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第 2 期高島市まちづくり推進会議

報　告　書
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〈高島市まちづくり推進会議について〉
　高島市では平成２７年度より「高島市まちづくり推進会議」を設置して、市民と行政が一体となって地
域の課題や振興策について検討することで、市民協働によるまちづくりを推進してきました。

〈表紙と P. ２のイラストについて〉
　第 2 期高島市まちづくり推進会議の１年目（平成２９年度）に、市民と行政が、現状を踏まえた理想の
高島市について考えるワークショップを実施しました。その成果と、市民や市民活動団体、企業、行政な
どへのヒアリング調査の結果から、高島市の暮らしで感じる「豊かさ」の要素を集めて「高島市の将来像」
を作成しました（詳細については P. ３８から P. ４１を参照）。未来に向けた「市民の思い」が詰まっています。

（イラスト：松井亜紀）
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ごあいさつ

　高島市では、平成２７年度から地域課題の共有や解決に向けた取り組みなど
を、市民のお立場で検討いただき、市民協働による魅力あるまちづくりを推進
することを目的に、高島市まちづくり推進会議を設置させていただいておりま
す。
　第２期（平成２９～平成３０年度）の委員の皆様には、高島市の持続可能な
発展に向け、人口減少や社会・経済構造の変化、気候変動などの潜在的な課題
を考慮した「高島市の将来像（2040 年）」を描き、地域の特性や現行の政策な
どとの関係性を整理した上で、将来像へ向かう道筋をデザインしていただきま
した。

　その後、５つのテーマごとにグループに分かれ、「豊かさを感じられる高島」を目標に現状把握のた
めに地域に出向き、実態調査や研究を重ね、市民と行政それぞれに向けたご提案を寄せていただいたと
ころです。
　この提案は、人口減少・少子高齢化と財政の健全化等の課題が山積している市政において、市民と行
政が協力して市民協働によるまちづくりに取り組む上での貴重なヒントになるものと考えます。
　最後に、委員の皆様および滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、総合地球環境学研究所をはじめとす
るコーディネーターの皆様には、２年間にわたり大変お世話になりましてありがとうございました。
心から御礼申し上げます。

高島市長　福井正明

　日頃は、高島市まちづくり推進会議の運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。
 　市民が理想とする「高島市の将来像」をつくるところから始まった「第２期
高島市まちづくり推進会議」。メンバーそれぞれ大変忙しい中、市民が豊かさを
感じる「高島市の将来像」とはどんな地域のことなのかを知り、その実現に向
けて地域の現状や課題を把握するため、アンケートやインタビュー調査等を実
施し、今後のまちづくりに活かす提案等をこの活動報告書にまとめました。
　「まちづくり」とは、まちを大切にする、他の人たちに配慮し、自分ができる
限りまちに関わることではないでしょうか。現在も様々な課題があると思いま

すが、市民、行政が同じ目線、同じ理解のもとに頑張ることが大切なことではないでしょうか。このま
ちづくり推進会議は、市民目線でこれからの市のありかたを、市民協働のまちづくりを進めていく会議
です。私は、この報告書を見た市民の皆さんが、面白そう、自分も関わりたいという気持ちになれるか
どうかが最も大切であると思っています。また、様々な世代や高島のすべての地域の人たちが一緒にま
ちづくりに携わり、地域の特性を活かして一体感のある「まち」を作り上げていってほしいと考えてい
ます。

第２期高島市まちづくり推進会議　委員長　木津陽介
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P. ８　〈地域で支えあうコミュニティづくり〉グループ
「地域が支える子どもが地域を支える高島市」

　あなたにできる地域と子どものつなが
りを考えよう。子どもとコミュニティの
関係から、どんなまちづくりが期待され
ているのか。子育て世代へのアンケート
調査から検討しました。

P. １４　〈多様な働き方ができる〉グループ
「高島市で働く若い世代は何を求めるか」

　高島市に若者が残るためには、市内
で働きたいと思える環境があることが
大事。では、若者はどんな働き方や暮
らし方を求めているのでしょうか。ア
ンケート調査の分析から明らかにします。

P. １８　〈地域で学び育つ〉グループ
「子ども目線でつくる地域で学び育つ場」

　「子ども目線」の学び育つ機会とは何かを
考えるために、高島市で活動する「子ども食
堂」と「冒険遊び場」を対象に、関係者に取
材しました。子どもが生き生きと、いろんな
体験ができる高島市になるための方策を検討
します。

P. ２２　〈高島の文化〉グループ
「高島の伝統文化「神社とお祭り」を活かすまちづくり」

　高島が本来持っている資源を最大限
に活用するまちづくりとして、伝統文
化の「神社とお祭り」を選択して活動
しました。マキノ町「海津力士祭り（海
津・西浜合同祭）」、新旭町「七川祭」、
高島「大溝祭」の関係者にインタビュー
をして、お祭りと地域社会のつながり
を考えました。

P. ３１　〈活かす自然・守る自然〉グループ
「人とつながる小さな農業で自然を活かす」

　高島の豊かな自然を活用するヒントを、家庭
菜園など小さな農業の視点から検討しました。
野菜をおすそわけする関係や、農業にチャレ
ンジする移住者を助ける地元の方の姿が浮か
んできました。身近な自然とのかかわりの可
能性を検討します。

第 1 部の内容紹介
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第 1 部
第２期高島市まちづくり推進会議

グループ活動報告
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テ
ー
マ
の
背
景

　

高
島
市
の
将
来
像
を
描
い
た
時
に
、
今
の

子
ど
も
た
ち
が
将
来
高
島
市
で
暮
ら
し
、
地

域
を
支
え
る
存
在
と
な
り
、
活
躍
し
て
い
る

姿
を
思
い
描
き
ま
し
た
。
そ
の
将
来
像
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の

こ
と
を
思
い
考
え
る
大
人
に
成
長
す
る
こ
と

が
重
要
だ
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。　
　
　
　

　

そ
こ
で
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
地
域
と
関
わ

り
、
地
域
と
つ
な
が
る
経
験
を
し
て
い
る
こ

と
が
、
地
域
を
思
う
心
を
育
む
の
で
は
な
い

か
と
考
え
、
現
在
の
地
域
と
子
ど
も
の
つ
な

が
り
を
調
査
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

活
動
目
的

　
子
育
て
世
代
の
親
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に

子
育
て
を
乗
り
越
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
地
域
（
区
・
自
治
会
な
ど
）
や

制
度
に
何
を
期
待
し
、
支
援
制
度
や
施
設
を

ど
の
程
度
活
用
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
地
域
と
子
ど
も
た
ち
に
は
ど
の
よ

う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
地
域
に
住
ん
で
い
る
方
は
子
育
て

世
帯
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
支
援
を
し
た

い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
実
際
の
意
識
を
把

握
す
る
こ
と
が
、
確
か
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

地
域
資
源
の
活
用
や
施
策
の
検
討
に
必
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
子
育
て
世
帯
を

対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。

活
動
方
法
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
子
育
て
に
関
す
る
制
度
や
現
在
の
市
の
取

り
組
み
を
知
る
た
め
に
、『
高
島
市
子
育
て

応
援
ぶ
っ
く
』（
図
１
）
を
確
認
し
た
。

②
聞
き
取
り
の
結
果
を
踏
ま
え
、
ア
ン
ケ
ー

ト
の
内
容
と
質
問
事
項
を
検
討
し
た
。

③
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

④
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
集
計
・
分
析
結
果
の

共
有
と
考
察

ア
ン
ケ
ー
ト
の
対
象
者
・
項
目
・
配
布

　

高
島
市
内
で
、
新
興
住
宅
地
と
旧
来
か
ら

の
集
落
と
が
混
在
し
て
い
る
新
旭
町
区
域

（
北
小
学
区
）
に
限
定
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。
子
ど
も
の
年
齢
に
応

じ
て
、
地
域
と
子
育
て
世
代
と
の
か
か
わ
り

活
動
テ
ー
マ

地
域
が
支
え
る
子
ど
も
が
地
域
を
支
え
る
高
島
市

　
私
た
ち
「
地
域
で
支
え
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」
グ
ル
ー
プ
は
、
子
育
て
の

側
面
か
ら
地
域
と
子
ど
も
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
掲
げ

た
テ
ー
マ
は
、『
地
域
が
支
え
る
子
ど
も
が
地
域
を
支
え
る
高
島
市
～
あ
な
た
に
も
で

き
る
地
域
と
子
ど
も
の
つ
な
が
り
を
考
え
よ
う
～
』
で
す
。

　
こ
の
テ
ー
マ
に
は
、「
今
、
地
域
の
人
た
ち
で
子
育
て
世
帯
を
支
え
る
こ
と
が
、
結

果
的
に
、
将
来
、
地
域
を
支
え
て
く
れ
る
存
在
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
ん

な
地
域
住
民
同
士
の
支
え
あ
い
が
、
連
綿
と
続
い
て
い
く
高
島
市
に
な
れ
ば
い
い
な
」

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

図１　『高島市子育て応援ぶっく』
　子育てに関する支援制度について、妊娠から出
産、保育園から中学校までの、子育て支援制度がま
とめられている『高島市子育て応援ぶっく』を参考
に確認しました。（http://www.city.takashima.lg.jp/
www/contents/1159754198956/files/kosodate.pdf）
　このパンフレットには、支援制度だけでなく、教
育施設の連絡先、子育て関連施設のマップや相談窓
口情報など、子育てに必要な情報がたくさん掲載さ
れています。

写
真
１　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
検
討
す
る
グ
ル
ー
プ
会
議

地域で支えあうコミュニティづくり
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が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
調
べ
る
た

め
に
、
さ
く
ら
園
、
新
旭
北
小
学
校
、
湖
西

中
学
校
の
園
児
・
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
を

対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。
各
園
、
学
校
へ
必

要
枚
数
を
持
参
し
、
学
校
に
お
い
て
配
布
、

回
収
を
依
頼
し
ま
し
た
。
兄
弟
姉
妹
の
い
る

ご
家
庭
に
つ
い
て
は
、
1
件
の
み
提
出
を
お

願
い
し
ま
し
た
。

　

主
な
質
問
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

• 

基
本
情
報
（
居
住
地
、
居
住
年
数
、
家
族

構
成
、市
内
に
親
が
居
住
し
て
い
る
か
等
）

• 

自
治
会
へ
の
加
入
状
況
（「
い
い
え
」
の

場
合
は
そ
の
理
由
）

• 

自
治
会
お
よ
び
地
域
活
動
へ
の
参
加
状
況

（
参
加
回
数
、
ど
ん
な
地
域
行
事
に
参
加

し
て
い
る
か
、
参
加
理
由
な
ど
）

• 

ご
近
所
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
頻
度

• 

子
育
て
に
お
い
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

期
待
す
る
こ
と

• 

あ
な
た
が
地
域
で
で
き
る
子
育
て
支
援
に

つ
い
て

• 

行
政
が
提
供
し
て
い
る
子
育
て
支
援
制
度

の
利
用
状
況

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
分
析

参
加
行
事

　
「
あ
な
た
の
家
族
は
ど
の
よ
う
な
地
域
行

事
や
地
域
活
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
か
？
」

の
質
問
項
目
に
対
し
て
、
以
下
の
選
択
肢
か

ら
回
答
を
得
た
。

1. 

祭
り
（
祭
事
、
夏
祭
り
、
盆
踊
り
な
ど
）

2. 

子
ど
も
会

3. 

運
動
会
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会

4. 

自
治
会
集
会

5. 

文
化
祭

6. 

防
災
訓
練

7. 

清
掃
活
動

8. 

旅
行

9. 

