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令
和
と
い
う
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
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め
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県
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迎
え
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児
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未
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た
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行
わ
れ
た
取
り

組
み
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　「県民の日」を中心に県や市町村、民間の施設
などで入館・入園料が無料化され、多くの方に
各施設を訪れていただきました。県有施設の無
料化の取り組みは、今後、毎年実施されます。

　このほかにも、県内各地の学校で子どもたち
が鹿児島の歴史や文化を学び、郷土への理解と
関心を深める取り組みなども行われました。

　私たち鹿児島玉龍高校の生徒は、西郷隆盛の墓がある南州神社
をはじめとする周辺地域の清掃活動を行っています。その中で、知
らなかった歴史や、地域の人々の温かさに気づくことができ、鹿児
島をもっと好きになりました。鹿児島を住みよく、たくさんの人に
来てもらえる場所にするため、みんなで鹿児島の魅力を再発見し、
魅力あふれる鹿児島を全国に届けたいです。

鹿児島を多くの人が訪れる場所へ

鹿児島市立
鹿児島玉龍高等学校２年

辻 和真さん

出水市立大川内小学校６年
葛 賢伸さん

南九州市立川辺小学校６年
堂薗 莉亜那さん

湧水町立栗野小学校６年
佐土原 大志さん

　私の夢は、故郷の曽於市で助産師として活躍する
ことです。曽於市には助産院や出産できる産婦人科
がないため、妊婦さんが地元で安心して出産できる
よう、お手伝いしたいと考えています。明治維新か
ら150年。新しい時代を築くべく活躍した志士の熱
い思いを引き継ぐのは私たちです。故郷を思う強い
気持ちと人を思いやる優しい気持ちを持って、夢へ、
鹿児島の未来へと歩んでいきます。

助産師として地域を支えたい

曽於市立大隅中学校３年
戸越 和望さん

　「結いの心」とは、奄美の人々の助け合いの精神か
ら生まれた言葉です。終戦の翌年、米軍統治下に置
かれて人々の生活は困窮しましたが、「結いの心」で
助け合いました。奄美は現在、世界自然遺産登録を
目指し動いています。今こそ郷土の魅力を再認識し、
世界に発信するチャンスです。奄美、そして鹿児島
全体の発展に向け、「結いの心」をモットーに、若
者のリーダーとなって活動していきたいです。

「結いの心」をモットーに奄美を発展させたい
ゆ

県立大島高等学校１年
岩原 真咲さん

　ビッチョとは、種子島の川にいるエビのことです。
自然に囲まれた種子島で、私は生まれ育ちました。
島には「世界一美しい発射場」と呼ばれる海岸線に
面したロケット発射場があり、打ち上げの日には観
光客が押し寄せて活気づきます。未来を考える上で、
世界遺産の屋久島や、私の住む種子島の役割は非
常に大きいと思います。故郷の良さを発信しながら、
ビッチョが泳ぐ豊かな自然を守っていきたいです。

種子島の自然を守りたい

中種子町立中種子中学校３年
日髙 優理さん

　2020年3月の完成に向け、建設が進んでいる
鶴丸城御楼門。皆さんに完成を楽しみにしても
らえるよう、「県民の日」に合わせ、建設地で御
楼門の実物大全景シートのライトアップを開
始しました。（日没～午後10時）
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なぜ7月14日なの？
　鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置
県布告日が7月14日であったことから、
この日を「県民の日」としました。

なぜ 7 月 14 日なの？
　鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置
県布告日が7月14日であったことから、
この日を「県民の日」としました。

県民の日の由来県民の日の由来県民の日の由来

鹿児島の歴史を学ぶ来館者（歴史資料センター黎明館）

ライトアップされた実物大全景シート
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　私の父は、皮まで食べられる「神バナナ」を栽培しています。メディ
アで紹介され、最近は全国から注文がきていて、こんな素晴らしい仕
事をしている父を誇らしく思います。鹿児島は、全国でも有数の農業
県です。食料を輸入に頼っている今、日本をリードしていくのは鹿児島
かもしれません。「神バナナ」のように、まだ知られていない鹿児島の
素晴らしさを広めるために、鹿児島を知り、多くの人と交流したいです。

鹿児島の素晴らしさを広めたい

　ぼくの特技は剣玉です。昨年、南部九州代表として、全国大会に
出場しました。ぼくには「剣玉で鹿児島を元気にしたい。」という夢
があります。剣玉一つあれば、どこでも、誰とでも楽しくコミュニ
ケーションを図ることができます。また、剣玉には、集中力を高め
る効果もあります。技術を磨き、多くの人に素晴らしさを伝えるこ
とで、鹿児島を元気にしたいです。

剣玉で鹿児島を元気にしたい

　関ヶ原の戦いで敵中突破して鹿児島に帰ってきたことで有名な島
津義弘公は、湧水町の松尾城に５年間住んでいたそうです。義弘公
をはじめ、たくさんの偉人が鹿児島から出ています。調べると、どの
偉人も日本や鹿児島のために懸命に働いてきたことが分かります。
　ぼくは、鹿児島に役立つ人になるため、高い技術を身につけたエン
ジニアを目指し、勉強を頑張ります。

鹿児島の偉人を見習って役立つ人に
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「県民の日」にちなんだ取
り組み

問い合わせ先
県庁文化振興課　℡.099-286-2534

子どもたちのメッセージ全文は
県ホームページでご覧いただけます

鹿児島のシンボル 桜島

ホームペ
ージは

コチラ

11 10Graph KAGOSHIMAGraph KAGOSHIMA


