
登
録
湿
地

「
片
野
鴨
池
」で
は
、
元
禄
年
間
か
ら
逆
三
角
形
の
網
を

投
げ
て
鴨
を
捕
獲
す
る
、「
坂
網
猟
」が
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
猟
法
で
捕
獲
さ
れ
る
天
然
鴨
は「
坂
網
鴨
」

と
呼
ば
れ
、
肉
質
も
よ
く
、
坂
網
猟
に
よ
り
無
傷
で
血

を
流
さ
ず
に
捕
獲
さ
れ
る
の
で
肉
に
血
が
回
ら
ず
臭
み

も
な
い
。
そ
の
上
に
、
落
ち
穂
な
ど
の
穀
類
を
主
食
と

し
た
野
生
の
鴨
で
あ
る
た
め
独
特
の
風
味
が
あ
り
、
肉

と
脂
身
の
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
と
評
判
で
す
。
さ
ら
に
、

湿
地
の
生
態
系
を
守
り
な
が
ら
、
そ
の
恩
恵
を
分
か
ち

合
う「
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス（
賢
明
な
利
用
）」と
い
う
、
ラ
ム

サ
ー
ル
条
約
の
基
本
的
な
考
え
方
に
も
合
致
し
ま
す
。

　

実
は
昨
年
の
８
月
、
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
に
よ
る
地
域

活
性
化
策
と
し
て
進
め
ら
れ
る
経
済
産
業
省
の
「
ふ
る

さ
と
名
物
発
掘
・
連
携
促
進
事
業
（T

he W
onder 

地場の野菜をスイーツで
ＰＲしようと、平成22年から
「安曇野野菜スイーツ
プロジェクト」を
スタートさせました。

宮澤 宗弘
安曇野市長（長野県）

平成22年から行う「安曇野野菜スイーツプロジェク
ト」。安曇野産食材のＰＲに大いに貢献（安曇野市）
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500™

）」の
1
つ
に「
坂
網
猟
／
坂
網
鴨
」が
選
定
さ
れ

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
坂
網
猟
に
よ
る
捕
獲
は
年
間
で

も
２
０
０
～
３
０
０
羽
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
市
と
し
て

も
こ
れ
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
国
内

外
に
発
信
し
よ
う
と
、
日
本
外
国
特
派
員
協
会
の
記
者

を
招
い
て
、
猟
の
現
場
を
見
て
い
た
だ
い
た
り
、
東
京

で
食
談
会
を
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

宮
澤　

安
曇
野
市
で
は
、
地
元
で
採
れ
る
新
鮮
な
野
菜

を
ス
イ
ー
ツ
で
Ｐ
Ｒ
し
よ
う
と
、
平
成
22
年
か
ら
「
安

曇
野
野
菜
ス
イ
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
始
め
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
菓
子
店
や
ホ
テ
ル
な
ど

が
、
毎
年
テ
ー
マ（
食
材
）を
決
め
て
、
安
曇
野
産
の
野

菜
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ
を
開
発
し
、
期
間
限
定
で
各
店

舗
等
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
、
安
曇
野
産
食
材
の
Ｐ
Ｒ
、
安
曇
野
ブ
ラ
ン

ド
の
基
盤
構
築
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

肥
後　

や
は
り
、
市
外
へ
の
Ｐ
Ｒ
は
非
常
に
重
要
で
す

ね
。
小
林
市

で
も
、
昨
年
、

市
の
魅
力
を

フ
ラ
ン
ス
人

が
紹
介
す

る
、
移
住
促

進
Ｐ
Ｒ
ム
ー

ビ
ー「
ン
ダ
モ

シ
タ
ン
小
林
」

を
制
作
し
、

Y
ouT

ube

に

公
開
し
た
と

こ
ろ
、
全
国

的
な
話
題
を

呼
び
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
こ
の
３
月
に
は
市
民
が
主
体
と
な
っ
て

地
元
野
菜
を
Ｐ
Ｒ
す
る
、
第
３
弾
の
ム
ー
ビ
ー
「
と
れ
た

て
仕
立
て
」篇
を
公
開
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

宮
澤　

ほ
か
に
も
、
安
曇
野
市
で
は
、
調
理
師
会
、
商

工
会
、
大
学
生
が
協
力
し
て
、
地
元
産
り
ん
ご
を
使
っ

た
特
製
ナ
ポ
リ
タ
ン
を
開
発
し
、
今
で
は
市
内
の
10
店

舗
ほ
ど
で
提
供
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
創
業
者
が
安

曇
野
市
出
身
と
い
う
ご
縁
を
生
か
し
て
、
新
宿
中
村
屋

さ
ん
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
安
曇
野
産
の
野
菜
等
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
用
し
た
レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
「
信
州
・
安
曇

