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市 長 座 談 会

南さつま市

草加市

泉大津市

飛驒市

自治体文学賞で地域文化を活性化

　

地
域
ゆ
か
り
の
作
家
や
歌
人
・
俳
人

の
顕
彰
、
地
域
の
文
芸
活
動
の
振
興
な

ど
を
目
的
に
創
設
さ
れ
て
い
る
自
治
体

主
催
の
文
学
賞
。
若
者
の
読
書
離
れ
が

指
摘
さ
れ
る
中
で
、
新
人
作
家
の
発
掘

に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
民
の
読
書
・
創
作

活
動
の
推
進
、
都
市
の
認
知
度
向
上
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
出
て
い
ま

す
。
ま
た
、
近
年
は
地
域
振
興
や
地
域

資
源
の
再
発
見
、
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド

の
醸
成
な
ど
を
目
指
し
て
、
地
域
産
業

や
独
自
の
歴
史
文
化
を
テ
ー
マ
に
し

た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
賞
を
創
設
し
、

注
目
を
集
め
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

　

座
談
会
で
は
、
文
学
賞
を
創
設
し
、

地
域
文
化
の
活
性
化
を
目
指
す
山
川
・

草
加
市
長
、
都
竹
・
飛
驒
市
長
、
南
出
・

泉
大
津
市
長
、
本
坊
・
南
さ
つ
ま
市
長

に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
各
文
学
賞
創

設
経
緯
や
特
徴
、
市
民
の
応
募
を
増
や

す
た
め
の
工
夫
、
文
学
賞
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
、
Ａ
Ｉ
が
急
速
に
発
展
す

る
中
で
求
め
ら
れ
る
取
り
組
み
な
ど
に

つ
い
て
、
幅
広
く
語
っ
て
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
）

南
み な み で

出賢
け ん い ち

一
泉
いずみおおつ

大津市長（大阪府）

本
ほ ん ぼ う

坊輝
て る お

雄
南

みなみ

さつま市長（鹿児島県）

都
つ づ く

竹淳
じ ゅ ん や

也
飛
ひ だ

驒市長（岐阜県）

山
や ま か わ

川百
ゆ り こ

合子
草
そ う か

加市長（埼玉県）

司会・コーディネーター

細
ほ そ か わ

川 珠
た ま お

生
政治ジャーナリスト



7 市政 MAY 2025

市 長 座 談 会 自治体文学賞で地域文化を活性化

文
学
賞
創
設
の
経
緯
と
歩
み

細
川　

地
域
の
文
化
や
文
芸
活
動
の
振
興
を
目
的
に

多
く
の
自
治
体
が
文
学
賞
を
創
設
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
各
都
市
で
文
学
賞
を
創
設
さ
れ
た
経
緯
な
ど

