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市
長
の

つ
ぶ
や
き

　

現
在
、
市
内
で
「
庚こ

う

申し
ん

講
」
を
行
っ
て
い
る
集
落

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
す

が
、
地
域
に
残
る
多
く
の

「
庚
申
塔
」
が
か
つ
て
盛

ん
だ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
ま
す
。

　
「
百
庚
申
」
と
は
、
１

カ
所
に
多
数
の
庚
申
塔
を

造
立
し
た
も
の
で
「
祈
願

の
た
め
の
供
養
は
数
が
多

い
ほ
ど
有
効
と
の
信
仰

に
基
づ
く
」
と
す
る
研
究
者
の
見
解
が
あ
り
、

県
内
で
は
東
総
か
ら
利
根
川
、
江
戸
川
流
域

に
分
布
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
百
庚
申
は
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
調

査
で
４
カ
所
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
県
道
74
号
沿
い
の
旭
市
と
の
境
界
近
く

の
大
寺
地
区
共
同
墓
地
付
近
に
あ
る
も
の
は
、

２
０
１
４（
平
成
26
）年
に
同
地
区
の
人
た
ち

に
よ
り
保
存
改
修
工
事
が
行
わ
れ「
庚
申
塚

保
存
改
修
落
成
之
碑
」が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
央
に
「
青し

ょ
う

面め
ん

金こ
ん

剛ご
う

像
」
を
浮
彫
り
に
し

た
庚
申
塔
、
左
右
に
３
基
ず
つ「
青
面
金
剛
」

や
「
庚
申
」
と
刻
ま
れ
た
文
字
塔
が
並
び
ま

す
。
中
央
の
塔
は
１
７
４
０
（
元
文
５
）
年

４
月
に
大
寺
村
全
体
で
造
立
し
ま
し
た
。
左

右
の
塔
は
庚
申
年
に
あ
た
る
１
８
０
０
（
寛

政
12
）年
と
１
８
６
０（
万
延
元
）年
に
ま
つ

ら
れ
、
お
そ
ら
く
少
人
数
の
講
中
が
建
て
た

の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
囲
む
よ
う
に
「
庚

申
」
と
刻
ま
れ
た
丸
く
細
長
い
枕
状
の
自
然

石
（
飯
岡
石
）
が
隙
間
な
く
並
べ
ら
れ
、
百

庚
申
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
大
寺
村
で
造
立
さ
れ
た
庚
申

塔
は
龍
尾
寺
、
長
福
寺
、
熊
野
神
社
境
内
で

も
見
ら
れ
、「
寺
谷
講
中
」「
四
右
衛
門
坂
講

中
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
集
落
ご
と
に
講

中
が
存
在
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ほ
か
「
大
浦
村
惣
講
中
」
１
７
３
７

（
元
文
２
）
年
、「
長
岡
村
中
」
１
７
４
０
（
元

文
５
）
年
の
百
庚
申
も
大
寺
村
同
様
に
村
境

近
く
の
道
路
沿
い
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
道

祖
神
の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

　

市
内
に
残
る
庚
申
塔
は
、
道
路
改
修
な
ど

で
移
転
や
損
傷
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
大
寺
区
20
数
名
に
よ
る
「
百

庚
申
の
改
修
」
で
保
存
の
大
切
さ
を
再
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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先
月
３
日
、
プ
ロ
野
球
・
読
売
巨
人
軍
の