地
域
サ
ロ
ン
活
動

10. 

そ
の
他

　
地
域
活
動
の
参
加
で
一
番
多
か
っ
た
も
の

は
「
祭
り
」
の
24
％
（
４
２
８
人
）
で
あ
っ

た
。
次
に
多
か
っ
た
の
が
清
掃
活
動
で
23
％

（
３
９
８
人
）、
子
ど
も
会
で
18
％
（
３
２
４

人
）
で
あ
っ
た
（
図
２
）。

　
伝
統
行
事
に
は
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
大

事
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ほ
か

に
子
ど
も
会
活
動
や
、
清
掃
活
動
の
参
加
割

合
が
高
か
っ
た
。

地
域
行
事
や
地
域
活
動
に
参
加
さ
れ
る
理
由

　
自
治
会
へ
の
参
加
平
均
回
数
が
１
回
以
上

と
回
答
さ
れ
た
方
の
中
で
、「
地
域
の
人
と

の
か
か
わ
り
が
必
要
だ
か
ら
」
と
答
え
た
人

が
35
％
（
３
１
１
人
）、「
子
ど
も
の
成
長
に

必
要
だ
か
ら
」と
答
え
た
人
が
31
％（
２
６
８

人
）、「
地
域
で
の
く
ら
し
に
必
要
だ
か
ら
」

と
答
え
た
人
が
29
％
（
２
５
０
人
）
で
あ
っ

た
（
図
３
）。

　
参
加
し
て
い
る
人
の
う
ち
の
３
割
が
地
域

で
の
子
ど
も
の
成
長
に
必
要
と
感
じ
て
い

る
。

〈アンケート調査の概要〉
アンケート実施期間
　平成 30 年 11 月 15 日から平成 30 年
　11 月 30 日まで
アンケート回収状況
　配布世帯数：743 世帯
　回収枚数：550 枚
　回収率：74％
アンケート結果
〇家族構成
　三世代同居 9.1％
〇親の市内居住有無
　市内居住 85％
〇自治会加入状況
　550 人中 460 人が自治会に加入して  　
　いる。
〇活動回数
　平均活動回数は 5、6回／年である。

428	

324	
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400	

500	
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250	
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ご
近
所
の
方
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
頻
度

　

ご
近
所
の
方
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

頻
度
に
つ
い
て
の
質
問
項
目
に
対
し
て
、
挨

拶
は
47
％
（
２
５
４
人
）
の
人
が
「
毎
日
し

て
い
る
」
と
回
答
し
ま
し
た
（
図
４
）。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
家
を
行
き
来
し
た
り
」、

「
生
活
面
で
助
け
あ
っ
た
り
」、「
困
り
ご
と

を
相
談
す
る
」
の
項
目
に
対
し
て
は
、「
し

な
い
」
と
回
答
し
た
人
が
63
％
～
65
％
と
半

数
以
上
を
占
め
た
（
図
５
・６
）。

　

深
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
ま
で
は

求
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
就
労
形
態
が

変
化
し
た
こ
と
で
生
活
時
間
の
使
い
方
が
多

様
化
し
、
ご
近
所
同
士
で
顔
を
合
わ
せ
る
機

会
が
減
っ
た
。
そ
の
た
め
近
所
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
希
薄
化
し
、
子
ど
も
た
ち
が

地
域
社
会
で
地
域
の
人
と
か
か
わ
る
機
会
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

地
域
の
人
々
に
子
ど
も
を
預
け
る
こ
と
が

で
き
る
か

　
「
地
域
で
子
ど
も
を
預
け
る
場
合
、
誰
に

預
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
」
の
質
問
項
目

に
対
し
、
親
族
49
％
（
３
６
１
人
）、
友
達

が
28
％
（
２
１
0
人
）、
ご
近
所
に
預
け
ら

れ
る
人
が
9
％（
62
人
）と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
全
く
い
な
い
と
答
え
た
人
が

13
％
（
98
人
）
で
あ
っ
た
（
図
７
）。

　

預
け
先
が「
親
族
の
み
」と「
親
族
と
友
達
」

と
「
友
達
の
み
」
と
回
答
し
た
人
で
５
７
１

人
い
た
。
そ
の
う
ち
２
７
３
人
は「
親
の
み
」

し
か
預
け
先
が
な
い
と
回
答
し
た
。
親
に
預

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
の
頼
り
先
が
な
く
な

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

見
守
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か

　
「
子
ど
も
た
ち
が
地
域
に
見
守
ら
れ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
か
」の
質
問
項
目
に
対
し
て
、

「
は
い
」
と
答
え
た
人
は
78
％
で
あ
っ
た
。

地
域
に
期
待
し
て
い
る
こ
と

　
「
子
育
て
に
つ
い
て
地
域
に
期
待
し
て
い

る
こ
と
は
？
」
の
質
問
項
目
に
対
し
て
、
以

下
の
選
択
肢
か
ら
回
答
を
得
た
（
図
８
）。

1. 

子
育
て
世
帯
へ
の
理
解
（
泣
き
声
な
ど　
　

    

へ
の
寛
容
さ
）

2. 

子
ど
も
が
あ
ぶ
な
い
遊
び
や
行
動
を
し

     

て
い
た
ら
声
を
か
け
て
ほ
し
い
。

3. 

子
ど
も
が
犯
罪
な
ど
に
ま
き
こ
ま
れ
な

     

い
よ
う
に
見
守
っ
て
ほ
し
い
。

4. 

子
ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
え
る
場
が
ほ

     

し
い
。

5. 

地
域
で
こ
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
遊
べ

     

る
環
境
を
整
え
て
ほ
し
い
。

6. 

子
ど
も
が
参
加
で
き
る
取
り
組
み
・
地

　

 

域
行
事
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

7. 

郷
土
の
歴
史
文
化
、
伝
統
芸
能
な
ど
を

     

伝
え
て
ほ
し
い
。

8. 

大
人
と
触
れ
合
う
機
会
を
増
や
し
て
ほ　
　

　

  

し
い
。

9. 

特
に
な
い
。

10. 

そ
の
他

　

地
域
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
は
「
犯
罪
な

ど
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
見
守
っ
て
ほ

し
い
」
が
27
％
（
４
５
２
人
）、「
危
な
い
遊

び
や
行
動
を
し
て
い
た
ら
声
を
か
け
て
ほ
し

い
」
が
25
％
（
４
１
８
人
）、「
地
域
で
安
心

し
て
遊
べ
る
環
境
を
整
え
て
ほ
し
い
」
が

18
％
（
３
０
０
人
）、「
子
育
て
世
帯
へ
の
理

解
（
夜
泣
き
な
ど
へ
の
寛
容
さ
）」
が
12
％
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図５　ご近所との困りごとを相談する頻度／年 図４　ご近所と挨拶をする頻度／年

図６　ご近所との生活面で助けあう頻度／年

図７　子どもの預け先
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（
１
８
９
人
）
と
高
か
っ
た
が
、
地
域
に
預

か
り
を
期
待
し
て
い
る
人
は
4
％
（
58
人
）

と
少
な
か
っ
た
。

子
育
て
世
帯
の
方
が
地
域
で
ど
の
よ
う
な
支

援
が
で
き
る
か

　
「
あ
な
た
は
地
域
で
子
育
て
に
関
し
て
ど

の
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
、
ま
た
は
既
に
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
か
？
」
の
質
問
事
項
に
対

し
て
、以
下
の
選
択
肢
か
ら
回
答
を
得
た（
図

９
）。

1. 

子
育
て
に
関
す
る
相
談
に
の
る
。

2. 

子
ど
も
が
あ
ぶ
な
い
遊
び
や
行
動
を
し

    

て
い
た
ら
声
を
か
け
る
。

3. 

子
ど
も
が
犯
罪
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
よ

     

う
に
見
守
る
。

4. 

子
ど
も
を
預
か
る
。

5. 

安
心
し
て
遊
べ
る
環
境
を
提
供
す
る
。

6. 

子
ど
も
が
参
加
で
き
る
取
り
組
み
・
地

　

 

域
行
事
の
運
営
に
協
力
す
る
。

7. 

特
に
な
い
。

8. 

そ
の
他

　

声
か
け
、
見
守
り
、
運
営
協
力
、
相
談
な

ど
を
実
施
し
た
い
と
回
答
し
た
人
は
そ
れ
ぞ

れ
、
３
１
０
人
、
２
７
９
人
、
１
３
７
人
、

１
３
２
人
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、「
実
施
し

て
い
る
人
」
は
声
か
け
が
60
人
、
見
守
り
が

23
人
、
運
営
協
力
が
38
人
、
相
談
が
23
人
で

あ
っ
た
。

　

実
施
し
て
い
る
人
は
少
な
い
が
支
援
を
し

た
い
人
は
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
実

施
に
つ
な
が
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

市
の
子
育
て
支
援
制
度
の
利
用
状
況

　

市
の
子
育
て
支
援
制
度
を
利
用
し
て
い
る

世
帯
は
図
10
の
と
お
り
で
し
た
。
他
方
で
、

市
の
支
援
制
度
で
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
を
知
ら

な
い
人
は
46
人
、
相
談
支
援
制
度
を
知
ら
な

い
人
が
50
人
、
家
事
支
援
制
度
を
知
ら
な
い

人
が
75
人
で
あ
っ
た
。
相
談
支
援
制
度
に
関

し
て
は
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
比
べ
て
、
友
達

に
頼
る
割
合
が
多
か
っ
た
。
３
種
類
の
サ
ー

ビ
ス
で
み
る
と
近
所
に
頼
る
割
合
が
少
な

か
っ
た
。

　

家
族
に
も
も
ち
ろ
ん
相
談
す
る
が
、
同
世

代
で
あ
る
同
じ
悩
み
を
持
つ
友
達
の
方
が
、

近
所
よ
り
も
相
談
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

市
民
と
行
政
へ
の
提
案

「
ち
ょ
っ
と
お
願
い
」
と
言
え
る
地

域
の
た
め
に

【
市
民
へ
の
提
案
】

　

子
ど
も
の
預
か
り
に
つ
い
て
、
行
政
が
行

う
保
育
、
病
児
保
育
制
度
で
の
預
か
り
で
は

な
い
、「
ち
ょ
っ
と
お
願
い
」
で
き
る
よ
う

な
関
わ
り
が
地
域
や
近
隣
に
あ
る
こ
と
が
、

市
内
に
実
家
や
家
族
が
い
な
い
人
や
、
近
く

に
頼
め
る
友
人
が
い
な
い
人
に
と
っ
て
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

近
隣
で
「
子
ど
も
を
預
か
っ
て
」
と
言
え

る
関
係
に
あ
る
場
合
は
少
な
い
こ
と
が
、
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
分
か
り
ま
し
た
。
近

隣
で
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
つ
く
る
た
め
に

は
、
お
互
い
を
知
っ
て
い
る
状
況
が
必
要
で

す
。
区
・
自
治
会
活
動
で
、
子
育
て
世
代
を

対
象
に
し
た
交
流
の
場
が
あ
れ
ば
、
同
世
代

の
横
の
つ
な
が
り
が
で
き
ま
す
。
多
世
代
が

出
会
え
る
よ
う
な
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
、

世
代
を
越
え
た
縦
の
つ
な
が
り
を
広
げ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
区
・
自
治
会
で
は
男
性
中
心
で
役

員
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
女
性
も
含

め
、
子
ど
も
の
活
動
を
し
て
い
る
人
、
福
祉
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的
な
活
動
を
し
て
い
る
人
な
ど
、
地
域
の
多

様
な
人
が
自
治
会
活
動
に
関
わ
り
を
持
つ
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
幅
広
い
世
代
が
関
わ
れ
る