に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

山
川　

草
加
市
は
、
江
戸
時
代
に
奥
州
・
日
光
街
道

第
二
の
宿
駅
と
し
て
整
備
さ
れ
た
宿
場
町
で
、
松
尾

芭
蕉
の
紀
行
文
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
冒
頭
に
そ
の
名

が
登
場
し
ま
す
。
今
で
も
昔
の
風
情
が
残

る
ま
ち
で
、
特
に
市
の
中
心
部
を
流
れ
る

綾
瀬
川
に
沿
っ
た
松
並
木「
草
加
松
原
」は

『
お
く
の
ほ
そ
道
』の
時
代
の
雰
囲
気
を
今

に
伝
え
る
風
致
景
観
と
し
て
、
国
の
名
勝

に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
芭
蕉
と
の
縁
を
生
か
し
た

「
奥
の
細
道
・
芭
蕉
企
画
事
業
」の
一
環
と

し
て
、
平
成
４
年
に
地
域
文
学
の
振
興
を

目
的
に
創
設
し
た
の
が
「
奥
の
細
道
文
学

賞
」
で
す
。
さ
ら
に
、
平
成
24
年
に
は
日

本
文
学
研
究
の
第
一
人
者
で
、
同
賞
の
選

考
委
員
を
長
年
務
め
ら
れ
た
ド
ナ
ル
ド
・

キ
ー
ン
先
生
の
功
績
を
た
た
え
る
た
め
、

新
た
に「
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
賞
」も
創
設

し
ま
し
た
。「
奥
の
細
道
文
学
賞
」
は
、
旅

を
テ
ー
マ
に
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
紀
行
文
、

「
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
賞
」
は
『
お
く
の
ほ

そ
道
』
や
芭
蕉
、
そ
の
他
近
世
の
俳
人
・

作
品
に
関
す
る
評
論
を
募
集
し
、
優
秀
作
品
を
表
彰

し
て
い
ま
す
。

　

両
賞
と
も
多
く
の
市
民
・
団
体
の
協
力
を
得
な
が

ら
、
３
年
に
１
度
、
作
品
募
集
を
行
い
、
第
１
次
選
考
、

第
２
次
選
考
、
最
終
選
考
を
経
て
、
受
賞
作
品
を
選

考
し
て
い
ま
す
。
昨
年
10
月
に
は
第
11
回
「
奥
の
細
道

文
学
賞
」、
第
５
回「
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
賞
」の
受
賞

作
品
を
発
表
、
本
年
２
月
に
授
賞
式
を
行
う
と
と
も

に
、
受
賞
作
品
集
も
刊
行
し
ま
し
た
。

都
竹　

飛
驒
市
は
、
昭
和
21
年
か
ら
18
年
の
長
き
に

わ
た
り
、
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
を
執
筆
し
た
故

荒
垣
秀
雄
の
出
身
地
で
す
。
平
成
30
年
に
生
家
跡
地

に
顕
彰
石
碑
を
建
立
し
た
の
を
機
に
、
市
で
は
「
荒
垣

秀
雄
顕
彰
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
荒

垣
が
執
筆
し
た
当
時
の
「
天
声
人
語
」
と
同
じ
８
０
０

字
で
、
自
分
の
考
え
や
思
い
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で

表
現
力
や
想
像
力
、
発
想
力
を
育
む
と
と
も
に
、
飛

驒
市
が
生
ん
だ
偉
大
な
先
人
を
語
り
継
ぎ
、
顕
彰
す

る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
毎
年
、
個
性
的
な

作
品
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
同
コ
ン
ク
ー

ル
を
通
じ
て
作
文
文
化
が
着
実
に
定
着
し
て
き
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
飛
驒
市
で
は
、
市
が
実
施
す
る
平
和
事
業

の
一
環
と
し
て
、
令
和
５
年
度
に
は
、
市
内
の
小
・

中
学
生
を
対
象
に
し
た「
飛
驒
市〝
平
和
な
ま
ち
〟絵
画

コ
ン
テ
ス
ト
」
と
、
全
市
民
を
対
象
に
し
た
「
飛
驒
市

平
和
の
短
歌
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
平
成
30
年
度
に
は
、
民
間
主
導
の
取
り
組
み
と