選
手
、
そ
し
て
監
督
と
し
て
輝
か
し
い
実
績

を
残
し
国
民
的
人
気
を
博
し
た
長
嶋
茂
雄
さ

ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
長
嶋
さ

ん
は
千
葉
県
出
身
で
、
佐
倉
一
高
か
ら
立
教

大
学
に
進
み
、
巨
人
に
入
団
。
天
覧
試
合
で

の
サ
ヨ
ナ
ラ
ホ
ー
ム
ラ
ン
な
ど
大
舞
台
で
の

勝
負
強
い
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
華
麗
な
守
備
で

多
く
の
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
、
プ
ロ
野
球
を
国

民
的
人
気
ス
ポ
ー
ツ
に
押
し
上
げ
た
そ
の
活

躍
か
ら
「
ミ
ス
タ
ー
プ
ロ
野
球
」
の
愛
称
で

親
し
ま
れ
ま
し
た
。
私
が
生
ま
れ
た
昭
和
49

年
に
現
役
を
引
退
し
、
セ
レ
モ
ニ
ー
で
残
し

た
「
私
は
今
日
引
退
を
い
た
し
ま
す
が
、
我

が
巨
人
軍
は
永
久
に
不
滅
で
す
」
と
い
う
言

葉
は
、
当
時
の
フ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
現
役
時

代
を
知
ら
な
い
我
々
を
含
め
、
今
も
多
く
の

人
の
記
憶
に
残
る
フ
レ
ー
ズ
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
偉
大
な
功
績
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、

長
嶋
さ
ん
の
情
熱
や
意
志
は
、
球
界
の
み
な

ら
ず
ス
ポ
ー
ツ
界
全
体
に
引
き
継
が
れ
る
に

違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
心
か

ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
原
稿
の
執
筆
中
も
先
の
見
通

し
が
立
た
な
い
米
の
需
給
問
題
は
「
令
和
の

米
騒
動
」
と
し
て
広
く
注
目
を
集
め
て
い
ま

す
。
米
は
日
本
の
食
文
化
に
お
い
て
必
要
不

可
欠
な
食
材
で
あ
り
、
そ
の
安
定
供
給
は
食

料
安
全
保
障
上
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な

も
の
で
あ
り

ま
す
。
近
年

の
米
不
足
は

単
な
る
一
過

性
の
問
題
で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
よ
る
供
給
の

不
安
定
化
と
需
要
構
造
の
変
化
、
そ
れ
に
よ

る
長
期
的
か
つ
複
雑
な
課
題
が
一
気
に
顕
在

化
し
た
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
感
じ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
統
計
と
現
場
の
実
感
に
も

隔
た
り
が
あ
る
と
の
声
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
そ
の
根
本
原
因
の
整
理
を
行
い
、
生
産
者

の
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
を

含
め
、
持
続
可
能
な
農
業
へ
の
転
換
や
政
策

を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
く
の
が
最
善

か
、
そ
の
議
論
を
し
っ
か
り
行
い
、
今
後
の

農
業
政
策
を
時
代
に
合
っ
た
も
の
に
転
換
す

る
よ
い
機
会
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま

す
。
主
要
な
産
業
が
農
業
で
あ
る
本
市
に
お

い
て
も
こ
の
問
題
は
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い

も
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
国
の
農
業
政
策
が

安
心
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
注
視
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

梅
雨
が
明
け
て
本
格
的
な
夏
が
始
ま
る
7

月
は
、
家
族
や
友
人
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご

す
よ
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ぁ
今
か
ら

準
備
を
整
え
、
夏
の
思
い
出
を
つ
く
り
に
出

か
け
ま
し
ょ
う
。
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ス
タ
ー
プ
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球
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嶋
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さ
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逝
去
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力
作
募
集
中

短
　

歌 

依
知
川　

雅
一 

推
薦

五
月
雨
の
過
ぎ
た
る
午
後
の
村
里
を

　

包
み
こ
み
た
る
鶯
の
声 

宇
野
と
し
子

成
田
山
境
内
に
響
く
太
鼓
の
音ね

　

若
者
達
の
演
舞
に
魅
了 

内
藤
喜
代
美

た
け
の
こ
を
届
け
し
わ
れ
に
駆
け
よ
り
て

　

よ
ろ
こ
び
く
れ
し
弟お

と

の
今
亡
く 
木
下　

昌
子

花
を
愛
で
歌
詠
む
友
と
の
別
れ
に
は

　

新
た
に
進
む
意
気
込
み
の
あ
り 

鈴
木　

和
子

真
白
な
る
椿
に
魅
せ
ら
れ
佇
た
た
ず
め
り

　

そ
の
美
し
さ
こ
こ
ろ
洗
わ
れ 

古
谷
由
美
子

立
夏
入
り
蕗
の
群
生
朝
採
り
の

　

友
の
も
て
な
し
紅
茶
い
た
だ
く 

髙
橋
百
合
子

亡
き
父
の
人
柄
偲
ぶ
本
棚
に

　

