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１

今
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

井
上
さ
ん
が
、
森
田
先
生
へ
最
初
に
話
し
か
け
た
理
由
は
何
で
し
た
か
。
次
の
文
の
（

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。

(1)

（

）
に
関
す
る
（

）
が
気
に
な
っ
た
か
ら
。

佐
藤
さ
ん
は
、
自
分
の
考
え
を
井
上
さ
ん
や
森
田
先
生
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
あ
る
工
夫
を
し
て
話
し
て
い
ま
し
た
。
佐
藤
さ
ん
の
工
夫
と
し

(2)
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

難
し
い
言
葉
を
分
か
り
や
す
い
言
葉
に
直
し
て
話
し
て
い
る
。

イ

身
近
な
体
験
を
根
拠
と
し
て
、
自
分
の
考
え
を
話
し
て
い
る
。

き
ょ

ウ

相
手
の
反
応
を
み
て
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
話
し
て
い
る
。

く

エ

他
の
人
と
自
分
と
の
考
え
の
違
い
を
明
確
に
し
て
話
し
て
い
る
。

井
上
さ
ん
は
、
森
田
先
生
や
佐
藤
さ
ん
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
と
り
ま
し
た
。
メ
モ
の
中
の
（

）
に
共
通
し
て
当
て
は
ま
る
言

(3)
葉
を
書
き
な
さ
い
。

【
井
上
さ
ん
の
メ
モ
】

森
田
先
生

○

「
こ
こ
ろ
」
や
「
思
い
」
は
他
人
に
は
見
え
な
い
。

○

（

）
に
移
し
た
と
き
に
、
優
し
い
気
持
ち
が
伝
わ
る
。

佐
藤
さ
ん

○

「
こ
こ
ろ
」
や
「
思
い
」
は
、
そ
れ
を
（

）
に
移
し
た
と

き
に
美
し
い
姿
と
な
っ
て
表
れ
る
。

二
人
の
話
の
共
通
点

◎

「
こ
こ
ろ
」
や
「
思
い
」
は
、
（

）
し
な
い
と
他
の
人
に

伝
わ
ら
な
い
。
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話
し
合
い
の
最
後
で
、
井
上
さ
ん
か
ら
、
「
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
言
葉
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
質
問
さ
れ
た
佐
藤
さ
ん
は
、
イ
ン
タ
ー

(4)
ネ
ッ
ト
で
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次
の
「
行
為
の
意
味
」
と
い
う
詩
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
佐
藤
さ
ん
は
、
詩
を
読
ん

こ
う

い

で
心
に
残
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
こ
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
話
そ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
だ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。

あ
と
の
〔
条
件
〕
に
し
た
が
っ
て
実
際
に
話
す
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

（
宮
澤
章
二
「
行
為
の
意
味
」
に
よ
る
。
）

〔
条
件
〕

①

詩
「
行
為
の
意
味
」
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
く
こ
と
。

②

あ
な
た
の
考
え
の
根
拠
と
し
て
、
詩
「
行
為
の
意
味
」
か
ら
、
心
に
残
っ
た
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
。

①

実
際
に
先
生
や
友
達
と
の
話
し
合
い
の
中
で
話
す
よ
う
に
書
く
こ
と
。
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２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
文
の

―
線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

―
線
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

(1)
①

単
位
を
メ
ー
ト
ル
に
換
算
す
る
。

②

会
議
の
議
長
に
承
認
さ
れ
る
。

③

フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
を
走
破
し
た
。

④

空
が
鮮
や
か
な
色
で
染
ま
る
。

⑤

画
用
紙
に
斜
め
の
線
を
引
く
。

⑥

紙
が
水
分
を
き
ゅ
う
し
ゅ
う
す
る
。

⑦

久
し
ぶ
り
の
き
ゅ
う
か
を
楽
し
む
。

⑧

大
役
を
こ
こ
ろ
よ
く
引
き
受
け
た
。

⑨

柱
時
計
が
正
確
に
時
を
き
ざ
む
。

⑩

春
の
日
差
し
を
全
身
に
あ
び
る
。

次
の
よ
う
に
「
秋
」
を
楷
書
と
行
書
で
書
い
た
場
合
の
行
書
の
特

徴

を
、
あ
と
の
文
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
し
た
ら
、
（

）
の
中
に
は
、
ど
の
よ

か
い

ち
ょ
う

(2)
う
な
言
葉
が
入
り
ま
す
か
。
適
切
な
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。

