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明治の遺産を
地域おこしに生かす

市 長 座 談 会

　

平
成
27
年
７
月
に
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺

産　

製
鉄
・
製
鋼
、
造
船
、
石
炭
産
業
」

の
構
成
資
産
を
含
め
、
全
国
に
は
明

治
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

遺
産
が
あ
り
ま
す
。
地
域
活
性
化
を

も
た
ら
す
観
光
資
源
で
あ
る
と
同
時

に
、
ま
ち
の
景
観
形
成
や
市
民
の
シ

ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
な
ど
、
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
を
問
わ
ず
、
ま
ち
づ
く

り
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
生
か
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
明
治
の
遺
産
を
地
域

お
こ
し
に
活
用
す
る
小
島
・
深
谷
市

長
、
榊
原
・
半
田
市
長
、
多
次
・
朝

来
市
長
、
浅
田
・
荒
尾
市
長
に
ご
出

席
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち
に

あ
る
明
治
の
遺
産
の
特
徴
や
、
そ
の

活
用
策
、
さ
ら
に
は
現
状
の
成
果
、

課
題
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
）

榊
さ か き ば ら

原 純
す み お

夫
半
は ん だ

田市長（愛知県）

小
こ じ ま

島 進
すすむ

深
ふ か や

谷市長（埼玉県）

多
た じ

次 勝
か つ あ き

昭
朝
あ さ ご

来市長（兵庫県）

浅
あ さ だ

田 敏
と し ひ こ

彦
荒
あ ら お

尾市長（熊本県）

司会・コーディネーター

井
い の う え

上　繁
しげる

元日本経済新聞社論説委員

荒尾市

半田市

朝来市

深谷市



7 市政 JULY 2018

市 長 座 談 会 明治の遺産を地域おこしに生かす

明
治
の
遺
産
を
地
域
振
興
に
つ
な
げ
る

井
上　

今
年
は
明
治
元
年
か
ら
満
１
５
０
年
と
い
う
節

目
の
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
明
治
の
遺
産
に
焦

点
を
当
て
た
座
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
の
遺
産
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
世
界
遺
産
、
日

本
遺
産
、
近
代
化
産
業
遺
産
、
国
の
重
要
文
化
財
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
位
置
づ
け
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た

登
録
や
認
定
を
受
け
て
い
な
い
地
域
の
魅
力
的
な
伝
統

や
文
化
も
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
各
都
市
に
は
ど
の
よ
う
な
明
治
の
遺
産
が

備
わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
を
、
い
か
に
地
域
お
こ

し
に
生
か
し
て
い
る
の
か
、
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

小
島　

深
谷
市
を
代
表
す
る
明
治
期
の
遺
産
と
い
え
ば

レ
ン
ガ
で
す
。
従
来
か
ら
瓦
生
産
が
盛
ん
で
、
レ
ン
ガ

の
も
と
と
な
る
良
質
な
粘
土
が
採
れ
る
こ
と
、
利
根
川

の
舟
運
に
よ
り
、
東
京
方
面
へ
の
レ
ン
ガ
の
輸
送
が
可

能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
郷
土
の
偉
人
で
あ
る
渋
沢
栄
一

翁
ら
に
よ
り
、
明
治
20
年
に「
日
本
煉
瓦
製
造
会
社
」が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
会
社
で
つ
く
ら
れ
た
レ
ン
ガ
は
、
東
京
駅
や
旧

司
法
省
、
日
本
銀
行
、
赤
坂
離
宮
を
は
じ
め
、
明
治
か

ら
大
正
期
に
掛
け
て
、
多
く
の
近
代
建
築
物
に
使
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
時
代
と
と
も
に
レ
ン
ガ
の
需
要
が
減
少

し
、
平
成
18
年
に
操
業
を
停
止
し
た
も
の
の
、
工
場
跡

に
は「
ホ
フ
マ
ン
輪
窯
」「
旧
事
務
所
」「
旧
変
電
室
」な
ど

の
貴
重
な
近
代
化
遺
産
が
現
存
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、

工
場
跡
の
寄
贈
を
受
け
た
深
谷
市
が
、
修
復
・
保
存
活

動
を
行
う
と
と
も
に
、
期
間
限
定
な
が
ら
一
般
公
開
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
深
谷
市
内
に
は
渋
沢
栄
一
翁
の
生
誕
地
に
建