野
」シ
リ
ー
ズ
の
商
品
開
発
、
販
売
も
進
め
て
い
ま
す
。

橋
詰　

市
外
へ
の
Ｐ
Ｒ
も
重
要
で
す
が
、
地
域
の
農

業
、
食
文
化
を
守
る
た
め
に
は
、
市
民
の
理
解
も
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
そ
の
観
点
か
ら
、
南
国
市
で
は
日
本
型
食

文
化
の
学
校
給
食
を
通
じ
た
、
地
産
地
消
・
食
育
の
取

り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
平
成
15
年
か
ら
週
５
回

の
完
全
米
飯
給
食
を
実
施
し
た
ほ
か
、
以
前
の
委
託
炊

飯
方
式
か
ら
、
家
庭
用
の
電
気
炊
飯
器
で
お
米
を
炊
き

上
げ
る
自
校
炊
飯
方
式
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
、
温
か

い
ご
飯
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
そ
の
お
米
も
市
内
の
山
間
地
域
で
生
産
さ
れ
た
棚

田
米
を
使
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
食
育
を
通
じ
て
、

経
済
的
な
持
続
可
能
性
を
担
保
し
、
山
間
地
域
の
活
性

化
や
農
業
振
興
に
つ
な
げ
て
い
る
の
で
す
。

　

同
時
に
、
Ｊ
Ａ
出
資
の
農
業
生
産
法
人
を
通
じ
て
地

元
野
菜
を
積
極
的
に
調
達
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

学
校
給
食
に
お
け
る
南
国
市
産
野
菜
の
割
合
（
金
額

ベ
ー
ス
）は
、
４
・
１
％（
平
成
18
年
度
）か
ら
26
・
４
％

（
平
成
27
年
度
）に
ま
で
向
上
、
高
知
県
産
の
野
菜
を
含

め
る
と
、
利
用
割
合（
重
量
ベ
ー
ス
）は
約
64
％
に
も
の

ぼ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
産
者
の
指
導
を
受
け
て
、
親

子
で
の
田
植
え
・
稲
刈
り
体
験
を
行
う
な
ど
、
食
を
通

じ
て
地
域
と
の
か
か
わ
り
も
深
め
て
い
ま
す
。

生
産
者
や
市
民
と
の
協
働
で
食
育
を
推
進

細
野　

今
、
橋
詰
市
長
か
ら
、
学
校
給
食
を
中
心
と
し

た
食
育
事
業
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
点

に
つ
き
ま
し
て
、
各
都
市
の
取
り
組
み
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

肥
後　

食
育
の
中
で
も
、
近
年
は
特
に
体
験
型
の
学
習

は
重
要
性
を
増
し
て
い
ま
す
ね
。
小
林
市
で
は
、
修
学

学校給食改革や
農業体験を通じた、
食育の取り組みを推進。
食べ残しが減るなど、
多方面に効果が上がっています。

橋詰 壽人
南国市長（高知県）

大根の収穫を行う子どもたち。食育の一環として行う農業体験のひとこ
ま（南国市）



17 市政 JULY 2016

市 長 座 談 会 地域が誇る食文化を官民一体で守り、育てる

旅
行
生
を
農
家
民
泊
で
受
け
入
れ
て
い
る
ほ
か
、
市
内

の
児
童
生
徒
に
関
し
て
も
、
農
業
体
験
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
の
が
、
実

際
に
鶏
を
つ
ぶ
し
て
食
べ
る
体
験
。
命
の
大
切
さ
、
感

謝
の
気
持
ち
が
芽
生
え
て
、
自
然
と
手
を
合
わ
せ
る
子

ど
も
も
い
る
ん
で
す
よ
。
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
農
業
を
体
験
し
た
子
ど
も
が
、

将
来
、
農
業
の
職
に
就
き

た
い
と
、
農
業
高
校
に
進

学
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き

ま
し
た
。

宮
澤　

安
曇
野
市
で
は
、

平
成
21
年
に
「
安
曇
野
市

食
育
推
進
計
画
（
第
一

次
）」を
策
定
し
、
子
ど
も

た
ち
に
食
に
関
す
る
正
し

い
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
と
と
も
に
、
望
ま
し
い

食
生
活
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
た
め
の
施
策
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
野
外