【
楷
書
】

【
行
書
】

秋

秋

説
明
…
「
秋
」
を
行
書
で
書
い
た
場
合
、
（

）
画
目
は
、
点
画
が
（

）
。

次
の
文
の
主
語
に
当
た
る
文
節
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
カ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(3)

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

秋
に

な
っ
て

樹
木
が

真
っ
赤
に

色
づ
い
て

き
た
。
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次
の
会
話
文
の
（

）
に
接
続
詞
「
で
も
」
を
使
っ
た
と
き
、
山
下
さ
ん
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の

(4)
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

内
田
「
な
ん
だ
か
元
気
が
な
い
ね
。
来
週
の
日
曜
日
は
野
球
の
対
外
試
合
だ
ろ
う
。
」

山
下
「
う
ん
。
そ
う
な
ん
だ
。
初
め
て
の
試
合
な
ん
だ
。
（

）
、
が
ん
ば
る
よ
。
」

内
田
「
が
ん
ば
っ
て
ね
。
応
援
し
て
い
る
よ
。
」

ア

初
め
て
の
対
外
試
合
な
の
で
、
や
る
気
が
な
い
。

イ

初
め
て
の
対
外
試
合
な
の
で
、
や
る
気
が
あ
る
。

ウ

初
め
て
の
対
外
試
合
な
の
で
、
楽
し
み
で
あ
る
。

エ

初
め
て
の
対
外
試
合
な
の
で
、
不
安
で
あ
る
。

読
書
を
し
て
い
る
と
、
文
章
中
に
「
和
洋
折
衷
」
と
い
う
熟
語
が
出
て
き
ま
し
た
。
「
衷
」
の
読
み
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
漢
和
辞
典
で
調
べ
た
と

(5)
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
漢
和
辞
典
を
引
き
ま
す
か
。
「
～
索
引
で
～
を
調
べ
る
。
」
と
い
う
形
で
書
き

の

さ
く
い
ん

な
さ
い
。

【
漢
和
辞
典
に
載
っ
て
い
た
内
容
】
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３

石
田
さ
ん
の
学
級
で
は
、
国
語
で
古
典
の
学
習
を
し
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
は
「
今

昔

物
語
」
の
一
部
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

こ
ん
じ
ゃ
く

今
は
昔
、
高
陽
親
王
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い
ま
し
た
。
こ
の
方
は
、
た
い
そ
う
細
工
物
（
手
の
こ
ん
だ
家
具
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
）
が
じ
ょ
う
ず
で
し
た
。
京

か

や

の

み

こ

さ
い

く

に
、

京

極
寺
と
い
う
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
方
が
お
建
て
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
あ
る
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
年
は
、
少
し
も
雨
が
降
ら
ず
、
多
く
の
田
が

き
ょ
う
ご
く

じ

か
ら
か
ら
に
な
っ
て
、
苗
も
赤
茶
け
て
、
今
に
も
枯
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

か

【
古
文
】

【
現
代
語
訳
】

し
か
る
に
、
高
陽
親
王
こ
れ
を
構

た
ま
ひ
け
る
や
う
、
長
け
四

尺

ば
か
り
な
る

童

そ
の
よ
う
す
を
見
た
高
陽
親
王
は
、
な
に
か
い
い
知
恵
は
な

①
か
ま
へ

た

し
や
く

わ
ら
は

い
か
と
、
思
案
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
身
長
四
尺
（
一
尺
は
約