設
さ
れ
た
旧
渋
沢
邸
「
中
の
家
」、
そ
の
喜
寿
を
記
念
し

て
建
築
さ
れ
た「
誠
之
堂
」な
ど
、
ゆ
か
り
の
建
築
物
も

残
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
深
谷
市
と
し
て
も
渋
沢
栄

一
翁
の
功
績
を
顕
彰
す
る
た
め
、「
渋
沢
栄
一
記
念
館
」

を
設
置
し
、
多
く
の
資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
近
年

は
、
こ
う
し
た
明
治
に
関
連
す
る
地
域
資
源
も
活
用
し

な
が
ら
、
観
光
振
興
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

榊
原　

日
本
の
ビ
ー
ル
黎
明
期
に
あ
っ
た
明
治
中
ご

ろ
、
寡
占
状
態
に
あ
っ
た
大
手
４
大
メ
ー
カ
ー
に
果
敢

に
挑
戦
し
た
ビ
ー
ル
会
社
が
半
田
市
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
会
社
が
生
産
し
た
ビ
ー
ル
の
名
前
は
「
カ
ブ
ト

ビ
ー
ル
」。
戦
時
中
の
昭
和
18
年
に
製
造
を
終
了
し
ま

し
た
が
、
一
時
は
10
％
以
上
の
全
国
シ
ェ
ア
を
占
め
た

こ
と
も
あ
る
、
人
気
の
ビ
ー
ル
で
し
た
。

　

そ
の
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
明
治
31
年
の
新

ビ
ー
ル
工
場
の
建
設
で
し
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
技
師
を
迎

え
て
、
本
格
的
な
ド
イ
ツ
ビ
ー
ル
の
醸
造
に
着
手
し
た

結
果
、
明
治
33
年
に
は
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
金
牌
を
受

賞
す
る
な
ど
、
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　

建
物
の
完
成
か
ら
約
１
２
０
年
が
経
過
し
て
い
ま
す

が
、
か
つ
て
の
ビ
ー
ル
工
場
は
現
在
、「
半
田
赤
レ
ン

ガ
建
物
」
と
し
て
当
時
の
ま
ま
の
姿
を
私
た
ち
に
見
せ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
明
治
建
築
界
の
三
大
巨
頭
の
1

人
、
妻
木
頼
黄
が
設
計
を
担
当
し
た
ほ
か
、
明
治
時
代

の
レ
ン
ガ
建
造
物
と
し
て
は
日
本
で
屈
指
の
規
模
を
誇

る
な
ど
、
建
築
物
と
し
て
の
価
値
も
高
く
、
平
成
16
年

すべての市民が、明治遺
産の保存・活用について、
賛成しているわけでは
ない、というシビアな目を
持つことも大切です。

小島 進
深谷市長（埼玉県）

渋沢栄一翁生誕地に建つ旧渋沢邸、通称「中の家（なかんち）」（深谷市）
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に
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
、
そ
し
て
平
成
21

年
に
は
経
済
産
業
省
の
近
代
化
産
業
遺
産
に
も
認
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

平
成
８
年
に
土
地
と
建
物
を
半
田
市
が
買
い
取
り
、

平
成
14
年
か
ら
年
に
数
回
に
わ
た
っ
て
一
般
公
開
し
て

き
ま
し
た
が
、
平
成
26
年
６
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
行

わ
れ
た
耐
震
改
修
工
事
を
経
て
、
観
光
施
設
と
し
て
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
。
こ
れ
を
機
に
常
時
公
開
に
切

り
替
え
ま
し
た
。

　