し
て
、
本
市
神
岡
町
に
約
半
世
紀
前
に
造
ら
れ
た
「
立

ち
達だ
る
ま磨
」（
立
ち
姿
の
達
磨
の
銅
像
）
に
ち
な
ん
だ
「
飛

驒
・
神
岡
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
『
女
神
へ
贈
る
ラ
ブ
レ

タ
ー
』」が
始
ま
り
ま
し
た
。「
立
ち
達
磨
」の
視
線
の
先

に
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
自
由
の
女
神
像
が

あ
る
。
し
か
し
、
女
神
像
は
そ
れ
に
気
付
か
ず
背
中

を
向
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
着
想
を
得
た
住
民
有

志
の
実
行
委
員
会
が
、
恋
い
焦
が
れ
る
「
立
ち
達
磨
」

の
代
わ
り
に
ラ
ブ
レ
タ
ー
（
恋
の
短
歌
）
を
募
集
す
る

コ
ン
ク
ー
ル
を
企
画
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
初
回

の
応
募
者
は
６
０
０
人
余
り
で
し
た
が
、
第
６
回
（
令

和
６
年
）は
２
２
０
０
人（
応
募
件
数
は
５
６
４
１
首
）

と
順
調
に
数
を
増
や
し
、
今
や
日
本
を
代
表
す
る
短

歌
コ
ン
ク
ー
ル
に
成
長
し
ま
し
た
。

南
出　

泉
大
津
市
は
、
毛
布
や
ニ
ッ
ト
な
ど
、
繊
維

産
業
を
中
心
に
商
工
業
が
発
展
し
た
ま
ち
で
す
。
特

に
毛
布
は
、
明
治
20
年
ご
ろ
に
日
本
で
初
め
て
製
造

さ
れ
た
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
在
で
は
国
内
生
産

の
約
９
割
を
本
市
産
が
占
め
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
う
し
た
「
繊
維
の
ま
ち
・
泉
大
津
」
を

全
国
に
Ｐ
Ｒ
し
、
地
域
産
業
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
平
成
24
年
度
に
市
制
施
行
70
周
年
事
業

の
一
環
と
し
て
、「
泉
大
津
市
オ
リ
ア
ム
随エ
ッ
セ
イ筆
賞
」
を

創
設
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
賞
の
名
称
で
あ
る
「
オ

リ
ア
ム
」
は
、
毛
布
・
ニ
ッ
ト
・
毛
織
物
な
ど
を
連
想

さ
せ
る「
織
」（
オ
リ
）と「
編
」（
ア
ム
）に
由
来
し
て

い
ま
す
。

　
「
衣
服
や
繊
維
製
品
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
や
感
動
し

た
こ
と
な
ど
、〝
繊
維
製
品
〟に
触
れ
る
内
容
」を
テ
ー

マ
に
、
毎
年
６
月
か
ら
９
月
の
約
４
カ
月
で
募
集
を

行
い
、
１
次
選
考
、
最
終
選
考
を
経
て
受
賞
者
を
決

定
し
ま
す
。
選
考
委
員
に
は
、
人
気
推
理
小
説
作
家

の
有
栖
川
有
栖
先
生
を
は
じ
め
、
４
人
の
著
名
な
文

化
人
が
務
め
て
い
ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
る
作
品
数
は
３
０
０
点
以
上
。
涙
な
し

に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
感
動
的
な
作
品
が
多
く
、

衣
服
や
繊
維
製
品
が
い
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
と
深

く
結
び
付
い
て
い
る
か
、
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

令
和
４
年
度
に
は
、
市
制
80
周
年
を
記
念
し
て
、
過

去
11
回
の
受
賞
作
品
を
収
録
し
た
『
泉
大
津
市
オ
リ
ア

ム
随
筆
賞
作
品
集
』
を
発
行
し
、
図
書
館
や
学
校
に
配

布
し
て
い
ま
す
。

松尾芭蕉が
『おくのほそ道』の旅で

草加市を訪れた縁を生かして
「奥の細道文学賞」を

創設しました。

山川 百合子
草加市長（埼玉県）

「第11回奥の細道文学賞」「第5回ドナルド・キーン賞」の受賞者・選考委員と市長（草加市）
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本
坊　
「
い
に
し
へ
の
道
を
聞
き
て
も
唱
へ
て
も　