の
左
右
の
手
に

器

を

捧

て
立
て
る
形
を

造

て
、
こ
の
田
の
中
に
立
て
、
人
そ
の
童

三
十
セ
ン
チ
）
ば
か
り
の
子
ど
も
が
、
両
手
に
器
を
さ
さ
げ
も

う
つ
は
も
の

さ
さ
げ

か
た

つ
く
り

っ
て
、
立
っ
て
い
る
か
ら
く
り
人
形
を
つ
く
り
、
こ
の
田
の
中

の
持
た
る
器
に
水
を
入
る
れ
ば
、
盛
受
て
は

即

ち
顔
に
流
し
か
く
る
構
を
造
た
り
け
れ

に
立
て
ま
し
た
。
だ
れ
か
が
、
人
形
の
持
っ
て
い
る
器
に
、
水

も
り
う
け

す
な
は

を
い
っ
ぱ
い
に
い
れ
る
と
、
そ
の
水
を
自
分
の
顔
に
か
け
る
、

ば
、
こ
れ
を
見
る
人
、
水
を
汲
て
、
こ
の
持
た
る
器
に
入
る
れ
ば
、
盛
受
て
顔
に
流
し
か

と
い
う
し
か
け
で
す
。

く
み

こ
れ
を
見
た
人
が
、
水
を
く
ん
で
、
人
形
の
持
っ
て
い
る
器

け
流
し
か
け
す
れ
ば
、
こ
れ
を

興

じ
て
聞
継
つ
つ
、
京

中
の
人
市
を
成
し
て

集

て
、

に
い
れ
る
と
、
人
形
は
、
そ
れ
を
う
け
て
は
自
分
の
顔
に
か
け

②
き
よ
う

き
き
つ
ぎ

き
や
う
ぢ
う

③
い
ち

な

あ
つ
ま
り

ま
す
。
人
び
と
は
お
も
し
ろ
が
っ
て
、
水
を
く
ん
で
き
て
は
、

水
を
器
に
入
れ
て
、
見
興
じ
の
の
し
る
こ
と

限

な
し
。
か
く
の
ご
と
く
す
る
間
に
、
そ

器
に
水
を
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
評
判
に
な
り
、
次
つ
ぎ

④

か
ぎ
り

と
都
じ
ゅ
う
の
人
び
と
が
、
大
勢
、
集
ま
っ
て
き
て
、
器
に
水

の
水
自
然
ら
、
田
に
水
多
く
満
ぬ
。
そ
の
時
に
童
を
取
隠
し
つ
。

を
い
れ
て
は
、
お
も
し
ろ
が
っ
て
大
さ
わ
ぎ
を
し
ま
し
た
。

お
の
づ
か

み
ち

と
り
か
く

そ
う
す
る
う
ち
に
、
水
が
、
田
ん
ぼ
に
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

ま
た
、
水
乾
き
ぬ
れ
ば
、
童
を
取
出
し
て
田
の
中
に
立
て
つ
。

し
た
。
そ
こ
で
、
高
陽
親
王
は
、
人
形
を
片
づ
け
さ
せ
ま
し

か
わ

た
。
ま
た
、
田
が
か
わ
い
て
く
る
と
、
人
形
を
と
り
だ
し
て
、

し
か
れ
ば
ま
た
前
の
ご
と
く
人
集
て
、
水
を
入
る
る
程
に
、

田
の
中
に
立
て
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
前
の
よ
う
に
大
勢
の
人
び

さ
き

ほ
ど

と
が
集
ま
っ
て
水
を
い
れ
る
の
で
、
た
ち
ま
ち
、
田
に
水
が
満

田
に
水
満
ぬ
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
そ
の
田
つ
ゆ
焼
け
ず
し
て

ち
あ
ふ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
京
極
寺
の
田
は
、
少
し
も
か
ん

