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憲
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作
文
コ
ン
ク
ー
ル

　

わ
た
し
は
、
東
京
に
遊
び
に
行
っ

た
と
き
に
う
れ
し
い
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
東
京
の
デ
パ
ー
ト
の
食
品
売

り
場
で
、
見
つ
け
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
伊
達
市
で
作
っ
て
い

る
桃
の
ジ
ュ
ー
ス
で
す
。
た
く
さ
ん

商
品
が
あ
る
中
で
、
見
た
こ
と
の
あ

る
ピ
ン
ク
色
の
缶
の
デ
ザ
イ
ン
が
目

に
と
ま
り
、
う
れ
し
く
て
お
母
さ
ん

に
も
教
え
ま
し
た
。
遠
く
は
な
れ
た

東
京
に
伊
達
市
で
作
ら
れ
て
い
る
桃

の
商
品
が
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ

こ
ら
し
く
思
え
、
多
く
の
人
に
買
っ

て
ほ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

伊
達
市
に
は
お
い
し
い
果
物
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
年
を
通
し
て

桃
や
り
ん
ご
、
さ
く
ら
ん
ぼ
な
ど
い

ろ
ん
な
種
類
の
果
物
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
果
物
だ
け
で

な
く
野
菜
も
た
く
さ
ん
の
種
類
が
と

れ
ま
す
。
わ
た
し
は
ト
マ
ト
が
大
好

き
で
す
。
ト
マ
ト
は
い
つ
も
お
店
で

買
っ
て
き
ま
す
が
家
で
ト
マ
ト
を

作
っ
て
い
る
人
か
ら
、
た
く
さ
ん
も

　

ど
の
場
所
で
も
、
自
然
や
歴
史

は
守
り
継
い
で
い
か
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
ど
の
場
所
で
も
、
人
々

が
豊
か
に
暮
ら
す
た
め
の
努
力
を

し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

私
が
住
む
伊
達
市
も
同
じ
で
す
。

伊
達
市
に
は
、
霊
山
太
鼓
ま
つ
り

や
桃
畑
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

健
幸
都
市
実
現
の
た
め
の
取
り
組

み
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
続
け
て
い
く
に
は
必
ず
人
々
の

手
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
太
鼓
を

た
た
く
人
の
手
、
桃
を
育
て
る
人

の
手
、
健
幸
都
市
を
計
画
し
実
行

す
る
人
の
手
な
ど
、
人
々
の
手
が

あ
れ
ば
守
り
継
い
で
い
く
こ
と
や

豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
手
が
少

な
す
ぎ
る
と
、
支
え
る
力
が
小
さ

く
、
長
く
続
け
る
こ
と
は
難
し
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

支
え
る
手
の
数
を
増
や
し
た
り
支

　