わ

が
行
ひ
に
せ
ず
ば
か
ひ
な
し
」（
昔
か
ら
の
立
派
な
教

え
を
い
く
ら
聞
い
て
も
、
ま
た
ど
れ
だ
け
口
先
で
唱

え
て
も
、
自
分
で
実
行
し
な
け
れ
ば
何
の
役
に
も
立

た
な
い
）。
こ
れ
は
、
16
世
紀
に
薩
摩
統
一
の
基
礎
を

築
い
た
戦
国
武
将
で
、「
島
津
家
中
興
の
祖
」
と
も
い

わ
れ
る
島
津
忠
良（
日じ
っ
し
ん
こ
う

新
公
）が
作
っ
た「
日
新
公
い
ろ

は
歌
」
の
１
首
で
す
。
日
新
公
は
、
５
年
余
り
の
歳
月

を
か
け
て
、
人
と
し
て
守
る
べ
き
道
徳
や
人
生
の
指

針
を
47
首
の
和
歌
に
織
り
交
ぜ
て
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
薩
摩
藩
士
の
子
弟
教
育
（
郷
中
教

育
）
の
根
幹
と
し
て
用
い
ら
れ
、
明
治
維
新
の
原
動
力

と
な
っ
た
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
ら
、
多
く
の
優

れ
た
薩
摩
の
若
者
を
育
み
ま
し
た
。
現
在
で
も
、
ゆ

か
り
の
地
で
あ
る
南
さ
つ
ま
市
で
は
、
警
察
署
の
署

訓
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
り
、
保
育
園
児
が
暗
唱
し
た

り
す
る
な
ど
、
そ
の
教
え
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
日
新
公
い
ろ
は
歌
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
と

と
も
に
、
新
た
な
短
歌
文
化
の
創
造
、
文
化
活
動
に

よ
る
青
少
年
の
健
全
育
成
、
文
化
振
興
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
平
成
28
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
「
南
さ

つ
ま『
い
ろ
は
』ま
ご
こ
ろ
短
歌
大
会
」で
す
。
第
５
回

（
令
和
２
年
度
）
か
ら
現
在
の
「
南
さ
つ
ま
市
『
日
新
公

い
ろ
は
歌
』短
歌
大
会
」に
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
が
、

第
９
回
（
令
和
６
年
度
）
に
は
全
国
か
ら
１
万
３
３
３

首
の
応
募
が
あ
り
、
２
７
７
首
の
入
賞
作
品
を
選
考

し
ま
し
た
。

市
民
の
応
募
数
を
増
や
す
た
め
に

細
川　

各
自
治
体
で
は
、
全
国
か
ら
作
品
を
募
集
し

て
い
ま
す
が
、
地
域
の
文
芸
活
動
を
振
興
す
る
た
め

に
は
、
市
民
の
応
募
を
増
や
す
こ
と
も
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
工
夫
し
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

山
川　

草
加
市
で
は
文
学
賞
の
他
に
、
俳
句
・
短
歌
・

小
説
な
ど
の
文
芸
作
品
を
毎
年
募
集
し
「
ふ
れ
あ
い
文

芸
草
加
」
と
い
う
文
芸
誌
も
刊
行
し
て
い
ま
す
。
現
在

ま
で
に
40
号
を
発
行
し
て
お
り
、
市
民
の
文
芸
へ
の

創
作
機
運
を
醸
成
し
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
文
学
賞
は
、
応
募
数
と
し
て
は
全
国
公
募

の
た
め
全
体
の
中
で
は
限
ら
れ
た
数
と
な
り
ま
し
た

が
、
そ
ん
な
中
で
も
今
回
行
い
ま
し
た
第
11
回
「
奥
の

細
道
文
学
賞
」で
は
、
２
人
の
市
民
が
入
賞
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
励
み
と
し
て
、
多
く
の
市
民
が
賞
に
応
募
し

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後

新
た
な
仕
掛
け
を
考
え
、
さ
ら
な
る
応
募
数
増
加
に

つ
な
げ
て
い
く
必
要
性
も
感
じ
て
い
ま
す
。

文芸は子どもたちの
総合力を育む上で
有効な取り組み。
継続して取り組むことで
感受性も磨かれます。

都竹 淳也
飛驒市長（岐阜県）

「荒垣秀雄顕彰作文コンクール」表彰式の様子（飛驒市）
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都
竹　