授
業
と
し
て
、
合
鴨
農
法

で
の
米
作
り
な
ど
の
農
業

体
験
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

橋
詰　

食
は
地
域
文
化
と
も
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

て
い
ま
す
よ
ね
。
市
内
に
は
漬
物
用
の
大
根
の
生
産
地

が
あ
り
、
秋
に
な
る
と
、
収
穫
し
た
大
根
を
干
す
様
子

が
そ
の
地
域
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
近

年
は
そ
う
し
た
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
大
根
自
体
を
生
産
す
る
農
家

自
体
が
激
減
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
平

成
25
年
か
ら
農
業
生
産
法
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
と
漬
物
用
の
大
根
を
生
産
す
る
取
り
組
み
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
収
穫
し
た
大
根
は
、
た
く
あ
ん

と
し
て
給
食
に
も
提
供
す
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

に
大
変
人
気
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み

が
子
ど
も
た
ち
の
愛
郷
心
の
育
成
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
と
思
い
ま
す
。

肥
後　

小
林
市
で
は
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
弁
当
を
つ
く

る「
弁
当
の
日
」を
設
定
し
て
い
ま
す
。
食
材
選
び
か
ら

自
分
た
ち
で
行
う
の
で
す
が
、
弁
当
を
作
る
こ
と
が
、

い
か
に
大
変
な
こ
と
か
を
実
感
す
る
こ
と
で
、
食
べ
物

や
家
族
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

橋
詰　

南
国
市
で
も
、
小
学
生
は
学
年
ご
と
に
テ
ー
マ

や
目
標
を
決
め
て
食
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
６

年
生
に
な
る
と
小
林
市
と
同
様
に
自
分
で
弁
当
を
つ
く

り
ま
す
。
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
や
色
取
り
な
ど
も
考
え

て
、
自
ら
調
理
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
と
し
て
は
小
学
校
に
お
け
る
食
育
の
集
大
成
、
到
達

目
標
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

宮
元　

加
賀
市
で
も
食
育
の
一
環
と
し
て
農
業
体
験
を

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
に
郷

土
料
理
を
き
ち
ん
と
提
供
し
て
き
た
の
か
と
い
う
点
も

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
実
際
、
大
人
で
も

地
域
の
食
文
化
を
意
外
と
知
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
私

自
身
も
い
さ
さ
か
不
安
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
。

特
に
今
の
時
代
は
、
核
家
族
が
多
い
で
す
か
ら
、
郷
土

料
理
を
家
庭
で
振
る
舞
う
機
会
が
減
っ
て
い
ま
す
。
と

な
れ
ば
、
そ

の
点
も
公
教

育
が
担
っ
て

い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。

橋
詰　

同
感

で
す
ね
。
南

国
市
で
は

「
南
国
地
区

農
漁
村
女
性

グ
ル
ー
プ
研

究
会
」
や
食

生
活
改
善
推

進
委
員
が
中

地元の子どもたちや
修学旅行生に対して
農業体験を実施することで、
命の大切さ、感謝の気持ちを
伝えています。

肥後 正弘
小林市長（宮崎県）

映像（ムービー）を活用し、市民が主体となって地元野菜をＰＲ（小林市）
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市 長 座 談 会 地域が誇る食文化を官民一体で守り、育てる

心
と
な
っ
て
、
小
・
中
学
校
や
高
校
を
訪
れ
、
か
つ
お

の
た
た
き
や
皿
鉢
料
理
な
ど
の
食
文
化
の
伝
承
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

食
文
化
継
承
に
お
け
る
今
後
の
展
望

細
野　

最
後
に
、
地
域
の
農
業
の
活
性
化
や
、
食
文
化

の
継
承
に
お
け
る
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
お
話
し
く

だ
さ
い
。

宮
澤　

生
産
者
が
継
続
し
て
農
業
を
続
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
農
家
所
得
を
ど
う
上
げ
る
か
と
い
う
点
も
重
要
で

し
ょ
う
。
安
曇
野
市
に
は
旧
町
村
ご
と
に
直
売
所
を
設

け
て
い
る
の
で
す
が
、
大
変
人
気
が
あ
っ
て
、
市
内
の

直
売
所
の
総
売
り
上
げ
は
15
億
円
を
超
え
ま
す
。
こ
う

し
た
点
も
、
生
産
者
の
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
試
み
と
し
て
、
中
山
間
地
の
遊
休
農