市
内
の
小
学
5
、
6
年
生
と
中

学
生
を
対
象
に
市
民
憲
章
作
文
コ

ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。
7

月
に
学
校
を
通
じ
て
作
品
を
募
集

し
、
小
学
生
の
部
2
4
7
点
、

中
学
生
の
部
3
7
3
点
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、

小
学
生
の
部
は
保
原
小
学
校
6
年

生
の
髙
城
若
葉
さ
ん
、
中
学
生

一  まもりましょう  ふるさとの自然と歴史を

一  つなぎましょう  世代の絆とたしかな信頼を

一  そだてましょう  支えあいと思いやりの気持ちを

一  きずきましょう  学ぶ心とゆたかな文化を

一  めざしましょう  すこやかで活力のあるまちを

伊達市民憲章
～心をひとつに～

わたしたちは、緑豊かなふるさとの歴史と伝統に

誇りをもち、協働の精神でさまざまな困難をのり

こえ、健康で安心して暮らせる活力ある「伊達な

まちづくり」をめざし、この憲章を定めます

小
学
生
の
部
　
最
優
秀
賞

「
伊
達
市
の
い
い
と
こ
ろ
」

保
原
小
学
校
　

6
年

　
髙
城 

若
葉 

さ
ん

中
学
生
の
部
　
最
優
秀
賞

「
人
々
の
手
が
支
え
る
未
来
」

霊
山
中
学
校
　

1
年

　
菅
野 

愛
莉 

さ
ん

ら
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
伊
達
市
は

お
い
し
い
果
物
や
野
菜
を
作
っ
て
い

る
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、
他
の
地
域

の
人
に
自
慢
で
き
る
部
分
だ
と
思
い

ま
し
た
。
わ
た
し
は
静
岡
に
四
年
生

と
保
育
園
の
い
と
こ
が
い
ま
す
。
毎

年
、
桃
や
り
ん
ご
の
お
い
し
い
季
節

に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
送
っ
て
い
ま
す
。

「
桃
お
い
し
か
っ
た
よ
。」
と
、
い
と

こ
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
と
う

れ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
今
年

の
夏
休
み
は
、
福
島
に
来
な
か
っ
た

の
で
一
緒
に
遊
べ
ま
せ
ん
で
し
た
が

来
た
と
き
は
伊
達
市
の
い
い
と
こ
ろ

を
た
く
さ
ん
見
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

前
に
い
と
こ
た
ち
が
伊
達
市
に
遊

び
に
来
た
と
き
は
、
保
原
総
合
公
園

に
行
き
ま
し
た
。
い
と
こ
た
ち
は
保

原
総
合
公
園
の
大
き
い
す
べ
り
台
に

お
ど
ろ
い
て
い
ま
し
た
。
一
緒
に
す

べ
り
台
を
何
回
も
す
べ
り
ま
し
た
。

み
ん
な
で
旧
亀
岡
邸
も
見
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
学
校
の
遠
足
で
旧
亀
岡

邸
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
た
の
で
、

旧
亀
岡
邸
の
歴
史
に
つ
い
て
教
え
て

あ
げ
ま
し
た
。
亀
岡
邸
は
、
明
治
30

年
頃
に
建
て
ら
れ
た
亀
岡
正
元
氏
の

住
宅
で
養
蚕
製
造
な
ど
営
み
、
議
員

も
務
め
た
人
で
す
。
今
は
伊
達
市
保

原
町
歴
史
文
化
資
料
館
と
併
設
さ
れ
、

公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
8
年
に

福
島
県
指
定
文
化
財
、
平
成
28
年
に

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
み
ん
な
で
遊
べ
る
公
園
の
中
に
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
建
物
が
あ
る
と

い
う
場
所
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

静
岡
か
ら
来
た
い
と
こ
た
ち
に
伊
達

市
の
す
ば
ら
し
い
公
園
と
歴
史
あ
る

建
物
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

　

東
京
で
伊
達
市
の
桃
の
商
品
を
み

つ
け
て
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
、
静
岡

の
い
と
こ
た
ち
に
伊
達
市
の
い
い
と

こ
ろ
を
見
せ
て
ほ
こ
ら
し
か
っ
た
こ

と
、
な
ど
、
伊
達
市
の
い
い
と
こ
ろ

を
誰
か
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
こ

ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
だ
と
気
づ
き

ま
し
た
。
わ
た
し
が
住
ん
で
い
る
伊

達
市
は
自
然
豊
か
で
食
べ
物
も
お
い

し
い
、
歴
史
の
あ
る
い
い
町
で
す
。

最
近
テ
レ
ビ
で
東
京
に
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
を
出
す
県
が
増
え
て
る
と

聞
き
ま
し
た
。
伊
達
市
の
い
い
と
こ

ろ
を
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
信
で

き
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

え
る
手
を
減
ら
さ
な
い
よ
う
に
し

た
り
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
手

で
支
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
関
心
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
広

告
や
ポ
ス
タ
ー
で
広
め
る
方
法
や

会
や
講
話
を
開
い
て
広
め
る
方
法

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
、
周
り

の
人
に
聞
く
こ
と
も
、
関
心
を
持

ち
、
支
え
る
一
歩
に
つ
な
が
り
ま

す
。
私
は
霊
山
太
鼓
を
し
て
い
て
、

そ
の
き
っ
か
け
は
友
達
の
紹
介
で

し
た
。
そ
し
て
、
お
祭
り
で
太
鼓
を

た
た
い
て
い
る
と
き
に
、
私
は
霊

山
太
鼓
を
守
り
継
ぐ
一
人
な
ん
だ

と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
気

持
ち
は
、
た
く
さ
ん
の
人
に
味
わ
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
。
ま
た
、
自