俳
句
や
短
歌
、
さ
ら
に
は
作
文
な
ど
の
文
芸

は
、
自
分
の
感
受
性
を
基
に
、
日
常
の
出
来
事
の
中

か
ら
一
瞬
を
切
り
取
っ
て
、
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で

表
現
す
る
活
動
で
す
。
こ
う
し
た
言
葉
に
よ
る
創
作

活
動
は
子
ど
も
た
ち
の
総
合
力
を
育
む
上
で
、
非
常

に
有
効
な
取
り
組
み
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
は
「
荒
垣
秀
雄
顕
彰
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
審
査

員
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
毎
回
、
継
続
し
て
応
募
し
て

く
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
以
前

に
比
べ
て
文
章
力
も
付
い
て
き
て
お
り
、
感
受
性
も
磨

か
れ
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
そ
う
し
た
教
育

効
果
も
考
え
て
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
へ
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
周
知
が
難
し
い
で
す
ね
。
学
校
を
通
じ
て
賞
へ
の

応
募
を
呼
び
掛
け
て
も
、
夏
休
み
前
に
は
、
他
に
も
各

種
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
っ
て
、
結
果
的
に
埋
も
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
他
方
で
、
朝
日
新
聞
社
の

協
力
を
得
て
、
記
者
に
よ
る
作
文
講
座
を
開
く
な
ど
、

地
道
な
活
動
も
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組

み
を
進
め
な
が
ら
、
文
章
を
書
く
の
が
好
き
に
な
り
、

主
体
的
に
応
募
し
て
く
れ
る
子
ど
も
を
増
や
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

本
坊　

南
さ
つ
ま
市
で
も
全
国
の
自
治
体
と
同
様
に

人
口
減
少
が
進
展
し
、
小
学
校
の
統
廃
合
が
進
み
ま

し
た
。
市
長
就
任
時
は
22
の
小
学
校
が
あ
り
ま
し
た

が
、
今
で
は
小
学
校
７
校
、
義
務
教
育
学
校
２
校
と

い
う
状
況
で
す
。「
南
さ
つ
ま
市
『
日
新
公
い
ろ
は
歌
』

短
歌
大
会
」
は
市
内
の
小
中
学
校
の
協
力
の
下
で
、
多

く
の
子
ど
も
た
ち
が
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
統
廃
合

に
よ
り
学
校
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
熱

心
に
取
り
組
む
学
校
と
、
そ
う
で
な
い
学
校
と
の
差

が
広
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

日
新
公
い
ろ
は
歌
は
、
人
生
の
指
針
と
な
る
大
切

な
教
え
で
す
。
短
歌
大
会
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
も
、

ま
た
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
、
日
新
公
の
教
え
に

触
れ
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
学
校
間
で
ば
ら
つ
き
が

出
な
い
よ
う
に
し
て
、
参
加
人
数
を
さ
ら
に
増
や
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

南
出　

泉
大
津
市
は
、
令
和
３
年
９
月
に
駅
前
の
商

業
ビ
ル
内
に
市
立
図
書
館
を
移
転
開
設
し
ま
し
た
。

以
来
、
２
年
10
カ
月
で
、
来
館
者
は
１
０
０
万
人
を

突
破
す
る
な
ど
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
お
り
、

セ
ミ
ナ
ー
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
年
間
４
０
０
以
上
開

催
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
こ
の
図
書
館
を
中
心
に
、

学
校
と
の
連
携
を
深
め
た
り
、
調
べ
物
学
習
コ
ン
ク
ー

ル
や
エ
ッ
セ
ー
講
座
を
実
施
し
た
り
し
て
、
市
民
の

読
書
活
動
推
進
や
文
芸
振
興
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
毎
年
３
月
に
授
賞
式
と
併
せ
て
、「
オ
リ