害
を
う
け
ず
に
、
実
り
豊
か
な
秋
を
む
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま

な
む
止
に
け
る
。

し
た
。

や
み

な
ん
と
、
う
ま
い
仕
掛
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
高
陽
親
王
の
細
工
じ
ょ
う
ず
の
た
ま
も
の
だ
、
と
人
び
と
は
ほ
め
て
、
語
り
伝
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

⑤
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高
陽
親
王
が
つ
く
っ
た
か
ら
く
り
人
形
を
見
た
人
た
ち
は
、
か
ら
く
り
人
形
の
仕
掛
け
に
興
味
を
も
っ
て
何
度
も
試
し
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
が
分
か
る
部

(1)
分
を
、
【
古
文
】
の
中
か
ら
八
字
で
書
き
出
し
な
さ
い
。
（
句
読
点
を
含
ま
な
い
。
）

石
田
さ
ん
は
、
【
古
文
】
と
【
現
代
語
訳
】
と
を
何
度
も
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
昔
と
現
代
と
で
は
意
味
が
異
な
る
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

(2)
現
代
と
意
味
が
異
な
る
言
葉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

―
線
①

[

構
」
は
、
現
代
は
組
み
立
て
る
な
ど
の
意
味
で
使
う
。
古
文
で
は
、
計
画
す
る
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

イ

―
線
②
「
興
じ
」
は
、
現
代
は
遊
び
に
興
じ
る
な
ど
の
意
味
で
使
う
。
古
文
で
は
、
お
も
し
ろ
い
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

ウ

―
線
③
「
市
」
は
、
現
代
は
人
が
多
く
集
ま
る
所
な
ど
の
意
味
で
使
う
。
古
文
で
は
、
大
勢
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

エ

―
線
④
「
の
の
し
る
」
は
、
現
代
は
批
判
す
る
な
ど
の
意
味
で
使
う
。
古
文
で
は
、
評
判
に
な
る
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

―
線
⑤
に
「
う
ま
い
仕
掛
け
」
と
あ
り
ま
す
が
、
高
陽
親
王
は
乾
い
た
田
に
水
を
満
た
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
し
た
の
で
す
か
。
簡
潔
に
説

(3)
明
し
な
さ
い
。

石
田
さ
ん
は
、
「
か
ら
く
り
」
に
興
味
を
も
ち
、
国
語
辞
典
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次
の
資
料
を
見
付
け
ま
し
た
。
石
田
さ
ん
は
、
「
今

(4)
昔
物
語
」
の
か
ら
く
り
人
形
と
現
代
の
「
お
ば
け
の
金
太
」
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
、
学
級
の
み
ん
な
に
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た

も
、
あ
と
の
〔
条
件
〕
に
従
っ
て
学
級
で
説
明
す
る
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

【
資
料
１
】
国
語
辞
典
で
調
べ
た
こ
と

【
資
料
２
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
こ
と

か
ら
く
り
【
絡
繰
り
】

お
ば
け
の
金
太

①

糸
や
ぜ
ん
ま
い
、
水
力
な
ど
を
応
用
し
た
仕
掛
け
に
よ
っ
て

首
の
と
こ
ろ
の
ヒ
モ
を
引
く
と
、

も
の
を
動
か
す
こ
と
。
「
―
人
形
」

真
っ
赤
な
顔
の
金
太
さ
ん
が
舌
を
出

②

機
械
な
ど
が
動
く
原
理
。
構
造
。
仕
組
み
。
「
分
解
し
て
―

し
な
が
ら
、
目
玉
を
ぐ
る
り
と
ま
わ

を
調
べ
る
」

し
て
、
人
々
を
ビ
ッ
ク
リ
さ
せ
ま

③

巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
こ
と
。
た
く
ら
み
。
「
―
を
見
抜
く
」