取
り
組
み
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
会
議
の
場
で
は
多
様
な
世
代
、

性
別
の
人
が
お
互
い
に
意
見
を
出
し
や
す
い

雰
囲
気
づ
く
り
も
大
事
だ
と
考
え
ま
す
。　

【
行
政
へ
の
提
案
】

　

行
政
よ
り
、
母
子
手
帳
交
付
時
に
『
高
島

市
子
育
て
応
援
ぶ
っ
く
』（
図
１
）
が
配
布

さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
交
付
以
降
の
ブ
ッ
ク

の
活
用
や
掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
声
か
け
が

少
な
い
よ
う
で
す
。

　

子
育
て
に
関
す
る
制
度
を
知
ら
な
い
人
を

減
ら
す
た
め
に
も
、『
高
島
市
子
育
て
応
援

ぶ
っ
く
』
に
つ
い
て
の
説
明
や
声
か
け
を
、

子
ど
も
の
健
診
や
子
ど
も
園
・
保
育
園
な
ど

で
さ
ら
に
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

ま
す
。

子
育
て
や
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
、

話
し
合
え
る
地
域
に

　

子
ど
も
に
声
を
か
け
る
と
不
審
者
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
社
会
状
況
が
あ
り
、
個
人
で
の

取
り
組
み
が
難
し
い
今
日
で
す
が
、
子
ど
も

の
見
守
り
や
声
か
け
を
実
践
に
つ
な
げ
る
た

め
に
、
次
の
よ
う
に
提
案
し
ま
す
。

【
市
民
へ
の
提
案
】

　

子
ど
も
へ
の
声
か
け
に
つ
い
て
は
、
区
・

自
治
会
で
周
知
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
実

践
で
き
る
人
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。
例
え
ば
、
高
島
市
で
は
夕
方
に
子

ど
も
た
ち
の
帰
宅
を
促
す
た
め
に
お
帰
り

チ
ャ
イ
ム
（
童
謡
「
夕
焼
け
小
焼
け
」）
が

鳴
り
ま
す
。「
お
帰
り
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た

よ
。
家
に
帰
り
や
」
と
声
を
か
け
る
取
り
組

み
を
区
・
自
治
会
で
実
践
す
る
こ
と
で
、
地

域
の
人
が
子
ど
も
に
目
を
向
け
る
機
会
に
な

る
の
で
は
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
安
心
し
て
遊
ば
せ
ら
れ
る
環
境
を

整
え
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
も
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
遊
び
の
場
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
回
答
さ
れ
た
子
育
て
中
の
方
に
聞
く

こ
と
が
で
き
る
と
、
地
域
で
の
取
り
組
み
に

活
か
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
区
・
自
治
会
で
子
育

て
中
の
方
達
と
の
対
話
の
場
を
持
つ
こ
と

で
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
関
心
を
広
げ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

【
行
政
へ
の
提
案
】

　

区
・
自
治
会
に
よ
っ
て
は
子
育
て
世
代
へ

の
支
援
や
子
ど
も
の
活
動
に
つ
い
て
負
担
感

が
あ
っ
た
り
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
地
域

で
は
子
育
て
支
援
や
、
地
域
の
支
え
あ
い
活

動
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
小
学
校
区
の
範
囲
で
子
育
て
支
援

活
動
を
行
う
組
織
づ
く
り
を
提
案
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
組
織
が
あ
れ
ば
、
区
・
自
治
会

に
入
っ
て
い
な
い
人
も
、
地
域
で
の
関
わ
り

が
少
な
い
人
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
参

加
し
や
す
く
な
る
と
考
え
ま
す
。
区
・
自
治

会
は
世
帯
単
位
で
の
関
わ
り
に
な
り
ま
す

が
、
小
学
校
区
の
範
囲
で
の
組
織
に
は
個
人

で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
幅
広
い
年
代
、

多
様
な
人
々
が
子
育
て
支
援
に
関
わ
り
や
す

く
な
る
と
考
え
ま
す
。

　

小
学
校
区
の
範
囲
で
は
、
多
様
な
人
と
の

関
わ
り
で
、
子
ど
も
を
「
ち
ょ
っ
と
預
け
る

こ
と
が
で
き
る
」
関
係
づ
く
り
の
活
動
や
、

助
け
合
え
る
活
動
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
子
ど
も
を
安
心
し
て
遊
ば
せ
ら
れ
る

環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
も
、
子
育
て
世
代
と

話
を
し
な
が
ら
、
そ
の
子
育
て
世
代
も
関

わ
っ
て
活
動
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　

高
島
市
で
は
小
学
校
区
の
範
囲
で
支
え
あ

う
地
域
組
織
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

検
討
事
項
に
子
育
て
支
援
活
動
を
行
う
部
分

も
加
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
い
っ
そ
う
実
効

性
の
あ
る
組
織
づ
く
り
に
結
び
つ
く
と
考
え

ま
す
。

お
わ
り
に

　
─
地
域
の
声
を
聞
く
機
会
を

　

子
育
て
世
代
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
、こ
の
世
代
が
地
域
に
期
待
す
る
こ
と
や
、

地
域
に
関
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
ま
た
少
数
で
も
、
子
ど
も
の
預
か
り

や
相
談
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
も
分

か
り
ま
し
た
。

　

小
学
校
区
の
範
囲
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
だ

と
考
え
ま
す
。
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
意
識
調
査

を
す
る
の
か
話
し
合
い
、
考
え
る
機
会
も
大

事
だ
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
、
子
育
て
世
代
の
意
識
は
集
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
が
、
区
・
自
治
会
の
役
員

や
、
地
域
で
子
育
て
を
見
守
る
方
々
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

今
後
は
、区
・
自
治
会
の
方
々
に
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
を
お
知
ら
せ
し
、
地
域
の
中
で
、
子

ど
も
の
こ
と
や
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
話
し

あ
え
る
機
会
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

市
民
と
行
政
の
双
方
で
進
め
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

地域で支えあうコミュニティづくり
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提案①「ちょっとお願い」と言える地域のために
【市民への提案】

 ● 子育て世代を対象にした区・自治会活動で同世代の横のつながりと世代を越え
た縦のつながりを広げる
 ● 女性・子どもの活動をしている人や福祉的な活動をしている人など、地域の多
様な人が関わる自治会活動
 ● 多様な世代、性別の人がお互いに意見を出しやすい会議の雰囲気づくり

【行政への提案】
 ● 子育てに関する制度を周知するためにも、『高島市子育て応援ぶっく』配布時だ
けでなく、子どもの健診や子ども園・保育園などさまざまな機会に説明や声か
けを実施

提案②　子育てや子どものことを考え、話し合える地域に
【市民への提案】

 ● 子どもへの声かけを区・自治会で取り組む。例えば、夕方にお帰りチャイムが鳴っ
たら声をかける
 ● 地域で安心して遊ばせられる環境について意見を集め、地域で取り組む
 ● 区・自治会で子育て中の人との対話の場を持ち、子どもたちへの関心を広げる

【行政への提案】
 ● 幅広い年代、多様な人々が参加できる小学校区で子育て支援活動を行う組織づ
くり
 ● 子育て世代との協働による安心して遊ばせられる環境づくり

提案③　地域の声を聞く機会を
 ● 小学校区の範囲でアンケート調査の実施
 ● 区・自治会の役員や、地域で子育てを見守る方々の意識調査
 ● 地域の声を踏まえて、市民と行政の双方で子どものことや子育て支援について
話し合える機会を持つ

地域で支えあうコミュニティづくり
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テ
ー
マ
の
背
景

　

平
成
27
年
度
に
実
施
さ
れ
た
高
校
生
対
象

の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
と
、
市
内
の
高

校
生
の
約
半
分
が
市
外
に
出
た
い
と
考
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

高
校
生
や
若
者
が
一
度
は
市
外
に
出
た
い

と
考
え
る
こ
と
を
好
ま
し
く
な
い
と
は
思
え

ま
せ
ん
。
市
外
に
出
る
こ
と
で
、
高
島
市
で

の
暮
ら
し
と
の
違
い
を
実
感
し
た
上
で
、
子

育
て
や
結
婚
な
ど
を
機
に
高
島
市
に
帰
っ
て

く
る
こ
と
が
理
想
で
し
ょ
う
。
市
外
に
出
た

若
者
が
い
ず
れ
安
心
し
て
帰
っ
て
く
る
こ
と

が
で
き
る
環
境
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
県
内
で
開
催
さ
れ
て
い
る
就
職

フ
ェ
ア
へ
の
若
者
の
参
加
が
年
々
減
少
し
て

い
ま
す
。
企
業
が
提
示
す
る
就
労
条
件
と
若

者
が
求
め
て
い
る
働
き
方
に
差
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
と
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
考

え
ま
し
た
。

活
動
目
的

　

今
の
若
者
は
ど
の
よ
う
な
働
き
方
や
暮
ら

し
方
を
求
め
て
い
る
の
か
。
今
働
い
て
い
る

人
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し

て
高
島
市
で
働
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
か
。
そ

れ
が
分
か
れ
ば
、
若
者
と
市
内
の
企
業
の
間

の
意
識
の
差
を
埋
め
る
こ
と
で
、
高
島
市
で

働
く
若
者
の
増
加
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
通
し
て
、

高
島
で
働
く
若
い
世
代
（
20
、
30
歳
代
）
が

求
め
て
い
る
働
き
方
や
暮
ら
し
方
を
見
つ
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず

は
現
在
市
内
で
働
い
て
い
る
人
の
考
え
を
知

る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
し
た
。

　

今
回
の
調
査
が
活
気
あ
ふ
れ
る
高
島
市
の

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
事
業
者
や
多
く
の
人
に
調
査
結
果
を

伝
え
る
こ
と
で
、
若
い
人
が
た
く
さ
ん
い
る

活
気
の
あ
る
高
島
市
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

活
動
方
法
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
６
月
～
12
月

　

ア
ン
ケ
ー
ト
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
を

検
討
し
ま
し
た
。

②
12
月
27
日
～
１
月
９
日

　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
布
し
ま
し
た
。

③
１
月
上
旬

　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収
、
分
析
し
ま
し
た
。

④
１
月
下
旬

　

分
析
結
果
か
ら
今
後
の
高
島
市
に
何
が
必

要
な
の
か
を
考
察
し
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て

　

ア
ン
ケ
ー
ト
作
成
に
あ
た
っ
て
ポ
イ
ン
ト

と
考
え
た
の
は
、
若
者
が
高
島
市
で
体
験
で

き
る
釣
り
や
ス
キ
ー
な
ど
の
ア
ウ
ト
ド
ア

を
、
ど
の
く
ら
い
求
め
て
い
る
の
か
と
い
う

点
で
す
。
高
島
市
で
働
く
人
は
、
休
日
の
ア

ウ
ト
ド
ア
を
積
極
的
理
由
と
し
て
高
島
市
を

選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
ス

キ
ー
場
が
近
く
に
あ
り
、
琵
琶
湖
も
近
い
こ

と
を
要
因
に
選
ん
で
い
る
の
で
な
い
か
と
予

想
し
ま
し
た
。
反
対
に
消
極
的
理
由
と
し
て

は
実
家
が
近
い
か
ら
や
何
と
な
く
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
理
由
と
し
て
子
育
て
に
も
着
目

し
ま
し
た
。
子
育
て
の
項
目
の
指
標
設
定
が

難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
理
想
の
子

ど
も
の
数
と
し
ま
し
た
。
高
島
市
の
合
計
特

殊
出
生
率
は
1.4
前
後
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
理
想
の
子
ど
も
の
数
は
２
人
ま
で
、
ま