漢
字
辞
典
が
八
冊
並
ぶ 

鈴
木　

志
子

 

石
田　

健
治 

推
薦

藤
の
花
竹
や
ぶ
の
尾
根
色
づ
け
て

　

山
の
如
く
に
り
ょ
う
線
描
く 

伊
橋　

裕
子

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割
れ
目
に
伸
び
し
杉
菜
引
く

　

ぞ
う
り
虫
ら
の
即
座
に
逃
げ
る 

伊
橋　

良
子

俳
　

句 

椿　

和
枝 

推
薦

風
薫
る
森
の
チ
ャ
ペ
ル
の
ブ
ー
ケ
ト
ス 

佐
々
木
之
子

翻
り
田
の
面
掠
め
て
夏
燕 

那
須　

恒
雄

蒼
空
へ
捧
ぐ
る
花
や
泰
山
木 

椎
名　

晴
江

手
を
止
め
て
老
鴬
を
聴
く
山
の
畑 

山
崎
智
惠
子

足
腰
の
ま
ま
な
ら
ぬ
朝
梅
雨
に
入
る 

鈴
木　

志
子

麦
秋
や
昔
ふ
る
さ
と
二
毛
作 

岩
井　

や
す

葦
原
に
夫つ
ま

呼
ぶ
声
の
行
行
子 

川
口　

賢
一

 

石
田　

健
治 

推
薦

木
漏
れ
日
に
導
か
れ
往
く
熊
野
古
道 

熱
田　
　

和

鮎
釣
を
眺
め
て
渡
る
橋
の
上 

須
貝　

玉
枝

川
　

柳 

勝
又　

康
之 

推
薦

曲
が
っ
た
腰
歩
き
続
け
た
証
で
し
ょ 

江
波
戸
京
子

手
に
傘
を
人
生
行
路
一
歩
づ
つ 

土
屋　

秀
雄

目
標
は
毎
日
歩
く
年
の
数 

渡
部
す
い
子

畳
で
も
つ
ま
ず
い
て
い
る
八
十
路
す
ぎ 

鵜
澤　

澄
子

散
歩
道
色
鮮
や
か
な
花
菖
蒲 

伊
藤　

繁
子

勇
ま
し
く
歩
い
て
み
た
が
す
ぐ
ば
て
る 

實
川
ま
き
子

田
園
の
風
に
ほ
め
ら
れ
ま
た
一
歩 
鎌
形　

正
恵

 

石
田　

健
治 
推
薦

Ｇ
ゴ
ル
フ
一
壁
越
え
て
優
勝
だ 

佐
藤　

三
久

コ
メ
は
あ
る
随
意
契
約
や
っ
た
だ
け 

石
橋　

春
歩

　「匝瑳市の未来を“市民目線”で考え、
動く会議」として、６月15日に市民会
議『そうさミライカイギ』を開催しま
した。昨年から続けてきた集まりも、
早くも４回目。地元育ちの人から移住
者まで多くの人が集まり、等身大の感
覚で街の好きな所や課題を話し合った
り、街の理想像を「仮想未来予想絵巻」
に描いたりしてきました。
　自分の街は、自分で創るもの。その
考えのもと、市民一人ひとりができ

ともに描こう そうさのミライ
ることを持ち寄った上で、まとまって
活動するためには、受け皿が必要です。
今活動しないといけないのではという
声を受け、まちづくりを担う法人を立
ち上げることになりました。
　これまで、協力隊として情報発信や
ブックカフェの立ち上げなどをしてき
ました。今後は、まちづくりに思いの
ある人たちがよって立てる旗印を掲げ、
横のつながりをつくることも、役割の
一つと考えています。イベント開催や

＼今月の担当は北條将徳隊員／1993年生まれ。東京都出身。
大学卒業後、企業で海外営業企画やマーケティング業務を経験。
匝瑳市の自然に魅力を感じ、協力隊員となる。現在、匝瑳市の魅
力発信と地域活性化のため活動中。第4回

ご当地グッズ製作、空き家対策など、
さまざまな活動を予定しています。多
くの人の参加をお待ちしています。

＼
大
匝
力

「
仮
想
未
来
予
想
絵
巻
」の
一
部
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