ア
ム
エ
ッ
セ
イ
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
て
い
ま 選考委員の登壇の下、エッセーをテーマとした対話形式の「文学フォーラム」を開催（泉大津市）

駅前の商業ビル内に
移転開設した

市立図書館を拠点に
市民の文芸活動の

振興を図っています。

南出 賢一
泉大津市長（大阪府）
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す
。
選
考
委
員
が
登
壇
し
、
受
賞
作
品
の
選
評
や
エ
ッ

セ
ー
の
魅
力
な
ど
を
テ
ー
マ
に
語
り
合
う
、
文
芸
・

文
学
好
き
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
大
変
ぜ
い
た
く
な

催
し
で
す
が
、
な
か
な
か
参
加
者
が
増
え
な
い
の
が

課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
図
書
館
で
の
文
芸
振
興
活
動
に
加
え
て
、

事
前
の
周
知
活
動
を
充
実
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
今
年
の

３
月
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
昨
年
度
の
２
倍
に
あ
た
る

１
６
０
人
を
超
え
る
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
エ
ッ
セ
ー

を
含
め
た
文
芸
に
関
心
を
持
つ
市
民
が
着
実
に
増
え
て

い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
本
年
度
の
賞
の
市
民
応
募
数

が
ど
れ
だ
け
増
え
る
か
、
早
く
も
楽
し
み
で
す
。

文
学
賞
を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
す

細
川　

各
都
市
で
は
こ
う
し
た
文
学
賞
を
、
ど
の
よ
う

に
地
域
振
興
や
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
ま
す
か
。

南
出　

第
13
回「
泉
大
津
市
オ
リ
ア
ム
随
筆
賞
」（
令
和

６
年
度
）
で
は
、
背
守
り
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書

か
れ
た
作
品
が
受
賞
し
ま
し
た
。
背
守
り
と
は
子
ど

も
の
着
物
の
背
中
に
施
さ
れ
た
刺
し
ゅ
う
の
こ
と
で
、

お
守
り
や
魔
よ
け
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
き
っ
か
け
に
、
地
域
の
中
で
は
、
改

め
て
背
守
り
文
化
に
着
目
し
、
地
元
の
神
社
と
連
携

し
て
、
観
光
施
策
を
推
進
で
き
な
い
か
と
い
っ
た
提

案
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
例
で

す
が
、
文
学
賞
は
地
域
資
源
の
再
発
見
や
地
域
振
興

の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
、
有
意
義
な
取
り
組
み

だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
ま
し
た
。

　

市
民
か
ら
も
、「
文
学
賞
を
通
じ
て
、
繊
維
の
ま
ち

と
し
て
の
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

再
認
識
で
き
た
。
市
と
一
緒
に
な
っ
て
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と
い
っ
た
声
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

都
竹　

地
域
の
文
学
賞
は
、
工
夫
次
第
で
地
域
資
源

に
光
を
当
て
て
、
地
域
振
興
を
図
る
き
っ
か
け
に
な

り
ま
す
よ
ね
。「
飛
驒
・
神
岡
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
『
女
神

へ
贈
る
ラ
ブ
レ
タ
ー
』」
の
「
立
ち
達
磨
」
は
そ
の
典
型

で
す
。
実
は
、
こ
の
「
立
ち
達
磨
」
は
、
建
立
か
ら
長

い
年
月
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
コ
ン
ク
ー

ル
開
始
時
に
は
市
民
に
も
半
ば
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
「
立
ち
達
磨
」
に
地
元
の
高

校
の
文
芸
部
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
「
短
歌
」
と
結

び
付
け
て
、
新
た
な
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
を
始
め
た
こ

と
で
、
地
域
内
外
で
大
き
な
話
題
に
な
り
、
観
光
振

興
、
そ
し
て
短
歌
文
化
の
さ
ら
な
る
振
興
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
の
可
能
性
に
市
民
が