た
は
３
人
以
上
と
し
ま
し
た
。

活
動
テ
ー
マ

高
島
市
で
働
く
若
い
世
代
は
何
を
求
め
る
か

　
若
い
世
代
の
多
く
が
市
外
に
出
て
い
く
こ
と
で
、
少
子
高
齢
化
が
加
速
的
に
進
ん

で
い
る
の
が
市
の
現
状
で
す
。
高
島
市
に
若
者
が
残
る
た
め
に
は
、
市
内
で
働
く
こ

と
が
重
要
で
す
。
高
島
市
内
で
働
く
20
代
か
ら
30
代
の
若
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

か
ら
、
今
の
若
者
が
理
想
と
す
る
働
き
方
や
暮
ら
し
方
を
考
察
し
ま
す
。

写
真
２　
対
象
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
内
容
を
説
明

写
真
１　
調
査
課
題
お
よ
び
方
法
の
検
討
結
果

多様な働き方ができる
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先
の
内
容
に
合
わ
せ
て
年
収
、
就
業
時

間
、
福
利
厚
生
を
加
え
た
５
項
目
を
設
定
し

ま
し
た
。
年
収
は
、
高
島
市
の
平
均
年
収
で

あ
る
約
２
７
１
万
円
を
参
考
に
、
３
０
０
万

円
程
度
か
ら
１
０
０
万
円
単
位
で
設
定
し
ま

し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
配
布

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
期
間
は
平
成
30
年
12

月
27
日
か
ら
平
成
31
年
1
月
9
日
ま
で
、
回

収
率
は
23
パ
ー
セ
ン
ト
（
配
布
枚
数
80
枚
、

回
収
枚
数
19
枚
）
で
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の

配
布
対
象
者
は
、
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
の
知

り
合
い
で
あ
る
市
内
で
働
く
20
代
、
30
代
と

し
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
の
知
り
合
い
か
ら
選

ん
だ
こ
と
で
、
結
果
に
偏
り
が
生
じ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
高
島
市
全
体
の
意
見
を
保
証

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
き
ま
す
。

分
析
方
法

　

ア
ン
ケ
ー
ト
分
析
に
は
コ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト

分
析
と
い
う
手
法
を
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
く
使
わ
れ
る
手
法

で
、
最
適
な
商
品
コ
ン
セ
プ
ト
を
決
定
す
る

た
め
の
多
変
量
解
析
で
す
。
様
々
な
組
み
合

わ
せ
パ
タ
ー
ン
か
ら
全
体
を
評
価
し
、
個
々

の
要
素
（
今
回
は
年
収
や
就
業
時
間
な
ど
の

５
項
目
）
の
影
響
度
合
い
を
算
出
し
ま
す
。

ま
た
、
２
、３
項
目
に
絞
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
項
目
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を

分
析
す
る
ク
ロ
ス
分
析
も
合
わ
せ
て
行
い
ま

し
た
。

　

こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
り
若
者
が
何
を
重
視

し
て
い
る
か
が
推
察
で
き
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
分
析

─
若
者
が
重
視
す
る
も
の
は

　

コ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
分
析
よ
り
、
若
者
は
年

収
を
一
番
重
視
す
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま

し
た
（
図
１
）。
こ
の
結
果
を
当
た
り
前
だ

と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高
島
市
に

暮
ら
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ウ
ト
ド

ア
や
子
育
て
を
最
も
重
視
す
る
と
い
う
結
果

に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
重
視
す
る
項
目

は
、
年
収
に
続
い
て
就
業
時
間
、
福
利
厚
生
、

子
育
て
、ア
ウ
ト
ド
ア
の
順
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ウ
ト
ド
ア
だ
け
を
前
面

に
押
し
出
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
、
多
く
の

若
者
に
は
響
か
な
い
で
し
ょ
う
。
ア
ウ
ト
ド

ア
や
子
育
て
を
望
む
若
者
を
呼
び
込
む
に
は

的
を
絞
っ
て
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　

次
に
各
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

①
年
収

　

ま
ず
年
収
金
額
に
つ
い
て
で
す
。
当
た
り

前
で
は
あ
り
ま
す
が
、
高
い
方
が
よ
い
と
い

う
評
価
に
な
り
ま
し
た
（
図
２
）。
年
収
が

３
０
０
万
円
以
下
に
な
る
と
マ
イ
ナ
ス
の
評

価
、
４
０
０
万
円
以
上
だ
と
プ
ラ
ス
の
評
価

に
な
り
ま
し
た
。
年
収
３
０
０
万
円
程
度
で

は
、
い
く
ら
福
利
厚
生
が
よ
く
就
業
時
間
が

短
く
て
も
若
者
に
は
響
か
な
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
先
で
も
述
べ
た
よ
う
に
市
の
平

均
年
収
は
約
２
７
１
万
円
で
す
。
若
者
の
希

望
す
る
年
収
と
差
が
あ
る
た
め
に
市
外
へ
出

て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
実
的
に
考
え
る

と
、
若
者
の
理
想
が
高
い
と
い
え
ま
す
が
、

少
し
で
も
理
想
と
現
実
の
差
を
埋
め
る
努
力

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
就
業
時
間

　

就
業
時
間
に
関
し
て
は
、
８
時
間
就
業
、

短
時
間
勤
務
を
プ
ラ
ス
評
価
し
、
８
時
間
以

上
で
残
業
が
あ
る
と
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
な
り

〈アンケート調査の概要〉
対象者：市内で働く 20 代と 30 代
実施期間：平成 30 年 12 月 27 日から
平成 31 年 1 月 9 日まで
回収状況
　配布枚数：80 枚
　回収枚数：19 枚
　回収率：23％

多様な働き方ができる

図１　各就労条件に対する重要度比較

図２　年収条件に対する重要度比較
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ま
し
た
。
今
回
は
、
詳
し
く
質
問
し
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
残
業
あ
り
で
も
残
業
代
の
有
無

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
年
収
に
つ
い
て

の
結
果
を
考
え
る
と
、
残
業
が
あ
れ
ば
残
業

代
と
し
て
年
収
に
返
っ
て
こ
な
い
と
働
き
た

く
な
い
と
若
者
は
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

③
福
利
厚
生

　

福
利
厚
生
も
当
た
り
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
充
実
し
た
福
利
厚
生
が
プ
ラ
ス
の
評
価

と
な
り
ま
し
た
（
図
３
）。
本
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
福
利
厚
生
の
内
容
を
具
体
的
に
記
述
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
詳
細
な
内

容
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
福
利

厚
生
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
し
て
調
査
す
る

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
す
。

④
子
育
て

　

理
想
の
子
ど
も
の
数
は
２
人
ま
で
が
プ
ラ

ス
評
価
に
、
逆
に
３
人
以
上
は
マ
イ
ナ
ス
評

価
に
な
っ
て
い
ま
し
た
（
図
４
）。
理
由
ま

で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
３
人
以
上
の
子
ど

も
は
負
担
に
な
る
と
感
じ
て
い
る
人
が
多
い

よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
い
く
ら
子
育

て
環
境
や
制
度
を
整
え
て
も
、
子
ど
も
が
多

い
（
３
人
以
上
）
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
る

人
が
少
な
い
の
で
、
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
制
度

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

⑤
ア
ウ
ト
ド
ア

　

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
注
目
し
て
い
た
ア

ウ
ト
ド
ア
に
つ
い
て
は
、
毎
週
で
き
る
こ

と
が
よ
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
。

せ
っ
か
く
ア
ウ
ト
ド
ア
を
す
る
の
な
ら
、
年

数
回
で
な
く
毎
週
で
き
る
こ
と
が
プ
ラ
ス
の

評
価
に
な
り
ま
す
（
図
５
）。
ま
た
、
毎
週

ア
ウ
ト
ド
ア
を
す
る
な
ら
、
十
分
な
休
日
や

遊
ぶ
お
金
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
も
、
も
し
ア
ウ
ト
ド
ア
の
観
点
か

ら
人
を
呼
び
込
む
の
な
ら
、
毎
週
ア
ウ
ト
ド

ア
を
す
る
よ
う
な
人
を
呼
び
込
む
ほ
う
が
良

い
で
し
ょ
う
。

〈
子
ど
も
の
有
無
に
よ
る
比
較
結
果
〉

　

ク
ロ
ス
分
析
を
用
い
て
、
現
在
子
ど
も
が

い
る
か
い
な
い
か
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
５

項
目
の
重
要
度
が
変
わ
る
か
を
見
て
み
ま
し

た
。

〈
子
ど
も
が
い
な
い
場
合
〉

　

子
ど
も
が
い
な
い
人
は
、
全
体
的
な
結
果

と
同
じ
く
年
収
を
最
も
重
要
視
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
次
に
就
業
時
間
、
福
利
厚
生
、
子

育
て
、
ア
ウ
ト
ド
ア
と
続
い
て
同
じ
傾
向
を

示
し
ま
し
た
（
図
６
）。

　

個
々
の
項
目
で
見
て
み
る
と
、
年
収
も
高

〈子どもがいる場合〉 〈子どもがいない場合〉

多様な働き方ができる

図６　子どもがいない回答者の各就労条件に対　　
　　　する重要度比較

図７　子どもがいる回答者の各就労条件に対する
　　　重要度比較

図３　福利厚生条件に対する重要度比較

図５　アウトドア条件に対する重要度比較

図４　子育て条件に対する重要度比較
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い
方
が
プ
ラ
ス
の
評
価
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
年
収
３
０
０
万
円
程
度
を
よ
り
低
く

評
価
し
て
い
ま
し
た
。
就
業
時
間
は
残
業
あ

り
が
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
な
り
ま
し
た
。
福
利

厚
生
は
や
は
り
充
実
し
て
い
る
ほ
う
が
プ
ラ

ス
の
評
価
で
し
た
。

　

子
育
て
や
ア
ウ
ト
ド
ア
は
ア
ン
ケ
ー
ト
回

収
数
が
少
な
い
た
め
に
統
計
的
に
言
え
ま
せ

ん
が
、
全
体
と
同
じ
傾
向
を
示
し
ま
し
た
。

〈
子
ど
も
が
い
る
場
合
〉

　

子
ど
も
が
い
る
人
は
全
体
の
結
果
と
比
べ

る
と
、
就
業
時
間
と
福
利
厚
生
が
ほ
ぼ
同
じ

で
し
た
。
年
収
が
最
も
重
要
視
さ
れ
て
は
い

る
の
で
す
が
、
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
（
図
７
）。

　

年
収
、
福
利
厚
生
、
子
育
て
、
ア
ウ
ト
ド

ア
の
項
目
は
全
体
の
結
果
と
変
わ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
ま
た
ま
同
じ
傾
向
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

就
業
時
間
は
短
時
間
が
重
要
視
さ
れ
る
結

果
に
な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
が
い
る
と
子
育

て
に
割
く
時
間
が
必
要
に
な
る
の
で
、
年
収

も
重
要
視
し
て
い
ま
す
が
、
福
利
厚
生
や
短

時
間
で
の
就
業
時
間
を
よ
り
重
視
す
る
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
子
ど
も
が
い
な
い
人
の
方
が
、
子

ど
も
が
い
る
人
よ
り
年
収
を
重
要
視
し
て
い

ま
し
た
。
子
ど
も
が
い
る
と
現
実
的
な
労
働

環
境
を
評
価
し
、
子
ど
も
が
い
な
い
人
の
方

が
、
理
想
的
な
労
働
環
境
を
評
価
す
る
傾
向

を
示
し
ま
し
た
。

〈
趣
味
に
よ
る
比
較
結
果
〉

　