す
。
熊
本
の
郷
土
玩
具
で
す
。

た
く

が
ん

ぐ

〔
条
件
〕

○

【
資
料
１
】
の
「
か
ら
く
り
」
の
意
味
を
参
考
に
し
て
、
「
今
昔
物
語
」
の
か
ら
く
り
人
形
と
【
資
料
２
】
の
「
お
ば
け
の
金
太
」
の
共
通

点
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。

○

「
か
ら
く
り
」
に
対
す
る
人
々
の
見
方
や
感
じ
方
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
学
級
の
み
ん
な
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。
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４

平
成
二
十
五
年
秋
に
熊
本
県
で
「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
次
の
「
基
本
構
想
」
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

さ
い

第３３回全国豊かな海づくり大会～くまもと～基本構想

１ 開催意義

熊本県は、九州のほぼ中央に位置し、雄大な阿蘇を含む「阿蘇くじゅう国立公園」、
あ そ

大小１２０の島々からなる「雲仙天草国立公園」の２つの国立公園を持ち、日本最大の
うんぜん

干潟を有する有明海、内湾で東シナ海に湾口を開く八代海、対馬暖流の影響を強く受け
ひ がた ないわん わんこう つ しま

る魚の宝庫天草灘の３つの海域に面しています。
なだ

このように①特徴の異なる海域に面した本県では、それぞれの漁場の特性に応じ、様

々な沿岸漁業や魚類、ノリ等の養 殖 業が盛んに営まれています。
しょく

しかし、近年は、漁場環境の変化や水産資源の減少、さらに、赤潮による甚大な漁業
じんだい

被害が発生するなど、本県水産業の置かれた状況は悪化しています。

②こうした状況から、水産業の活力を取り戻すことが急務となっており、漁場環境の

改善や水産資源の回復等に取り組み、将来にわたって水産業の健全な発展を目指してい

るところです。

また、かつて水俣病が発生した本県南部の水俣・芦北地域については、既に水俣湾の
すで

環境復元が完了し、国内の他の水域と変わらぬ清らかな海となっています。( ③ )、

今でも公害被害地域というイメージは拭いきれていないことから、水俣の海が素晴らし
ぬぐ

い豊かな海であることの発信も必要です。

このような中、本県において「全国豊かな海づくり大会」を開催することは、本県の

特色ある水産業の魅 力 を全国に向かって発信するとともに、水俣の海の再生と熊本の
み りょく

豊かな海を広く理解していただくことにもつながる絶好の機会になります。

２ 基本方針

（１）

（２）自然環境の保全と再生した水俣の海の情報発信

（３）

（４）熊本ならではの心のこもった大会

３ 大会の概要 【過去に行われた放流行事】

（１）開 催 時 期 平成２５年１０月～１１月の土曜・日曜日の２日間

（２）開 催 場 所 式典行事：熊本市

放流行事：水俣市、熊本市、天草市

歓迎行事：熊本市
かんげい

（３）大会参加者 招待者（約２千人）、その他プレイベント参加者、県内各地での関連

行事参加者等

（４）行事内容 ア 式典行事（団体表彰 、作文発表、決意表明、伝統芸能の披露など）
しょう ひ ろう

イ 放流行事（本県の主要魚種等の稚魚を放流）
ち

ウ 海上歓迎行事（伝統漁法の「うたせ船」等による海上パレード）

エ 歓迎レセプション（本県の農林水産物を豊富に使ったおもてなし）

オ 関連行事（本県の水産業や環境保全などの取組、本県の特産品や文

化などの魅力の紹介）

（５）大会テーマ 「育もう 生命かがやく 故郷の海」
はぐく い の ち ふるさと

（６）大会ｷｬﾗｸﾀｰ くまモンを活用
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―
線
①
に
「
特
徴
の
異
な
る
海
域
」
と
あ
り
ま
す
が
、
熊
本
県
は
ど
の
よ
う
な
海
域
に
面
し
て
い
ま
す
か
。
右
の
基
本
構
想
の
中
か
ら
海
域
名
を
探
し
、

