
362014. ６月号

発
行
▼ 

高
島
市　
　

編
集
▼ 

政
策
部
秘
書
広
報
課

〒
５
２
０-

１
５
９
２  

滋
賀
県
高
島
市
新
旭
町
北
畑
５
６
５
番
地

０
７
４
０
（
２
５
）
８
０
０
０
㈹

h
ttp
://w

w
w
.city.ta

ka
sh
im
a
.lg
.jp

t-in
fo
@
city.ta

ka
sh
im
a
.lg
.jp

114

平成26年

月号
173

６

不要になった広報誌は、「その他古紙」として
古紙回収日に出してください。

　今年のＧＷは、一歳の末っ
子が病気で入院することに
なり、ずっと病院で過ごし

ました。本人にはしんどい入院だった
と思いますが、普段こんなにべったり
接することもないので、私としては、
よい機会になったとも思います。おか
げで、より懐いてくれたような気も？　
今号の特集は男女共同参画がテーマ。
今回のことで協力することの大切さを
再認識しました。まだまだ家事などで
きていませんが少しずつできることを
増やしていければと思います。（Ｓ）

　
平
成
25
年
９
月
の
台
風
18
号
に
よ
る

影
響
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
大
き
な
被

害
を
与
え
、
そ
の
爪つ
め
あ
と痕
は
今
も
な
お

各
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
、
自
然
の
影
響
に
よ
る
痕こ
ん
せ
き跡
を
古
代

の
遺い
せ
き跡
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
特
に
、
琵
琶
湖
の
湖
底
に
存
在
す

る
遺
跡
は
、
自
然
の
猛も
う
い威
に
よ
る
影
響

を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。

　　

高
島
市
萩
の
浜
の
沖
合
に
は

「
三み
つ
や
せ
ん
げ
ん
い
せ
き

ツ
矢
千
軒
遺
跡
」
と
呼
ば
れ
る
湖

底
遺
跡
が
存
在
し
ま
す
が
、
昭
和
２
年

刊
行
の
『
高
島
郡
誌
』
に
は
次
の
よ
う

な
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
「
鯰な
ま
ず
が
わ川は
元
は
大お
お
み
つ
や
む
ら

三
ツ
矢
村
と
称
す
。

古ふ
る
く、

大
三
ツ
矢
、
小こ
み
つ
や

三
ツ
矢
と
て
湖
辺

に
二
村
あ
り
。
大
三
ツ
矢
は
船
持
問

屋
も
あ
り
て
、
永
田
村
よ
り
寅と
ら
う卯
に

あ
り
て
葮よ
し
じ
ま島

よ
り
百
ひ
ゃ
っ
け
ん
ば
か
り

間
許
も
沖
に
在

り
し
な
り
。
其そ
の
む
ら
あ
と

村
址
は
水
底
に
石
垣

一い
っ
ち
ょ
う
と

町
斗
も
あ
り
、
石
橋
も
あ
り
、
旱か
ん
す
い水

の
時
は
五
ご
し
ゃ
く
ば
か
り

尺
許
の
水
底
な
り
。
某
年
今

湖
底
遺
跡
か
ら
み
る

自
然
の
猛
威

湖
底
遺
跡
か
ら
み
る

自
然
の
猛
威

の
地
に
移
り
て
鯰
川
と
称
す
。
小
三
ツ

矢
は
青
柳
村
大
字
下
小
川
の
三
ツ
矢
な

り
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
昔
、

大
三
ツ
矢
村
な
る
村
が
湖
辺
の
一
部
陸

化
し
た
葮
島
よ
り
１
８
０
ｍ
ほ
ど
沖
合

に
あ
り
、
湖
底
に
は
石
垣
、
石
橋
も
あ

る
が
、
冠
水
時
に
は
１
５
０
㎝
ほ
ど
水

が
漬つ

く
こ
と
か
ら
、
あ
る
年
に
鯰
川
に

移
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
近
年
、
滋
賀
県
立
大
学
林
研
究
室
に

よ
る
水
中
考
古
学
の
調
査
が
実
施
さ

れ
、
今
の
湖
岸
か
ら
50
ｍ
の
沖
合
に
、

長
さ
約
80
ｍ
、
幅
６
～
11
ｍ
の
石せ
き
る
い塁

（
石
を
積
み
上
げ
て
造
っ
た
防
波
堤
）

が
確
認
さ
れ
、
石
塁
は
15
世
紀
後
半
～

16
世
紀
頃
に
作
ら
れ
た
石
仏
や
五ご
り
ん
と
う
輪
塔

の
石
材
が
使
わ
れ
て
い
る
と
判
明
し
ま

し
た
。
ま
た
、
石
塁
か
ら
南
東
へ
約

１
６
０
ｍ
の
地
点
で
は
、
垂
直
に
立
つ

角
柱
や
木
杭
、
立
り
ゅ
う
ぼ
く
こ
ん

木
根
、
石
列
が
確
認

さ
れ
る
と
共
に
、
湖
底
か
ら
湖
岸
に
か

け
て
古
代
～
近
世
の
土
器
片
が
多
く
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
遺
構
や
遺
物
の
年
代

に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
痕
跡
は
大
三
ツ
矢
村
に
伴
う
も
の
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
新
旭
町
針
江
の
湖
辺
に
は
、

「
針は
り
え
は
ま
い
せ
き

江
浜
遺
跡
」
と
呼
ば
れ
る
湖
底
遺

跡
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
湖
岸
か
ら

約
１
０
０
ｍ
の
沖
合
に
形
成
さ
れ
た

浜ひ
ん
て
い
じ
ょ
う

堤
上
に
営
ま
れ
た
弥
生
時
代
の
集

落
跡
で
す
が
、
発
掘
調
査
に
よ
り
、
琵

琶
湖
の
水
位
が
上
昇
し
た
痕
跡
や
、
大

地
震
に
よ
る
亀
裂
と
液
状
化
現
象
の

「
噴ふ
ん
さ
こ
ん

砂
跡
」
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
稲
作
を
始
め
て
以
来
、
水
位
の
上
昇

や
大
地
震
と
い
っ
た
自
然
の
猛
威
に
直

面
し
な
が
ら
も
農
耕
地
と
し
て
利
用
さ

れ
続
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。　

　
こ
れ
ら
二
つ
の
遺
跡
が
、
な
ぜ
琵
琶

湖
の
底
に
眠
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、

そ
の
原
因
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
琵
琶
湖
の
水
位
変
化
や
地
震
に
よ

る
液
状
化
な
ど
が
影
響
し
て
い
た
よ
う

で
す
。

　　
今
も
昔
も
、
自
然
の
猛
威
は
私
た
ち

の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た

こ
と
を
湖
底
遺
跡
は
語
り
ま
す
。
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