地
域
を
代
表
す
る
有
力
な
観
光
施
設
で
す
が
、
市
民

に
と
っ
て
は
、
大
手
メ
ー
カ
ー
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た

地
域
の
先
人
た
ち
の
心
意
気
を
象
徴
す
る
建
物
。
今
や

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
ま
す
。

多
次　

朝
来
市
は
、
か
つ
て
日
本
一
の
銀
の
産
出
量
を

誇
っ
た
、
生
野
鉱
山
が
あ
る
ま
ち
で
す
。
織
田
信
長
、

豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
な
ど
時
の
権
力
者
に
も
重
視
さ

れ
、
江
戸
期
に
は
幕
府
直
轄
の
天
領
と
し
て
活
発
に
鉱

山
経
営
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

明
治
期
に
入
る
と
、
今
度
は
政
府
直
轄
の
官
営
鉱
山

と
な
り
、
近
代
化
を
先
導
す
る
模
範
鉱
山
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
か
ら
多
く
の
最
新
技
術
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
29
年
に
三
菱
合
資
会
社
に
払
い
下
げ
ら

れ
て
以
来
、
70
年
以
上
に
わ
た
っ
て
三
菱
に
よ
る
経
営

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

生
野
鉱
山
の
開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
活
況
は

周
辺
地
域
に
も
及
び
ま
す
。
生
野
鉱
山
へ
の
大
型
機
械

の
搬
入
、
そ
し
て
産
出
さ
れ
た
銀
な
ど
を
輸
送
す
る
た

め
、
姫
路
市
の
飾し
か
ま
こ
う

磨
港
か
ら
生
野
鉱
山
へ
と
南
北
一
直
線

に
貫
く
「
銀
の
馬
車
道
」（
全
長
49
㎞
）が
整
備
さ
れ
た
ほ

か
、
生
野
鉱
山
か
ら
明あ
け
の
べ延

鉱
山
、
中な

か
ぜ瀬

鉱
山
へ
と
続
く

「
鉱
石
の
道
」（
全
長
24
㎞
）も
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

朝
来
市
で
は
、
こ
う
し
た
産
業
道
路
を
軸
に
し
な
が

ら
、
そ
の
沿
道
に
点
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
遺
産
、
遺
構

等
の
文
化
財
を
生
か
し
て
、
播
但
地
域
全
体
の
活
性
化

を
目
指
そ
う
と
、
関
係
す
る
姫
路
市
、
福
崎
町
、
市
川

町
、
神
河
町
、
養
父
市
に
呼
び
掛
け
、
平
成
28
年
度
に

共
同
で
日
本
遺
産
申
請
を
行
い
ま
し
た
。
残
念
な
が

ら
、
こ
の
年
は
認
定
を
逃
し
た
も
の
の
、
そ
の
教
訓
を

生
か
し
て
、
翌
年
度
も
再
申
請
。
関
係
自
治
体
と
の
連

携
を
よ
り
強
化
す
る
と
と
も
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
構
成

文
化
財
の
練
り
直
し
を
進
め
る
こ
と
で
、
認
定
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

浅
田　

荒
尾
市
と
、
隣
接
す
る
福
岡
県
大
牟
田
市
に
ま

た
が
る
形
で
存
在
す
る
の
が
三
池
炭
鉱
で
す
。
江
戸
時

代
中
期
か
ら
採
炭
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
明
治
６
年
に

官
営
と
な
り
、
明
治
22
年
に
三
井
組
に
払
い
下
げ
ら
れ

て
以
来
、
本
格
的
に
炭
鉱
経
営
の
近
代
化
が
図
ら
れ
ま

し
た
。
や
が
て
、
三
池
炭
鉱
の
中
心
的
存
在
と
な
る「
万

田
坑
」
が
荒
尾
市
内
に
開
坑
。
当
時
の
最
新
の
設
備
や

機
械
が
導
入
さ
れ
、
２
つ
の
竪
坑
が
建
造
さ
れ
ま
し

た
。
同
時
に
、
採
炭
が
最
盛
期
を
迎
え
た
昭
和
初
期
に

は
、
住
宅
や
学
校
、
病
院
、
娯
楽
施
設
が
三
井
の
資
本

で
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
荒
尾
市
は
炭
鉱
の
ま
ち
と
し
て

も
大
き
く
成
長
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。

　