目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

山
川　

草
加
市
は
、
奥
の
細
道
に
縁
の
あ
る
自
治
体「日新公いろは歌」を石に刻んだ歌碑を清掃する子どもたち（南さつま市）

地域の歴史文化が
廃れることがないよう
地域に根付いた教えや方言を
子どもたちに伝えたい。

本坊 輝雄
南さつま市長（鹿児島県）
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が
集
う「
奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
」に
加
盟
し
て
い
ま
す
。

令
和
４
年
に
は
、
加
盟
自
治
体
の
関
係
者
を
招
い
て

「
奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
in
草
加
」
を
開
催
し
、
市
内
の

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
、
文
学
賞
の
最
終
選
考
委
員
を
務
め
ら
れ

た
先
生
と
「
草
加
松
原
」
の
風
景
地
を
吟
行
す
る
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
な
ど
、
奥
の
細
道
と
文
学
賞
を
通
し
て
、

草
加
の
持
つ
歴
史
的
遺
産
や
草
加
ら
し
い
文
化
芸
術

を
全
国
に
発
信
し
て
い
ま
す
。

本
坊　

南
さ
つ
ま
市
で
は
、「
日
新
公
い
ろ
は
歌
」
に

親
し
み
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
短
歌
大

会
と
並
行
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
一
つ
が「『
日
新
公
い
ろ
は
歌
』か
る
た
取

り
大
会
」
で
す
。
長
年
、
地
元
の
青
年
会
議
所
と
の
連

携
の
下
で
大
会
を
開
催
し
、
多
く
の
児
童
が
参
加
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
新
公
を
祭
る
竹
田
神
社
の
境
内
の
並
木

道
「
い
に
し
へ
の
道
」
に
は
、「
日
新
公
い
ろ
は
歌
」
を

石
に
刻
ん
だ
47
も
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
で
は
地
元
の
子
ど
も
た
ち
が
率
先
し
て
、

こ
の
歌
碑
を
清
掃
す
る
「
い
に
し
へ
の
道
ク
リ
ー
ン
作

戦
」
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
新
公
い
ろ

は
歌
を
公
民
館
や
学
校
な
ど
に
掲
示
し
て
身
近
に
触

れ
合
う
取
り
組
み
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
年
、
南
さ
つ
ま
市
は
市
制
20
周
年
を
迎
え
ま
す

が
、
記
念
式
典
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
保
育
園
児
の
日

新
公
い
ろ
は
歌
の
暗
唱
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
日
新
公
い
ろ
は
歌
を
心
の
支
え
と
し
て
、
市

民
と
共
に
手
を
携
え
て
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
く
。
そ
う
し
た
機
運
を
醸
成
し
て
い

き
た
い
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
の
文
学
・
文
芸
の
在
り
方

細
川　

昨
今
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
急
速
に
進
化
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
文
学
賞
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
に
も
何
か
し

ら
の
影
響
を
与
え
る
も
の
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

南
出　

限
ら
れ
た
人
員
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し

て
い
く
に
は
、
Ａ
Ｉ
を
効
果
的
に
使
い
こ
な
す
ス
キ

ル
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
教
育
現
場
に
お
い
て
も
、

本
年
度
は
教
員
が
Ａ
Ｉ
を
十
分
に
扱
え
る
よ
う
、
関

連
事
業
も
予
算
化
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
子
ど
も
た

ち
の
学
び
に
も
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
語ご

い彙
の
習
得
な
ど
、
母
語
を
身
に
付
け

る
た
め
の
基
礎
の
徹
底
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ

そ
教
育
の
「
不
易
」
の
部
分
で
す
か
ら
、
そ
こ
は
大
事

に
し
た
上
で
、
Ａ
Ｉ
や
英
語
の
学
習
な
ど
も
進
め
て

い
く
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
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い
ま
す
。