ス
キ
ー
や
釣
り
な
ど
の
高
島
ら
し
い
と
考

え
ら
れ
る
趣
味
を
、
持
っ
て
い
る
人
と
持
っ

て
い
な
い
人
で
比
較
し
ま
し
た
。
高
島
ら
し

い
趣
味
を
持
つ
人
で
は
ア
ウ
ト
ド
ア
が
重
要

視
さ
れ
る
と
予
想
し
ま
し
た
が
、
全
体
の
結

果
と
同
じ
傾
向
を
示
し
ま
し
た
。
趣
味
の
あ

る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
が
重
要
と
す

る
の
は
年
収
で
し
た
。

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
提
案

　

今
回
の
グ
ル
ー
プ
調
査
の
結
果
か
ら
高
島

市
で
若
者
が
暮
ら
し
・
働
く
た
め
に
次
の
こ

と
を
提
案
し
ま
す
。

【
市
民
・
企
業
に
向
け
て
】

　

若
者
が
市
に
残
る
た
め
に
は
、
年
収
が
重

視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
若
い
と
き
は
少
し
高

め
の
給
与
を
設
定
し
、
婚
活
支
援
等
の
体
制

を
充
実
さ
せ
、
少
し
で
も
早
め
の
結
婚
を
促

し
ま
す
。
結
婚
・
子
育
て
の
時
期
に
な
る
と

年
収
よ
り
も
福
利
厚
生
や
就
業
時
間
を
重
視

す
る
の
で
、
福
利
厚
生
の
面
を
充
実
さ
せ
、

給
与
等
の
コ
ス
ト
を
極
力
お
さ
え
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
行
政
に
向
け
て
】

　
若
者
は
３
人
以
上
の
子
ど
も
が
い
る
こ
と

を
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
考
え
て
い
る
面
が
あ
り

ま
す
。
２
人
ま
で
の
子
育
て
制
度
を
手
厚
く

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

ア
ウ
ト
ド
ア
を
全
面
的
に
押
し
出
し
て
も
多

く
の
若
者
に
は
響
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま

す
。
ア
ウ
ト
ド
ア
を
売
り
に
す
る
と
し
て
も

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
売
り
出
す
ほ
う
が
良
い
と

思
い
ま
す
。

ま
と
め

　

若
者
が
年
収
を
重
視
す
る
こ
と
は
ど
う
し

て
も
避
け
ら
れ
な
い
事
実
で
す
。
少
し
で
も

若
者
の
理
想
と
現
実
の
差
を
埋
め
る
努
力
が

必
要
で
す
。

表２　高島らしい趣味が「ある人」と「ない人」の比較

年収 就業時間 アウトドア 福利厚生 子育て

趣味
あり

趣味なしほ
どは重視し
ていない

８時間勤務
残業なしを
高く評価

年数回程度
を高く評価

（現実的評
価）

重視して
いない

３人以
上を高
く評価

趣味
なし

500 万円程
度を重視

労働時間は
短ければ良
いと評価

毎週を高く
評価（理想的
評価）

重視して
いない

２人ま
で

表１　子どもが「いる人」と「いない人」の比較

年収 就業時間 福利厚生 子育て

いる
そこまで重視
していない

短時間勤務
を高く評価

子 ど も が い な
い 人 よ り も 重
視する傾向

2 人まで

いない
（ 子 ど も が い

る人より）重
視されている

残業ありを
マイナス評
価

2 人まで

多様な働き方ができる
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テ
ー
マ
の
背
景

　

少
子
高
齢
化
が
顕
著
に
進
む
高
島
市
に
お

い
て
、
大
人
た
ち
は
高
島
市
の
将
来
に
漠
然

と
し
た
不
安
を
抱
え
て
日
々
過
ご
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
日
本
社

会
で
は
以
前
に
も
増
し
て
子
ど
も
た
ち
は
大

人
た
ち
の
不
安
を
払
拭
す
る
希
望
の
光
と
し

て
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
危
険
が
潜
ん
で

い
る
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
大
人
た
ち
の

「
子
ど
も
を
守
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
思
い

が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方

で
、
子
ど
も
た
ち
を
大
切
に
思
う
あ
ま
り
の

「
大
人
た
ち
の
ダ
メ
」、
つ
ま
り
「
大
人
目
線

の
思
い
」
が
、
逆
に
子
ど
も
た
ち
が
成
長
す

る
過
程
で
必
要
な
失
敗
す
る
、
考
え
る
、
挑

戦
す
る
機
会
と
い
う
「
成
長
の
チ
ャ
ン
ス
」

を
奪
う
傾
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は

考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
学
校
だ
け
で
な
く
地
域
の
暮
ら
し

の
中
で
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
を
提
供
す
る

こ
と
も
必
要
で
す
。
近
年
、
市
内
で
も
「
子

ど
も
食
堂
」
の
活
動
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

遊
び
な
ど
を
通
し
て
異
な
る
世
代
と
も
交
流

し
て
楽
し
そ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

通
っ
て
い
る
子
は
、学
年
が
変
わ
っ
て
も「
ま

た
来
て
い
い
？
」
と
言
っ
て
来
て
く
れ
る
。

子
ど
も
た
ち
に
は
自
分
を
認
め
て
く
れ
る
場

所
、
自
分
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
場
所
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

活
動
目
的

　

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
子
ど
も
時
代
を
い
き
い
き
・
の
び
の
び
と

子
ど
も
ら
し
く
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
高
島

市
、
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
得
る
機

会
に
溢
れ
た
、
た
く
さ
ん
の
幸
せ
を
感
じ
る

こ
と
の
で
き
る
高
島
市
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
、

子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
場
で
あ
る
「
子
ど

も
食
堂
」
と
「
冒
険
遊
び
場
」
を
調
査
し
、

市
内
で
同
様
の
場
を
増
や
す
た
め
の
ヒ
ン
ト

を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

活
動
方
法

　

市
内
の「
子
ど
も
食
堂
」と「
冒
険
遊
び
場
」

に
つ
い
て
、
活
動
の
自
主
性
や
主
体
性
、
地

域
と
の
関
わ
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
場
所
で
あ
る
か
、
運
営
者
の
思
い
や
運

営
上
の
課
題
な
ど
を
調
査
し
ま
し
た
。
平
成

30
年
８
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
、
活
動
場
所

訪
問
や
電
話
で
聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。

市
内
の
「
子
ど
も
食
堂
」
と
「
冒
険
遊
び
場
」

の
分
布
を
図
１
、２
に
示
し
ま
す
。

活
動
テ
ー
マ

子
ど
も
目
線
で
つ
く
る
地
域
で
学
び
育
つ
場

　
子
ど
も
た
ち
が
、
い
き
い
き
と
い
ろ
ん
な
体
験
が
で
き
る
高
島
市
。
将
来
を
生
き

抜
く
た
め
の
知
恵
を
持
て
る
機
会
が
あ
る
高
島
市
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
、
私
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
は
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
暮
ら
し

の
中
に
、
子
ど
も
目
線
で
つ
く
ら
れ
た
居
場
所
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

子どもに必要な場ってどんな場？

〇１人じゃないと感じられる場
　孤食が増えている現代で、みんな
が楽しく食べられる場。地域のおっ
ちゃん、おばちゃんが作ってくれた
と感じられる食卓。

〇子どもが本来持っている力を発揮
できる場
　子どもの自立性、創造性など、本
来持っている力が自由に出せる場。
基本的には大人は口出ししない場

（今の子どもたちはケガをする前に
危ないと止められることが多い。ケ
ガをして気づくこともある。ケガも
ケンカも経験が少ないので力の加減
ができない子が多い）。

写
真
１　
調
査
活
動
を
検
討
す
る
グ
ル
ー
プ
会
議

地域で学び育つ
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高
島
の
〈
子
ど
も
食
堂
〉

【
構
成
メ
ン
バ
ー
】

　

地
域
住
民
福
祉
協
議
会
、
元
教
職
員
、
地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、各
学
区
の
小
中
学
校
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど　

【
活
動
の
思
い
】

• 

「
気
に
な
る
子
ど
も
に
来
て
ほ
し
い
」
と

の
思
い
か
ら
。

• 

子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
同
士
も
つ
な

が
れ
る
地
域
づ
く
り
と
し
て
。

【
活
動
内
容
】

• 

参
加
者
は
、
10
人
程
度
の
小
規
模
か
ら

１
０
０
人
近
い
大
規
模
ま
で
。

• 

地
域
の
畑
で
材
料
と
な
る
野
菜
を
育
て
て

い
る
。

• 

参
加
す
る
子
ど
も
は
、
ほ
ぼ
小
学
生
で
、

中
学
生
の
参
加
は
少
な
い
（
一
部
の
中
学

生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
関
わ
る
こ
と

も
あ
る
）。

• 

土
曜
日
に
実
施
の
た
め
、
学
童
に
通
う
児

童
も
利
用
し
て
い
る
。

• 

遊
び
の
工
夫
を
し
て
、
折
り
紙
や
飛
行
機

な
ど
の
、
作
っ
た
後
で
子
ど
も
が
主
体
と

な
っ
て
遊
べ
る
も
の
を
つ
く
る
。
風
鈴
づ

く
り
な
ど
大
人
も
楽
し
め
る
も
の
も
つ
く

る
。

• 

季
節
の
野
菜
な
ど
を
使
っ
た
お
菓
子
づ
く

り
や
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。

• 

イ
ベ
ン
ト
時
は
青
年
団
が
協
力
。

• 
運
営
し
て
い
く
た
め
に
寄
付
を
募
っ
て
い

る
。

• 
地
域
か
ら
は
お
米
や
野
菜
の
寄
付
が
あ

る
。

【
よ
い
と
こ
ろ
】

• 

子
ど
も
同
士
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
。

• 

子
ど
も
が
、
親
（
保
護
者
）
以
外
の
大
人

と
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
。

• 

子
ど
も
食
堂
は
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
が

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
、
協
力
者
や
協

力
団
体
と
つ
な
が
り
や
す
い
。
ま
た
、
ス

タ
ッ
フ
を
確
保
し
や
す
い
。

【
課
題
】

• 

参
加
者
が
多
く
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
こ
な

す
の
に
精
い
っ
ぱ
い
の
声
も
あ
る
。

• 

ま
だ
ま
だ
「
貧
困
対
策
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。

• 

開
催
場
所
か
ら
遠
い
子
ど
も
の
参
加
が
難

し
い
。

• 

「
気
に
な
る
子
」
が
見
え
て
き
た
が
、
そ

の
後
の
展
開
に
悩
ん
で
い
る
。

• 

青
年
層
の
人
に
関
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
子

ど
も
が
喜
ぶ
と
思
う
。

• 

助
成
金
が
な
く
な
る
来
年
度
以
降
の
運
営

が
心
配
。

• 

食
事
の
提
供
に
な
っ
て
し
ま
い
、
子
ど
も

へ
の
対
応
が
十
分
で
き
て
な
い
。

• 

ス
タ
ッ
フ
間
で
、意
識
（
活
動
の
目
的
等
）

の
差
が
で
き
て
い
る
。

【
次
の
展
開
】

• 

子
ど
も
食
堂
等
を
運
営
し
て
い
る
人
同
士

で
交
流
し
た
い
。

• 

参
加
者
の
声
を
聞
い
て
み
た
い
。

• 

中
学
生
の
出
番
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

• 

子
ど
も
食
堂
の
運
営
会
議
や
連
絡
協
議
会

を
設
立
し
て
い
き
た
い
。

「遊べる・学べる淡海子ども
食堂」は、地域ぐるみで子ど
もを大事にする垣根のない居
場所として、ご飯を食べたり、
宿題をしたり、本を読んだり、
遊んだり等、子どもが安心し
てだれかとともに過ごすこと
ができる場所を、地域の人々
の思いと工夫でつくる事業で
す（滋賀の縁　創造実践セン
ター）。