や
が
て
、
万
田
坑
は
昭
和
26
年
に
採
炭
が
終
了
し
、

平
成
９
年
に
三
池
炭
鉱
が
閉
山
を
迎
え
ま
し
た
が
、
翌

10
年
に
は
国
の
重
要
文
化
財
に
、
平
成
12
年
に
は
炭
鉱

施
設
と
し
て
は
わ
が
国
で
は
初
め
て
、
大
牟
田
市
の
宮

原
坑
と
と
も
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
平
成

22
年
か
ら
は
、
一
般
公
開
も
行
っ
て
い
ま
す
。

半田赤レンガ建物は、
先人たちの心意気を
象徴する建物。
今やまちのシンボルとして
すっかり定着しています。

榊原 純夫
半田市長（愛知県）

かつてのビール工場で、現在は常時公開の観光施設「半田赤レンガ建物」（半田市）
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平
成
18
年
に
行
わ
れ
た
九
州
地
方
知
事
会
議
に
お
い

て「
九
州
近
代
化
産
業
遺
産
の
保
存
・
活
用
」が
決
定
さ

れ
た
の
を
機
に
、
関
係
自
治
体
が
連
携
し
、
世
界
遺
産

の
登
録
へ
の
取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
以

来
、
た
び
た
び
構
成
資
産
の
組
み
替
え
な
ど
も
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
最
終
的
に
平
成
27
年
に
は
、
万
田
坑
を
含

む
、
23
資
産
で
構
成
さ
れ
る
「
明
治
日
本
の
産
業
革
命

遺
産　

製
鉄
・
製
鋼
、
造
船
、
石
炭
産
業
」
が
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
に
も
一
役

井
上　

各
都
市
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
や
特
性
に
応

じ
て
、
活
発
に
取
り
組
み
を
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
取
り
組
み
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が
表
れ
て
い
る
の
か
、
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浅
田　

平
成
27
年
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、

万
田
坑
の
認
知
度
も
向
上
し
、
そ
の
来
場
者
数
は
、
前

年
度
比
３
倍
以
上
の
約
11
万
３
０
０
０
人
に
上
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
遺
産
効
果
は
、
非
常
に
大
き

な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
長
続
き
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
翌
年
度
は
熊
本
地
震
の
影
響
も
あ
り
、

お
よ
そ
半
分
の
約
５
万
５
０
０
０
人
に
激
減
、
平
成
29

年
度
は
約
４
万
５
０
０
０
人
と
減
少
が
続
い
て
い
ま
す
。

小
島　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
れ

ば
、
一
時
的
に
交
流
人
口
は
増
え
る
で
し
ょ
う
が
、
そ

れ
を
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
の
は
並
大
抵
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
の
遺
産
を
活
用
し
な
が
ら
、

目
に
見
え
る
形
で
成
果
を
出
し
続
け
る
の
は
、
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

深
谷
市
で
は
、
渋
沢
栄
一
翁
を
テ
ー
マ
に
し
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
り
、
埼
玉
県
が
全
国
の
企
業
経
営

者
を
対
象
に「
渋
沢
栄
一
賞
」を
授
け
る
な
ど
し
て
い
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
地
道
に
続
け
る
こ
と
こ
そ

が
大
切
な
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

浅
田　

同
感
で
す
。
来
場
者
数
の
減
少
傾
向
を
一
気
に

覆
す
よ
う
な
方
策
は
難
し
い
と
私
も
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
よ
り
も
、
単
に「
見
る
」だ
け
の
施
設
見
学
の
方
式

か
ら
脱
却
し
、「
体
験
」型
の
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
し
た
り
、