(1)
す
べ
て
書
き
な
さ
い
。

―
線
②
に
「
こ
う
し
た
状
況
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
、
熊
本
県
の
水
産
業
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
。
右
の
基
本
構
想
の
中
の
言
葉
を
使
っ

(2)
て
説
明
し
な
さ
い
。

右
の
基
本
構
想
の
中
の
（

③

）
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(3)
ア

だ
か
ら

イ

ま
た

ウ

し
か
し

エ

つ
ま
り

右
の
基
本
構
想
の
中
の
「
２

基
本
方
針
」

～

は
、
「
１

開
催
意
義
」
の
内
容
に
沿
っ
て
順
番
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
基
本
方
針

・

に
当
て
は

(4)

(1)

(3)

(1)

(3)

ま
る
言
葉
を
、
「
１

開
催
意
義
」
の
中
の
言
葉
を
使
っ
て
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。
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○

県
で
は
、
「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
～
く
ま
も
と
～
」
の
開
催
を
県
内
外
に
効
果
的
に
宣
伝
す
る
た
め
、
新
聞
な
ど
に
広
告
を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。
熊

け
い
さ
い

本
県
営
業
部
長
で
あ
り
、
こ
の
大
会
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
も
あ
る
「
く
ま
モ
ン
」
か
ら
、
あ
な
た
に
新
聞
広
告
の
原
稿
作
成
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
平
成

二
十
三
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
二
〇
一
一
熊
本
」
の
広
告
を
参
考
に
し
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
、
新
聞
広
告
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
二
〇
一
一
熊
本
」
の
広
告
】

し

れ い

く わ
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右
の
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
二
〇
一
一
熊
本
」
の
広
告
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
キ
か
ら
四
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(5)
ア

検
索
方
法

イ

会
場
名

ウ

主
催
者
名

エ

大
会
名

オ

期
日

カ

大
会
テ
ー
マ

キ

競
技
名

右
の
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
二
〇
一
一
熊
本
」
の
広
告
は
、
ど
の
よ
う
な
相
手
や
目
的
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
「
～
に
向
け
て
、
～
す
る

(6)
た
め
」
と
い
う
形
で
相
手
や
目
的
を
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。

次
に
あ
る
の
は
、
あ
な
た
が
作
る
「
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」
の
新
聞
広
告
の
案
で
す
。
く
ま
モ
ン
か
ら
、

Ａ

の
部
分
を
相
手
や
目
的
に
応
じ
て

(7)
書
く
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
ど
の
よ
う
な
内
容
を
書
き
ま
す
か
。
下
に
あ
る
【
く
ま
モ
ン
か
ら
の
お
願
い
】
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

【
く
ま
モ
ン
か
ら
の
お
願
い
】

平
成
二
十
五
年
秋
開
催

育
も
う

生
命
か
が
や
く

故
郷
の
海

は
ぐ
く

い

の

ち

ふ

る

さ

と

Ａ

詳しくは、

大会ホームページで、 熊本 豊かな海づくり ←検索

①

全
体
を
二
段
落
で
構
成
し
、
一
段
落
目
に
は
、
熊
本
県

の
水
産
業
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
開
催
の
基
本
方
針
に
つ

ふ

い
て
分
か
り
や
す
く
書
く
こ
と
。

②

二
段
落
目
に
は
「
熊
本
な
ら
で
は
の
心
の
こ
も
っ
た
大

会
」
に
す
る
た
め
に
、
予
定
さ
れ
て
い
る
行
事
の
一
部
を

紹
介
し
、
参
加
を
呼
び
か
け
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

③

新
聞
に
掲
載
す
る
広
告
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
百

字
以
上
百
四
十
字
以
内
で
ま
と
め
、
漢
字
や
言
葉
づ
か
い

な
ど
の
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
書
く
こ
と
。

「
よ
ろ
し
く
お
願
い
す
る
モ
ン
」