地
を
利
用
し
て
、
学
生
た
ち
と
一
緒
に
、
ワ
イ
ン
の
原

料
と
な
る
ブ
ド
ウ
の
苗
を
植
え
る
取
り
組
み
も
行
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
近
年
、
地
ビ
ー
ル
の
人
気
が
再
燃

し
て
き
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
ビ
ー
ル
用
ホ
ッ
プ
の
栽
培

や
、
今
後
、
二
条
大
麦
の
試
験
栽
培
に
も
取
り
組
む
予

定
で
す
。
加
え
て
、
認
定
農
業
者
へ
の
助
成
や
、
農
機

具
の
買
い
替
え
費
用
な
ど
、
市
独
自
の
支
援
制
度
も
設

け
て
い
ま
す
。

宮
元　

加
賀
市
で
も
坂
網
猟
を
行
う
猟
師
の
数
が
減
少

し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
若
手
猟
師
の
育
成
や

補
助
金
の
支
給
な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
お
か
げ

で
、
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

肥
後　

国
際
的
に
和
食
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私

は
和
食
の
基
本
は
、
キ
ノ
コ
や
味
噌
汁
・
納
豆
な
ど
の

発
酵
食
品
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
特
に
小
林
市
は
キ
ノ

コ
の
産
地
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
菌
類
の
栄
養
や
有
効

性
を
し
っ
か
り
と
整
理
し
た
上
で
、
売
り
出
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
和
食
の
原
点
を
見

つ
め
直
す
よ
う
な
施
策
も
展
開
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

宮
元　

か
な
り
前
の
話
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
国
会
の

あ
る
委
員
会
で
は
、
健
康
面
に
お
け
る
和
食
の
素
晴
ら

し
さ
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
出
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
の
健
康
を
預
か
る
自
治
体
責
任
者
と
し
て
、
和
食

を
再
評
価
し
、
さ
ら
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

橋
詰　

ま
ず
は
、
地
場
の
も
の
を
し
っ
か
り
子
ど
も
た

ち
に
食
べ
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。
南
国
市
で

は
一
連
の
給
食
改
革
、
農
業
体
験
の
取
り
組
み
を
行
っ

た
結
果
、
明
ら
か
に
子
ど
も
た
ち
の
学
校
給
食
の
食
べ

残
し
が
減
っ
た
と
い
う
効
果
が
出
て
い
ま
す
。
あ
る
小

学
校
で
は
児
童
１
人
当
た
り
の
１
年
間
の
食
べ
残
し
の

総
量
が
た
っ
た
の
４
６
０
ｇ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

「
食
品
ロ
ス
の
削
減
」と
い
う
観
点
か
ら
も
非
常
に
重
要

で
す
。

　

本
市
の
食
育
が
支
持
さ
れ
続
け
る
た
め
に
も
、
こ
れ

か
ら
も
「
こ
だ
わ
り
続
け
る
こ
と
」「
進
化
し
続
け
る
こ

と
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
さ
ら
に
効
果
的
な
施
策
を
展
開

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

細
野　

私
は
地
域
に
長
年
に
わ
た
っ
て
根
ざ
し
た
食
文

化
は
、
地
域
活
性
化
の
手
段
と
し
て
も
非
常
に
重
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
い
か
に
、
高
い
付
加
価
値
を
つ
け

て
、
経
済
的
に
も
持
続
可
能
性
の
あ
る
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
い
く
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
魅
力
を
市
民
と
共

有
す
る
と
と
も
に
、
国
内
外
に
発
信
で
き
る
の
か
。
最

終
的
に
は
市
民
の
誇
り
や
愛
着
に
つ
な
げ
ら
れ
る
の

か
。
本
日
ご
登
場
い
た
だ
い
た
市
長
は
、
こ
れ
ら
の
点

を
十
分
に
意
識
し
て
、
効
果
的
に
実
践
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
特
に
、
市
民
参
加
型
の
食

育
事
業
は
、
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
も
非
常
に
有
効
だ
と

再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
と
も
、
市
民
を
巻
き

込
み
な
が
ら
、
地
域
の
農
林
水
産
業
の
活
性
化
、
食
文

化
の
継
承
、
地
産
地
消
の
推
進
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
平
成
28
年
６
月
８
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。
次
回
は
９
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

細野 助博
中央大学総合政策学部教授