炭
鉱
シ
ス
テ
ム
の
流
れ
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
、
分

か
り
や
す
い
表
示
を
進
め
る
な
ど
、
訪
れ
た
方
々
の
視

点
に
立
っ
た
改
善
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
来

場
者
の
増
加
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
次　

日
本
遺
産
の
認
定
は
、
関
係
自
治
体
の
努
力
だ

け
で
は
な
く
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
・
協
力
が
な
け

れ
ば
、
成
し
得
な
い
も
の
で
し
た
。
認
定
後
は
、
一
連

の
活
動
を
通
し
て
、
市
民
の
間
に
も
、
事
業
に
対
す
る

理
解
が
高
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
ち
に
対
す
る
誇

り
、
愛
着
な
ど
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
取
り
組

み
の
成
果
の
1
つ
で
し
た
。

榊
原　

確
か
に
、
市
民
の
理
解
は
大
切
で
す
。
そ
も
そ

も
半
田
赤
レ
ン
ガ
建
物
を
市
が
買
い
取
り
、
保
存
・
改

修
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
市
民
の
理
解
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
し
た
。
ま
た
、
市
民
団
体
の「
赤
煉

瓦
倶
楽
部
半
田
」の
協
力
に
よ
っ
て
、
当
時
の
レ
シ
ピ
を

基
に
、
明
治
・
大
正
当
時
の
復
刻
ビ
ー
ル
を
製
造
、
販

売
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
現
在
、
カ
ブ
ト
ビ
ー
ル

が
飲
め
る
の
も
、
こ
の
団
体
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。

これからは文化財の
「保存」にとどまらず、
地域の活性化につながるよう、
積極的に「活用」することも
大切になってきます。

多次 勝昭
朝来市長（兵庫県）

明延鉱山の選鉱施設として建設された「神子畑選鉱場跡」（朝来市）
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課
題
は
維
持
管
理
の
費
用
確
保

井
上　

市
民
の
理
解
や
、
ま
ち
に
対
す
る
誇
り
の
醸
成

は
非
常
に
重
要
な
要
素
で
す
ね
。
そ
う
し
た
成
果
が
現

れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
で
は
ど
の
よ
う
な

課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

浅
田　

荒
尾
市
に
お
け
る
一
番
の
課
題
は
施
設
の
維
持

管
理
に
要
す
る
費
用
の
確
保
で
す
。
万
田
坑
の
面
積
は

７
ha
、
炭
鉱
専
用
鉄
道
敷
跡
の
面
積
は
６
ha
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
遺
産
の
面
積
も
広
く
、
相
当
な
コ
ス
ト
が
掛
か

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
ま
だ
修
復
・
整
備
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
施
設
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
国
庫
補
助
な
ど

も
活
用
し
て
い
ま
す
が
、
市
と
し
て
も
一
定
の
投
資
が

必
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

榊
原　

半
田
市
も
状
況
は
同
じ
で
す
。
半
田
赤
レ
ン
ガ

建
物
の
運
営
に
関
し
て
は
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

し
て
い
ま
す
が
、
施
設
の
入
場
料
だ
け
で
は
と
て
も
そ

の
運
営
費
を
ま
か
な
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
毎
年
、

市
の
一
般
財
源
か
ら
持
ち
出
し
を
し
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
こ
の
こ
と
自
体
、
大
き
な
課
題
で
は
あ
り
ま

す
が
、
例
え
ば
こ
れ
が
歴
史
的
な
城
郭
な
ら
、
あ
ま
り

批
判
も
出
な
い
で
し
ょ
う
。
実
際
、
お
城
を
持
つ
都
市

も
、
維
持
管
理
の
た
め
に
、
一
定
の
負
担
を
し
て
い
る

は
ず
で
す
。
半
田
市
に
と
っ
て
、
半
田
赤
レ
ン
ガ
建
物

は
城
郭
と
同
じ
く
ら
い
大
切
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
で
す

か
ら
、
そ
の
負
担
は
温
か
く
見
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が

本
音
で
す
。

浅
田　

そ
の
た
め
に
も
、
重
要
に
な
る
の
が
、
や
は
り

市
民
の
理
解
で
す
。
特
に
、
ま
ち
の
未
来
を
考
え
る
と
、

子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
万
田
坑
は

ま
ち
の
発
展
の
原
点
で
す
か
ら
、
小
中
学
生
に
対
し
て

は
炭
鉱
施
設
の
見
学
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
位
置
付
け
て

い
ま
す
。

小
島　

深
谷
市
で
も
、
市
独
自
の
道
徳
副
読
本
「
渋
沢

栄
一
こ
こ
ろ
ざ
し
読
本
」
を
市
内
小
・
中
学
校
の
全
児

童
生
徒
に
配
布
し
、
渋
沢
栄
一
翁
の
心
を
受
け
継
ぐ
教

育
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
渋
沢
栄
一
翁
の
出
身

地
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
る
市
民
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
す
べ
て
の
市
民
が
、
こ
う