都
竹　

先
日
、ChatGPT

に
短
歌
を
作
ら
せ
て
み
ま

し
た
が
、
思
っ
た
以
上
に
立
派
な
歌
を
作
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
生
成
Ａ
Ｉ
が
本
格
的
に
登
場
し
て
ま
だ
間

も
な
い
の
に
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
す
か
ら
、
今
後
は
さ

ら
に
進
化
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
中
で
、
文
芸
が
重
視
す
べ
き
こ
と
は
何
な
の

か
を
考
え
る
と
、
私
は
日
常
生
活
に
お
け
る
感
受
性

だ
と
思
い
ま
す
。
友
人
と
の
関
係
、
地
域
の
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
を
短

歌
や
俳
句
、
作
文
の
形
式
の
中
で
自
分
な
り
に
表
し

て
い
く
。
体
験
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
を
、
自
ら
の

感
受
性
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
Ａ
Ｉ
に
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

今
後
、
文
芸
活
動
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
感

受
性
を
養
う
教
育
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
切
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
文
学
賞
に
お
い
て
も
審
査
を
す

る
側
が
そ
の
意
義
を
十
分
に
認
識
し
て
臨
む
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

山
川　

文
学
と
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
は
考
え
る
こ
と
は
難

し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
自
分
の
言
葉

を
自
分
自
身
が
尊
ぶ
こ
と
は
、
Ａ
Ｉ
に
は
で
き
な
い
、

人
と
し
て
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

言
葉
こ
そ
、
自
分
そ
の
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

暮
ら
し
の
中
で
起
き
た
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現

す
る
の
か
。
こ
れ
は
、
そ
の
人
が
ど
う
い
う
人
間
で

あ
る
か
を
周
囲
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
や
職
員
に
も
こ
れ
ま
で

以
上
に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

本
坊　

私
も
他
人
と
ど
う
向
き
合
い
、
自
分
の
感
情

を
言
葉
で
ど
う
表
す
か
と
い
う
問
題
は
、
生
き
て
い

く
上
で
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
学
校

現
場
や
地
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
部
分
は
大
切
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
言
葉
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、

無
視
で
き
な
い
要
素
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
方
言
」

で
す
。
私
が
子
ど
も
時
代
に
は
「
鹿
児
島
弁
を
使
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
標
準
語
を
使
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う

教
育
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
方
言
に
は
標
準
語

に
は
な
い
ぬ
く
も
り
が
あ
り
ま
す
し
、「
方
言
を
聞
き

た
い
」
と
話
す
観
光
客
も
多
い
で
す
よ
。
Ａ
Ｉ
が
進
化

す
る
中
で
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
は
、
地
域
の
歴
史
文

化
が
廃
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
日
新
公
い
ろ
は
歌

の
教
え
や
独
自
の
方
言
な
ど
、
長
年
に
わ
た
り
地
域

に
根
付
い
た
伝
統
を
し
っ
か
り
と
子
ど
も
た
ち
に
教

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
川　

文
学
賞
と
い
う
と
、
新
人
作
家
の
登
竜
門
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
あ
り
ま
す
が
、
各
都
市
で
は
、

都
市
の
Ｐ
Ｒ
、
文
芸
活
動
の
振
興
、
子
ど
も
た
ち
へ

の
教
育
な
ど
、
文
学
賞
を
地
域
づ
く
り
に
幅
広
く
生

か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
の
歴
史
を
掘
り

起
こ
し
、
そ
れ
を
文
学
賞
の
形
で
発
信
す
る
こ
と
で
、

都
市
の
認
知
度
向
上
だ
け
で
な
く
、
市
民
の
地
域
へ

の
誇
り
に
も
つ
な
げ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま

し
た
。

　

今
後
も
市
民
や
各
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
文
学
賞

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
文
学
賞
を
生
か
し

た
取
り
組
み
も
活
発
に
推
進
し
、
さ
ら
な
る
地
域
文
化

の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
７
年
４
月
９
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
７
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

細川 珠生
政治ジャーナリスト