分
も
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

誇
り
に
思
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
支
え
る
と
い
う

こ
と
は
伊
達
市
の
自
然
や
歴
史
を

守
り
継
ぐ
う
え
で
と
て
も
大
切
な

の
で
す
。

　

で
す
が
、
自
然
を
支
え
て
い
る

人
が
い
る
一
方
、
自
然
を
壊
す
人

も
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
食
べ
残
し

の
汁
や
ご
み
を
流
す
人
の
こ
と
で

す
。
私
の
家
の
近
く
に
川
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
川
に
は
、
鳥
や
魚
が

人
間
た
ち
の
よ
う
に
豊
か
に
暮
ら

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
水
と
一
緒

に
流
れ
て
き
た
ご
み
な
ど
の
せ
い

で
、
魚
も
鳥
も
減
り
水
が
汚
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ご
み
は

人
間
が
出
し
た
ご
み
で
す
。
人
間

が
伊
達
市
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
ら
、

支
え
て
い
る
意
味
が
無
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
歴
史
も
人
が
壊
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
守
っ
て
き
た
人

達
の
苦
労
の
意
味
が
無
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
自
分
が

壊
す
も
と
と
な
っ
て
い
な
い
か
を

見
直
す
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　

今
、
伊
達
市
を
支
え
て
い
る
人

の
心
の
中
に
は
伊
達
市
へ
の
愛
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
愛
が
あ

る
か
ら
支
え
て
続
け
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
伊
達
市
民
と

し
て
見
習
い
、
こ
れ
か
ら
に
生
か

し
伊
達
市
の
未
来
を
支
え
る
お
手

伝
い
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
い
ま

す
。

の
部
は
霊
山
中
学
校
1
年
生
の

菅
野
愛
莉
さ
ん
の
作
品
が
最
優

秀
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

各
部
の
最
優
秀
賞
に
輝
い
た

作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

問 

総
務
課
行
政
管
理
係
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各賞名 氏名 学校・学年

最優秀賞
髙城　若葉 保原小学校 6 年

菅野　愛莉 霊山中学校 1 年

優秀賞

佐藤　愛美 保原小学校 5 年

諏訪　幸也 伊達小学校 5 年

山田　芽依 上保原小学校 6 年

瀨戸　穂香 伊達小学校 6 年

三浦　日向 伊達中学校 2 年

三浦　千穂 月舘中学校 2 年

神田　七海 松陽中学校 2 年

齋藤　雄大 桃陵中学校 2 年

佳作

大槻　あまみ 大田小学校 6 年

角田　羅唯 柱沢小学校 6 年

熊倉　愛子 掛田小学校 6 年

齋藤　颯斗 小手小学校 6 年

髙橋　和暉 松陽中学校 1 年

佐藤　七沖 伊達中学校 3 年

佐藤　亜月 伊達中学校 1 年

関根　蒼海 月舘中学校 1 年

▼受賞者（敬称略）　

郷土を愛する心を育む

　市民憲章作文コンクールは、市内の小中学生が市民憲章を
より身近なものとして理解を深め、郷土愛の心を育むことを
目的として、初めて実施しました。
　作品のテーマは市民憲章の一文「まもりましょう  ふるさと
の自然と歴史を」とし、小中学生合わせて 620 点の応募があ
りました。自らの体験をもとに伊達市の自然や歴史への愛着
をつづった作品など、まっすぐな視点で書き上げた力作が数
多く寄せられました。

1. 表彰状を手にする菅野愛莉さんと杉山忠彦校長（霊山中学校）
/2. 佐藤喜夫校長から表彰状を受け取る髙城若葉さん（保原小学
校）

21

▼合併 10 周年を記念して制定した市民憲章

17 16