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.縁と絆の百円食堂 

安曇川 

マキノ 

朽木 

今津 

新旭 

高島 2.わつなぎ食堂 

3.新旭子ども食堂 

6.新旭駅前ふれあい
食堂 

7.まちあかり子ども食堂 

4.安曇川ふれあい
子ども食堂 

5.セカンドホーム
未来 

名称 開催場所 スタッフ 開設日時 対象

1 縁と絆の百円食堂 鴨川平草の根ハウス（高島） 鴨川平区民有志 第３土曜日 12:00 ～ 区民

2 わつなぎ食堂 永田区白崎邸（高島） わつなぎの会メンバー 第４土曜日 10：30 ～ 15：00 中学生以下・高齢者・一人
親家庭等

3 新旭子ども食堂 杉の木会館（新旭） 新旭住民福祉協議会・民生
委員・ボランティア

第２土曜日 12：00 ～ 15：00 小中学生・幼児・地域住民
等

4 安曇川ふれあい　子ども食堂 安曇川公民館（安曇川） 安曇川住民福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ・ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ等

第３土曜日 11：00 ～ 14：00 小中学生・幼児・地域住民
等

5 セカンドホーム未来 あいあいタウン地域交流セ
ンター（今津）

市ヶ崎区・小中学校・民生
委員・健康推進員等

第４土曜日 12：00 ～ 15：00 小中学生・幼児

6 新旭駅前ふれあい食堂 ショッピングセンターエス
パ（新旭）

新旭駅前ふれあい食堂実行
委員会メンバー

第４日曜日 12：00 ～ 15：00 小中学生・幼児・地域住民
等

7 まちあかり子ども食堂 お休み処まちあかり（高島） 高島住民福祉ネットワー
ク、民生委員児童委員、子
育て中のお母さん等

第３土曜日 11：30 ～ 13：30 勝野・鴨地域の子ども

表１　高島市内にある「子ども食堂」の活動概要

図１　市内の
「こども食堂」の分布

地域で学び育つ
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高
島
の
〈
冒
険
遊
び
場
〉

【
構
成
メ
ン
バ
ー
】

　

子
育
て
中
の
保
護
者
、
協
力
者

【
活
動
の
思
い
】

• 

の
び
の
び
と
思
い
き
り
遊
ぶ
こ
と
で
、
子

ど
も
の
生
き
る
力
を
育
み
た
い
。

• 

自
分
の
「
や
っ
て
み
た
い
こ
と
」
を
実
現

で
き
る
場
と
し
て
禁
止
事
項
は
な
し
。
ケ

ガ
と
弁
当
は
自
分
持
ち
で
。

【
活
動
頻
度
】

• 

月
１
回
、
不
定
期
な
ど
、
団
体
に
よ
っ
て

異
な
る
状
況
（
表
２
を
参
照
）

【
活
動
内
容
】

• 

自
然
の
中
で
い
っ
ぱ
い
遊
ぶ
。

• 

端
材
を
使
っ
て
木
工
、
た
き
火
、
焼
き
芋

づ
く
り

• 

関
わ
る
保
護
者
の
ア
イ
デ
ィ
ア
次
第
で
、

お
店
屋
さ
ん
、
英
語
、
学
習
指
導　

等
々

【
よ
い
と
こ
ろ
】

• 

子
ど
も
が
、
子
ど
も
ら
し
く
自
由
に
、
自

立
し
て
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

• 

子
育
て
中
の
親
の
孤
立
や
抱
え
込
み
が
あ

る
中
で
、
安
心
し
て
親
同
士
が
話
が
で
き

る
。

• 
発
達
障
が
い
の
子
を
持
つ
お
母
さ
ん
も
安

心
し
て
参
加
で
き
る
。

【
課
題
】

• 

場
所
（
ト
イ
レ
、
ち
ょ
こ
っ
と
遊
具
の
あ

る
と
こ
ろ
）
の
確
保
が
難
し
い
。

• 

継
続
的
な
活
動
を
す
る
た
め
の
相
談
場
所

が
あ
る
と
い
い
。

• 

遠
い
子
は
来
る
の
が
難
し
い
。

• 

ス
タ
ッ
フ
（
協
力
者
）
の
確
保
（
夏
場
の

草
刈
り
、
湖
の
藻
刈
り
等
）

• 

人
の
つ
な
が
り
や
情
報
の
交
換
が
少
な

い
。

• 
新
た
な
人
材
と
の
出
会
い
が
つ
く
り
に
く

い
。

【
次
の
展
開
】

• 

今
後
の
展
開
を
話
し
合
う
場
を
持
つ

• 

場
所
の
確
保

冒険遊び場は、子どもが「遊び」
をつくる遊び場です。そこでは
火を使ったり、地面に穴を掘っ
たり、木に登ったり、何かもの
をつくったり ･･･。落ち葉やどろ
んこや自然の素材を使って、遊
び場にあるスコップや金づちや
大鍋を使って、自分の「やって
みたいと思うこと」を実現して
いく遊び場です。
　さまざまな遊びが展開されて
いくので、変化しつづける遊び
場ともいえます。禁止するので
はなく、いっしょに考えてやっ
てみる。
　のびのびと思いきり遊べるこ
の場所は、子どもが生きる力を
育むことを支えています。

（日本冒険遊び場づくり協会）

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安曇川 

マキノ 

朽木 

今津 

新旭 

高島 

1.たかしま冒険遊び場 

2.マキノらぼ 

名称 開催場所 参加人数 開催日時 対象

1 たかしま冒険
遊び場

旧広瀬小学校
グラウンド

10 ～ 20
人

第４土曜日
10 時～ 15 時

（2019 年 4 月
から変更予定）

年齢制限
なし

2 マキノらぼ マキノ東小学
校区内民家

20 組程度 不定期 年齢制限
なし

表２　高島市内にある「冒険遊び場」の活動概要

図２　市内の
「冒険遊び場」の分布

写真２　たき火で遊ぶ子どもたち

地域で学び育つ
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課
題
の
考
察
と
提
案

　
私
た
ち
は
、
活
動
場
所
に
出
向
い
て
様
子

を
見
学
し
、
聞
き
取
り
を
行
い
、
活
動
さ
れ

て
い
る
団
体
の
思
い
や
、
参
加
者
が
何
を
求

め
て
い
る
か
な
ど
、
現
状
把
握
に
努
め
ま
し

た
。
こ
の
調
査
の
中
で
見
え
て
き
た
様
々
な

課
題
に
対
す
る
考
察
を
も
と
に
、
市
民
と
行

政
へ
提
案
を
し
ま
す
。

●
子
ど
も
食
堂

　
「
子
ど
も
に
必
要
な
場
と
は
何
な
の
か
」、

「
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

何
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
な
ど
、
活
動

の
課
題
を
ス
タ
ッ
フ
全
員
で
共
有
す
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
●
冒
険
遊
び
場

　

課
題
を
抱
え
込
ま
ず
（
活
動
者
だ
け
で
な

ん
と
か
し
よ
う
と
思
わ
ず
）、
市
社
会
福
祉

協
議
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
に

ヘ
ル
プ
を
発
信
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
継
続
的
に
利
用
で
き
る
活
動
場
所

が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
広
い
ス
ペ
ー
ス
や

ト
イ
レ
、
遊
具
が
あ
る
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

や
こ
ど
も
園
の
園
庭
が
理
想
的
な
場
所
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
子
ど
も
食
堂
・
冒
険
遊
び
場
の
共
通
課
題

• 

助
成
金
が
な
く
な
る
来
年
度
以
降
の
運
営

の
た
め
に
、
他
の
補
助
金
・
補
助
制
度
の

活
用
を
考
え
ま
し
た
。

• 

子
ど
も
食
堂
も
冒
険
遊
び
場
も
活
動
場
所

ま
で
の
距
離
が
遠
い
と
い
う
課
題
が
あ
る

の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
圏
内
に
子
ど

も
食
堂
や
冒
険
遊
び
場
が
あ
る
と
よ
い
。

• 

地
域
学
校
協
働
活
動
で
配
置
さ
れ
て
い
る

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
活
動
の
大
切

さ
な
ど
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
冒

険
遊
び
場
に
と
っ
て
は
、
活
動
場
所
の
提

供
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
食
堂
と
学
校
で
、
子
ど
も
の
様
子
を

お
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

• 

活
動
の
理
解
者
を
増
や
し
、
ス
タ
ッ
フ
と

し
て
関
わ
る
人
を
増
や
し
て
い
く
た
め

に
、
学
校
や
既
存
の
活
動
団
体
の
ほ
か
、

協
力
者
の
趣
味
や
特
技
を
生
か
せ
る
「
具

体
的
で
多
様
な
依
頼
や
募
集
」
を
発
信
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
活
動
を
理
解
し
、
協
力
し
て
も
ら

う
た
め
に
、
地
域
の
事
業
者
に
対
し
て
も

発
信
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、

運
営
側
だ
け
で
な
く
、
参
加
者
の
声
な
ど

を
発
信
し
て
い
く
こ
と
も
、
実
際
の
活
動

の
雰
囲
気
を
伝
え
る
こ
と
で
、「
子
ど
も

食
堂
＝
貧
困
対
策
」
や
「
冒
険
遊
び
場
＝

ケ
ガ
へ
の
対
応
が
不
十
分
」
と
い
っ
た
思

い
込
み
を
解
く
の
に
効
果
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。

【
市
民
へ
の
提
案
】

　

子
ど
も
や
高
齢
者
の
孤
食
が
増
え
て
い
る

高
島
市
の
現
状
の
中
で
、
一
人
で
も
多
く
の

方
が
活
動
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど

も
た
ち
は
地
域
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
実
感
で
き
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い
な
い
地
域
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
活
動
の
広
が
り
を
期
待
し
ま

す
。

　【
事
業
者
へ
の
提
案
】

　

将
来
、
地
域
を
支
え
る
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
、
子
ど
も
を
成
長
さ
せ
る
活
動
に
理
解

を
示
し
、
子
ど
も
の
活
動
に
対
す
る
資
金
の

支
援
や
物
品
の
提
供
な
ど
を
通
じ
て
協
力
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
行
政
へ
の
提
案
】

　

こ
れ
ら
の
活
動
実
態
を
把
握
し
、
課
題
を

共
有
し
、
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
や
こ
れ
か

ら
活
動
を
行
お
う
と
考
え
て
い
る
人
を
後
押

し
す
る
取
り
組
み
を
期
待
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
課
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
冒

険
遊
び
場
に
使
用
す
る
場
所
の
確
保
に
つ
い

て
、
学
校
や
保
育
園
な
ど
の
公
共
施
設
を
柔

軟
に
使
用
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
や
、
活
動

団
体
等
と
地
域
、
事
業
者
と
の
連
携
に
つ
な

が
る
取
り
組
み
に
期
待
し
ま
す
。

お
わ
り
に

　
私
た
ち
が
見
て
き
た
「
子
ど
も
目
線
の
学

び
育
つ
場
」
と
は
、
家
族
や
学
校
以
外
の
ゆ

る
い
関
わ
り
や
つ
な
が
り
が
あ
り
、
子
ど
も

に
と
っ
て
、「
そ
こ
へ
行
け
ば
受
け
入
れ
て

も
ら
え
る
安
心
感
」
や
、「
新
し
い
遊
び
や

体
験
の
機
会
」
が
得
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
助
け
合
い
、
つ