し
た
明
治
遺
産
の
保
存
・
活
用
に
つ
い
て
、
賛
成
し
て

く
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
シ
ビ
ア
な
目
を

持
つ
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、

な
る
べ
く
税
金
を
使
わ
ず
に
施
設
の
保
存
・
活
用
が
で

き
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
活
用
し
た

り
、
ま
ち
を
訪
れ
て
く
れ
る
人
を
増
や
し
た
り
、
お
金

を
落
と
し
て
も
ら
う
た
め
の
仕
掛
け
を
施
す
こ
と
も
大

切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

多
次　

そ
う
し
た
仕
掛
け
の
一
つ
と
し
て
、
朝
来
市
の

第
三
セ
ク
タ
ー
の
観
光
施
設「
史
跡
・
生
野
銀
山
」で
は
、

ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
を
始
め
ま
し
た
。
坑
道
な
ど
に
展
示

さ
れ
て
い
る
鉱
山
労
働
者
姿
の
60
体
の
マ
ネ
キ
ン
人
形

を「GIN
ZA
N

　

BO
Y
Z

（
ギ
ン
ザ
ン
ボ
ー
イ
ズ
）」と
称

し
、「
地
下
ア
イ
ド
ル
」と
し
て
売
り
出
そ
う
と
、
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
の
発
信
や「
総
選
挙
」と
銘
打
っ
た

人
気
投
票
を
行
う
な
ど
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
も
注
目
が
集
ま
り
、
近
年
は
「
史
跡
・
生
野
銀

山
」の
入
場
者
数
も
増
え
て
い
ま
す
。

浅
田　

明
治
の
遺
産
を
生
か
し
た
試
み
と
し
て
、
荒
尾

市
で
大
い
に
効
果
が
あ
っ
た
の
は
、
映
画
の
ロ
ケ
誘
致

時間的にも金銭的にも
余裕のある退職者などを
対象とした、「大人の修学
旅行」の展開に期待を
寄せています。

浅田 敏彦
荒尾市長（熊本県）

明治日本の産業革命遺産「万田坑第二竪坑櫓」（荒尾市）
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市 長 座 談 会 明治の遺産を地域おこしに生かす

で
し
た
。
撮
影
ス
タ
ッ
フ
の
宿
泊
や
飲
食
な
ど
に
よ
る

経
済
波
及
効
果
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
県
境
を
越
え
て
隣
接
す
る
大
牟
田
市
と
連
携

し
て
、
修
学
旅
行
の
誘
致
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
今
後
は「
大
人
の
修
学
旅
行
」の
展
開
に
も
期
待
を

寄
せ
て
い
ま
す
。
時
間
的
に
も
金
銭
的
に
も
余
裕
の
あ

る
退
職
者
を
中
心
に
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
掛
け
て
、
荒

尾
市
や
周
辺
地
域
の
観
光
資
源
を
め
ぐ
っ
て
も
ら
う
。

そ
う
し
た
新
し
い
観
光
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
進
め

て
い
き
た
い
で
す
。

榊
原　

半
田
赤
レ
ン
ガ
建
物
で
も
敷
地
内
の
芝
生
広
場

を
活
用
し
て
、
月
に
１
度
、
知
多
半
島
の
作
家
の
作
品

や
、
新
鮮
食
材
な
ど
を
販
売
し
た
り
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
行
っ
た
り
す
る「
半
田
赤
レ
ン
ガ
マ
ル
シ
ェ
」を
開

催
し
て
い
ま
す
が
、
毎
回
、
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
市
内
に
は
、
日
本
最
古
の
現
役
駅
舎
と
も
い
わ