な
が
り
あ
う
大
人
の
姿
」
が
子
ど
も
に
と
っ

て
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

地域で学び育つ

写真３　リヤカーで走り回る子どもたち
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「
お
祭
り
」
と
日
本
人

　

お
祭
り
と
は
、
人
々
の
住
む
里
に
神
様
を

御お
み
こ
し

神
輿
や
曳ひ
き
や
ま山
に
迎
え
入
れ
て
、も
て
な
し
、

先
祖
を
敬
い
、
里
人
の
幸
福
を
祈
る
年
中
行

事
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
の
信
仰
（
宗
教
）
と
い
え
ば
大
別
し

て
神
道
と
仏
教
と
い
え
ま
す
が
、
お
寺
で
も

「
お
祭
り
」
は
無
く
は
な
い
、が
、や
は
り
「
お

祭
り
」
は
神
社
の
も
の
と
何
と
な
く
思
っ
て

い
ま
せ
ん
か
。こ
れ
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
は
創
始
者
お
釈
迦
さ
ま
の
教
義
（
経

典
）
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
禅
な
ら
ば
禅

の
、
浄
土
真
宗
な
ら
浄
土
三
部
経
と
い
う
経

典
や
親
鸞
と
い
う
人
の
説
に
拠
っ
た
、
そ
う

い
っ
た
普
遍
的
な
教
義
を
中
心
に
据
え
て
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
「
神
道
は
何
か
」
と
聞
か
れ
て

も
、
た
い
て
い
の
人
は
答
え
難
い
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
神
様
（
ご
神
体
）
は
八や
お
よ
ろ
ず

百
万

の
神
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
山
や
川

や
里
な
ど
風
土
の
全
て
に
宿
り
、
故
郷
で
活

躍
さ
れ
た
人
々
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に

千
差
万
別
、
一
社
一
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。
ご
神し
ん
せ
ん饌
と
い
う
神
様
の
食
べ
物
も
神
社

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
お
祭
り
の
日

に
ち
も
決
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
個
性

的
で
個
別
的
な
お
祭
り
は
世
界
に
比
類
が
無

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

氏
神
様
と
守
護
神
を
敬
う
「
お
祭
り
」

　

個
別
的
で
は
あ
っ
て
も
神
様
は
二
種
類
あ

り
ま
す
。
一
つ
は「
氏
神
様（
産う

ぶ
す
な
か
み

土
神
）」で
、

親
子
孫
、
親
族
、
血
縁
な
ど
、
地
縁
共
同
体

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
神
社
で
す
。
二
つ
目

は
血
縁
を
超
え
た
「
守
護
神
（
怨
霊
神
）」。

「
天
神
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
る
各
地
の
天
神

社
は
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
菅
す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
公
の

よ
う
に
、
殺
さ
れ
た
り
、
恨
み
を
も
っ
て
死

ん
だ
人
達
が
祟
ら
な
い
よ
う
に
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
祭
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
氏
神
様
は
一
層

子
孫
を
守
り
、
怨
霊
神
も
祟た
た

り
を
止
め
て
守

護
神
に
な
る
と
し
て
、
日
本
人
は
お
祭
り
を

大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
神
様
に

感
謝
と
祈
り
を
捧
げ
る
「
お
祭
り
」
は
遥
か

古
代
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　「
厳
か
な
神
事（
儀
礼
）」と「
賑
や
か
な
祝
祭
」　

　

祖
先
や
神
様
に
喜
ん
で
も
ら
う
に
は
神
前

で
参
拝
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
も
楽
し

い
こ
と
を
や
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
鎌
倉
・

江
戸
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
厳
粛
な
「
神

事
（
儀
礼
）」
と
共
に
、
勇
壮
な
御お
み
こ
し

神
輿
や

曳
山
な
ど
が
登
場
す
る
「
祝
祭
」
と
が
合
体

し
て
、
地
域
が
賑
わ
う
現
在
の
「
お
祭
り
」

が
創
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

「
歴
史
を
彩
る
ご
祭
神
」

　
─
注
目
が
集
ま
る
高
島
市
の
神
社

　

歴
史
、
特
に
古
代
史
の
研
究
に
お
い
て
、

「
神
社
」
は
「
生
き
証
人
」
で
あ
り
、「
神
社

の
名
称
」、「
ご
祭
神
」、「
存
在
地
」
は
立
証

や
論
証
の
核
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
六
十
二
年
編
『
滋
賀
県
神
社
誌
』
に

は
「
高
島
郡
一
三
五
社
」
が
町
村
別
に
一
社

一
社
克
明
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
キ
ノ
一
七
社　

安
曇
川
二
八
社

　

今
津　

三
八
社　

高
島　

一
九
社

　

朽
木　

一
六
社　

新
旭　

一
七
社

　

古
代
史
研
究
か
ら
、
近
年
、
滋
賀
県
、
中

で
も
高
島
市
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
御
祭
神
」
に
神
話
の

世
界
に
登
場
す
る
神
様
た
ち
が
多
数
祀
ら
れ

て
い
る
由
緒
に
あ
り
ま
す
。

　

人
皇
初
代
神じ
ん
む武
天
皇
の
即
位
（
Ｂ
Ｃ

六
六
〇
年
）
ま
で
に
神
代
（
古
語
で
は
カ
ミ

ノ
ヨ
）
と
し
て
十
二
代
の
神
様
（
古
語
で
は

カ
ミ
）
が
即
位
さ
れ
、
今
日
の
官
僚
と
い
う

べ
き
人
臣
（
ト
ミ
）
と
と
も
に
ま
つ
り
ご
と

を
さ
れ
た
と
す
る
縄
文
時
代
五
〇
〇
〇
余
年

の
、
超
古
代
と
さ
れ
る
時
代
の
資
料
が
発
見

さ
れ
研
究
が
深
ま
っ
て
い
ま
す
。
高
島
の
神

社
の
御
祭
神
に
は
、
例
え
ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
・

イ
ザ
ナ
ミ
、
ニ
ニ
ギ
ネ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ

ミ
カ
ミ
、ソ
サ
ノ
ヲ
、オ
オ
ヤ
マ
ス
ミ
の
神
々

な
ど
、
神
話
で
大
活
躍
さ
れ
て
い
る
神
社
が

多
い
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
古
い
神
々
の
故
地
・
琵
琶
湖
周
辺

で
も
、
特
に
西
岸
に
は
所
在
地
が
確
定
さ
れ

る
神
社
が
多
く
、
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
は

垂
涎
の
地
域
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
愛
好
家
が

訪
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

地
域
を
結
ぶ
「
伝
統
文
化
」
の

継
承
の
た
め
に

　

神
社
は
地
域
の
延
々
た
る
「
過
去
」
で
あ

活
動
テ
ー
マ

高
島
の
伝
統
文
化
「
神
社
と
お
祭
り
」
を

　

活
か
す
ま
ち
づ
く
り

　
私
た
ち
文
化
グ
ル
ー
プ
で
は
、「
自
然
、
人
、
伝
統
文
化
、
つ
な
が
り
」
な
ど
、
高

島
市
が
本
来
持
っ
て
い
る
資
源
を
最
大
限
に
活
か
す
［
自
然
共
生
型
社
会
］
を
目
指

し
て
、「
高
島
の
伝
統
文
化
を
活
か
す
」
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
「
神
社
と
祭
り
」

を
選
択
し
ま
し
た
。

高島の文化
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り
歴
史
の
証
人
で
す
。そ
し
て
お
祭
り
は「
現

在
」
こ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

（
産
業
、
技
術
）
や
パ
ワ
ー
（
経
済
、
行
動
、

瞬
発
力
）
な
ど
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と

人
の
つ
な
が
り
が
「
伝
統
文
化
」
と
な
っ
て

地
域
を
結
ん
で
き
ま
し
た
。　

　
「
自
然
」に
恵
ま
れ
た
高
島
市
が
本
来
持
っ

て
い
る
「
人
」
と
「
つ
な
が
り
」、
神
社
と

お
祭
り
と
い
う
「
伝
統
文
化
」
は
私
達
の
大

切
な
資
源
で
あ
り
、資
本
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
か
ら
子
や
孫
に
継
承
す
べ
き
「
未
来
」

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
祭
り
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

そ
こ
で
現
在
「
神
社
と
お
祭
り
」
が
ど
の

よ
う
に
維
持
管
理
さ
れ
、
運
営
さ
れ
て
い
る

の
か
、
そ
し
て
何
よ
り
も
お
祭
り
を
支
え
る

関
係
者
の
思
い
を
直
接
に
お
聞
き
し
た
い
、

と
私
た
ち
「
文
化
グ
ル
ー
プ
」
は
、
高
島
市

の
代
表
的
な
祭
り
と
さ
れ
る
マ
キ
ノ
町
の

「
海
津
力
士
祭
り（
海
津
・
西
浜
合
同
祭
）」と
、

新
旭
町
の
「
七
川
祭
」
と
、
高
島
の
「
大
溝

祭
」
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

取
材
の
柱
に
は
「
高
島
市
の
文
化
と
し

て
、
祭
り
を
継
承
し
て
い
く
た
め
の
課
題
と

工
夫
な
ど
」
と
し
ま
し
た
。
人
口
密
度
が
高

く
観
光
客
が
大
勢
集
ま
る
祇
園
祭
や
岸
和
田

祭
な
ど
の
「
都
市
の
お
祭
り
」
と
は
異
な
り
、

小
規
模
で
少
子
化
が
直
に
反
映
す
る
よ
う
に

な
っ
た
「
地
域
の
お
祭
り
」
は
、
維
持
す
る

為
の
難
し
さ
と
さ
ま
ざ
ま
な
ご
苦
労
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
試
み
が
、
廃
止
に
し
た
り
縮
小
に

な
っ
て
い
る
地
域
の
お
祭
り
や
「
祭
り
関
係

者
」
に
と
っ
て
も
、
参
考
に
な
れ
ば
と
願
っ

て
い
ま
す
。

マキノ町　海津力士祭り（海津・西浜合同祭）

新旭町　七川祭

高島　大溝祭

高島の文化
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ア
ン
サ
ン
ブ
ル
姿
で

宵
宮
参
り
す
る
若
衆
た
ち

　

大
祭
は
四
月
二
十
九
日
（
祝
日
）、
前
日

に
は
午
前
十
一
時
よ
り
礼
服
・
白
ネ
ク
タ
イ

姿
の
海
津
・
西
浜
の
正
副
総
代
が
参
集
し
て

大
祓
い
を
受
け
、
社
務
所
に
て
神
職
が
斉
行

す
る
直な
お
ら
い会
（
二
十
六
頁
三
段
目
に
説
明
）
が

開
か
れ
ま
す
。

　

夕
刻
十
九
時
に
は
正
総
代
と
神
輿
を
担
ぐ

海
津
の
青
年
会
と
西
浜
の
農
友
会
の
若
者
達

が
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
姿
で
太
鼓
を
た
た
き
な
が

ら
参
宮
し
て
、大
祓
い
を
受
け
（
宵
宮
参
り
）

ま
す
。

　

神
輿
を
か
く
（
担
ぐ
。
地
元
の
祭
り
関
係

者
は
神
輿
を
か
く
と
か
、
神
輿
か
き
と
言
わ

れ
ま
す
）
の
は
十
八
歳
か
ら
三
十
五
歳
ま
で

の
未
既
婚
問
わ
な
い
若
者
達
三
十
五
人
で
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
お
祭
り
初
参
加
の
年
に
自

前
で
揃
え
た
も
の
な
の
で
す
。

先
行
す
る
の
は
稚
児
行
列
と
子
供
神
輿　

　