れ
る
Ｊ
Ｒ
亀
崎
駅
が
あ
り
ま
す
し
、
Ｊ
Ｒ
半
田
駅
に
は

現
存
す
る
日
本
最
古
の
跨
線
橋
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
明
治
の
鉄
道
遺
産
を
内
外
に
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も
に
、

半
田
赤
レ
ン
ガ
建
物
と
連
動
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
実

施
し
て
、
地
域
活
性
化
に
結
び
付
け
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

多
次　

旧
来
、
行
政
は
文
化
財
の「
保
存
」に
力
を
入
れ

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十

分
で
す
。
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
よ
う
、「
保
存

か
ら
活
用
へ
」
と
い
う
考
え
方
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

広
域
連
携
が
観
光
振
興
を
後
押
し

井
上　

ま
ち
づ
く
り
や
観
光
振
興
を
効
果
的
に
進
め
る

た
め
に
は
、
複
数
の
自
治
体
で
連
携
し
て
取
り
組
む
こ

と
も
大
切
で
す
。
最
後
に「
広
域
連
携
」に
対
す
る
、
各

市
長
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

多
次　

日
本
遺
産
の
認
定
は
、
６
市
町
の
連
携
、
さ
ら

に
兵
庫
県
や
地
元
新
聞
社
、
さ
ら
に
は
住
民
の
皆
さ
ん

の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
連

携
を
今
後
も
維
持
、
強
化
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、

関
係
自
治
体
全
体
で
交
流
や
文
化
財
の
活
用
も
積
極
的

に
進
め
、
播
但
地
域
全
体
の
地
方
創
生
に
つ
な
げ
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

榊
原　

観
光
の
連
携
は
極
め
て
大
事
で
す
ね
。
半
田
市

で
は
、
必
ず
し
も
明
治
遺
産
に
関
す
る
取
り
組
み
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
醸
造
品
の
一
大
産
地
だ
っ
た
共
通
点

を
生
か
し
て
、
常
滑
市
、
碧
南
市
、
西
尾
市
と
連
携
し
、

広
域
で
観
光
振
興
を
進
め
て
い
ま
す
。

浅
田　

荒
尾
市
で
も「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」の

構
成
資
産
に
入
っ
た
自
治
体
と
の
連
携
を
深
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
資
産
の
分
布
範

囲
は
広
大
で
、
す
べ
て
の
自
治
体
と
連
携
す
る
こ
と
は

難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
製
鉄
や
石
炭
産
業
な
ど
、
テ
ー

マ
を
区
切
り
、
地
域
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
化
を
図
る
こ
と

で
、
魅
力
的
な
広
域
観
光
の
展
開
、
Ｐ
Ｒ
に
つ
な
げ
て

い
け
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
島　

日
本
煉
瓦
製
造
会
社
が
つ
く
っ
た
レ
ン
ガ
を

使
っ
た
建
物
は
東
京
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に

点
在
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
深
谷
市
と
し
て
も
、
そ
う

し
た
建
造
物
を
め
ぐ
る
ツ
ア
ー
な
ど
も
考
え
て
み
た
い

で
す
ね
。

井
上　

多
次
市
長
か
ら「
保
存
か
ら
活
用
へ
」と
い
う
考

え
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
お
こ
し
を

展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
は
大
事
な
考
え
方
だ
と

思
い
ま
す
。
明
治
の
遺
産
を
う
ま
く
活
用
す
る
こ
と

で
、
経
済
的
な
活
性
化
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
市

民
の
地
域
へ
の
愛
着
を
高
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
教
育
へ
の
活
用
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
先

人
の
志
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
地
域

お
こ
し
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
武
器
に
な
る

は
ず
で
す
。

　

今
後
と
も
、
市
民
と
手
を
取
り
合
い
、
ま
た
、
複
数

の
自
治
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
財
産
で
あ
る
明

治
の
遺
産
を
活
用
し
、
ま
ち
の
発
展
に
つ
な
げ
て
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
30
年
６
月
６
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
。

井上 繁
元日本経済新聞社論説委員