大
祭
当
日
は
十
時
過
ぎ
お
祭
り
関
係
者
が

参
集
さ
れ
る
中
、
祇
園
社
で
は
御み

ご

き
神
饌
を
決

め
る
籤
取
り
が
行
わ
れ
、
午
前
十
一
時
に
は

祇
園
社
か
ら
、
小
さ
な
三
～
七
歳
の
女
の
子

た
ち
の
稚
児
行
列
が
、
海
津
天
神
社
に
向
け

て
出
発
し
ま
す
。
同
行
す
る
の
は
先
頭
の
金

棒
引
き
に
続
き
、
稚
児
、
鳶
持
ち
の
女
性
、

ミ
ゴ
キ
台
を
担
ぐ
男
性
に
よ
る
三
人
一
組

と
、
総
代
合
わ
せ
て
十
五
組
が
続
き
ま
す
。

　

御
神
饌
台
に
は
一
番
か
ら
十
五
番
ま
で
の

番
号
札
が
付
い
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
魚
、

海
草
、
野
菜
、
果
実
、
御
神
酒
、
御ご

く供
（
白

蒸
し
）
な
ど
が
色
鮮
や
か
に
盛
ら
れ
て
い
ま

す
。
天
神
社
で
は
境
内
社
を
含
め
、
そ
れ
ぞ

れ
番
号
に
従
っ
て
社
殿
に
備
え
ら
れ
ま
す
。

　

次
い
で
十
三
時
半
に
は
小
学
四
・
五
・
六
年

生
の
男
女
約
四
～
五
十
人
に
よ
る
子
供
神
輿

一
基
が
海
津
天
神
社
を
出
発
、
十
五
時
頃

還か
ん
ぎ
ょ御
し
ま
す
。

神
輿
渡
御
の
道
を
清
め
る
大
榊

　

社
務
所
前
に
は
二
基
の
大お

さ榊
が
並
ん
で
い

ま
す
。
オ
サ
と
は
御ご
へ
い幣
を
つ
け
た
榊
を
立
て

た
木
製
神
輿
で
、
神み
こ
し輿
渡と
ぎ
ょ御
に
先
行
し
て
参

道
を
清
め
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

十
二
時
半
、
オ
サ
二
基
が
天
神
社
を
出
発

す
る
と
、
こ
れ
を
合
図
に
化
粧
ま
わ
し
に

ハ
ッ
ピ
、
鉢
巻
き
姿
に
身
を
飾
っ
た
若
者
達

が
順
次
参
宮
し
て
、社
務
所
内
に
て
御ご

く供（
円

錐
形
の
ご
飯
に
笹
で
は
ち
ま
き
し
た
も
の
）

と
御
神
酒
を
い
た
だ
き
ま
す
。

豪
華
な
化
粧
ま
わ
し
の
起
源

　

十
四
時
半
、
化
粧
ま
わ
し
を
締
め
た
担
ぎ

手
三
十
五
人
程
が
神
輿
二
基
に
分
か
れ
て
、

い
よ
い
よ
海
津
天
神
社
を
出
発
し
、
そ
れ
ぞ

れ
海
津
と
西
浜
の
集
落
内
を
練
り
歩
き
ま

す
。

　

通
称
、
力
士
祭
り
と
言
わ
れ
る
の
は
、
江

戸
時
代
、回
船
問
屋
の
荷
役
の
若
衆
た
ち
が
、

天
神
社
境
内
で
の
草
相
撲
で
力
士
を
真
似
て

豪
華
な
化
粧
ま
わ
し
を
つ
け
て
、
そ
の
強
力

を
競
い
あ
っ
た
の
が
起
源
と
い
わ
れ
ま
す
。　
　
　
　

　

当
時
の
分
限
者
た
ち
が
し
つ
ら
え
た
豪
華

な
化
粧
ま
わ
し
の
い
く
つ
か
は
「
横
綱
ま
わ

し
」
と
し
て
代
々
家
々
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の

ま
わ
し
を
借
用
し
た
り
、
さ
ら
に
神
輿
か
き

に
選
ば
れ
た
若
衆
た
ち
は
、
自
分
好
み
の
刺

繍
を
京
都
の
織
物
屋
で
あ
つ
ら
え
て
、
祭
り

を
支
え
る
中
老
（
三
十
五
～
六
十
一
歳
）
や

役
員
と
な
っ
て
も
、
大
切
な
家
族
自
慢
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

回
船
問
屋
で
栄
え
た
港
町
、
宿
場
男
の
気

概
が
、
今
も
な
お
、
力
士
祭
り
の
ま
わ
し
姿

に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

海
津
力
士
祭
り
（
海
津
・
西
浜
合
同
祭
）

　
　
海
津
天
神
社　

マ
キ
ノ
町
海
津
一
二
五
三
―
二

化
粧
ま
わ
し
姿
の
若
衆
神
輿
が
港
町
を
練
り
歩
く

　
海
津
は
か
っ
て
琵
琶
湖
の
水
運
の
拠
点
と
し
て
、
ま
た
西
近
江
路
の
宿
場
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
学
問
の
神
様
で
知
ら
れ
る
海
津
天
神
社
は
海
津
・
西
浜
の
郷
境
に
位

置
し
て
お
り
、菅
原
道
真
公
を
祀
る
本
社
の
ほ
か
、両
地
区
の
氏
神
で
あ
る
大お
お
く
わ鍬
神
社・

小
野
神
社
は
じ
め
十
数
社
が
座
し
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
海
津
・
西
浜
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
祭
り
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
昭
和
三
十
年
頃
よ
り
合
同
祭
と
な
っ
た
も
の
で
、「
海
津
力
士
祭
り
」
と
親
し
ま

れ
る
海
津
天
神
社
の
春
の
例
大
祭
で
す
。

総代が参集して御
み ご き

神饌をいただく

高島の文化
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練
り
あ
っ
た
二
基
が

寄
り
添
っ
て
天
神
社
へ
還
御

　

四
、五
年
前
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
を
練

り
歩
い
た
若
衆
神
輿
は
十
六
時
に
集
落
の
庄

境
（
シ
ョ
ウ
ザ
カ
イ
）
で
落
ち
合
っ
て
休
憩
、

十
七
時
半
か
ら
再
び
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
内
を

練
り
歩
い
た
後
、
再
度
シ
ョ
ウ
ザ
カ
イ
で
落

ち
合
っ
て
、
二
十
時
頃
に
天
神
社
へ
と
進
み

ま
し
た
。

大
勢
の
観
衆
と
か
が
り
火
に
照
ら
さ
れ　

　

辺
り
は
す
で
に
暗
く
、
天
神
社
の
参
道
に

は
か
が
り
火
が
こ
う
こ
う
と
焚
か
れ
、
神
輿

還
御
を
待
つ
大
勢
の
観
衆
が
待
ち
構
え
て
い

ま
す
。

　

神
輿
は
荒
々
し
く
拝
殿
の
周
囲
を
数
回
練
ら

れ
、
興
奮
と
歓
声
の
中
、
石
段
を
登
り
、
本

殿
の
前
に
並
べ
ら
れ
ま
す
。

　

神
職
に
よ
る
遷
霊
の
神
事
の
後
、
神
輿
を

本
殿
に
見
送
っ
て
、
神
輿
蔵
に
納
め
て
祭
り

は
終
了
し
ま
す
。
す
で
に
二
十
時
で
す
。

翌
日
は
「
御
名
残
（
御
縁
）」

　

三
十
日
の
昼
か
ら
は
「
御
名
残
」。
長
襦

袢
の
裏
に
刺
繍
を
施
し
た
踊
り
襦
袢
姿
の
若

衆
が
タ
ス
キ
か
け
で
太
鼓
を
叩
き
、
そ
の
歳

に
新
築
や
婚
礼
な
ど
慶
事
が
あ
っ
た
家
を
訪

ね
ま
す
。
慶
び
の
お
裾
分
け
で
す
。

関
係
者
の
声

　

故
郷
の
伝
統
文
化
と
い
え
ば
「
お
祭
り
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
お
祭
り

を
維
持
管
理
・
運
営
す
る
に
は
大
変
な
祭
費

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
海
津
力
士
祭
り
に
尽
力
さ
れ
た

三
十
年
度
総
代
の
お
二
人
に
「
祭
り
を
継
承

し
て
い
く
た
め
の
課
題
と
工
夫
」
な
ど
を
伺

い
ま
し
た
。

年
年
で
工
夫
、
改
革
さ
れ
る
祭

　

総
代
さ
ん
が
二
十
歳
の
頃
、
昭
和
五
十
年

前
後
に
は
神
輿
を
人
力
で
は
な
く
、
車
に
乗

せ
て
曳
い
て
い
た
と
か
。

　

か
つ
て
は
四
月
二
十
二
日
が
祭
礼
日
で
、

現
行
の
四
月
二
十
九
日
に
な
っ
た
の
は
平
成

七
年
。

　

神
輿
は
か
つ
て
天
神
社
二
基
、
大
鍬
神
社

一
基
、
小
野
神
社
一
基
、
計
四
基
で
し
た

が
、
現
行
の
神
輿
渡
御
は
二
基
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

祭
り
を
維
持
す
る
た
め
に
い
つ
の
時
代
も

努
力
や
工
夫
を
さ
れ
て
い
て
、
伝
統
行
事
と

い
っ
て
も
そ
の
時
代
時
代
で
変
化
の
た
め
の

改
革
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

祭
り
に
帰
郷
し
て
く
る
仲
間
た
ち

　
「
み
ん
な
祭
り
を
続
け
た
い
、
継
承
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
問
題
は

担
ぎ
手
不
足
な
こ
と
、
少
子
化
で
子
ど
も
が

少
な
い
こ
と
、
昔
は
希
望
す
る
子
ど
も
た
ち

が
多
く
て
出
ら
れ
な
い
子
が
い
た
ん
で
す

よ
」。

　
「
台
風
で
壊
れ
た
神
輿
蔵
の
修
繕
や
ら
、

増
大
す
る
祭
費
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
て
い

く
の
か
、
難
し
い
こ
と
が
多
く
て
ね
」。

　
「
祭
り
に
な
る
と
毎
年
帰
っ
て
き
て
、
祭

り
に
参
加
し
て
く
れ
る
仲
間
達
が
結
構
い
る

の
が
、
あ
り
が
た
い
ね
え
」。

祭
り
の
絆
が
災
害
復
旧
に
活
き
る

　

平
成
三
十
年
秋
、
海
津
は
二
十
一
号
台
風

に
よ
り
電
信
柱
九
本
が
倒
壊
し
て
、
電
気
不

通
の
日
が
五
日
余
り
続
き
ま
し
た
。「
祭
り

仲
間
に
は
年
齢
や
立
場
の
上
下
を
超
え
て
、

平
常
時
に
は
気
づ
か
な
い
仲
間
意
識
が
築
か

れ
て
い
る
。
お
互
い
様
と
助
け
合
え
る
地
域

の
あ
り
が
た
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
」。

な
く
て
は
な
ら
な
い
祭
り
の
力

　
「
神
輿
が
近
づ
く
と
地
区
の
有
線
放
送
で

知
ら
せ
ま
す
。
町
内
の
人
た
ち
が
家
の
外
に

出
て
応
援
し
て
下
さ
る
。
そ
れ
で
元
気
に

な
っ
て
疲
れ
が
取
れ
る
。
祭
り
を
や
る
人
も

観
る
人
た
ち
も
、
皆
が
楽
し
め
る
祭
り
の
力

は
す
ご
い
で
す
ね
え
」。

海
津
三
町
総
代
・
中
川
一
夫
さ
ん
（
左
）
と
海
津
西
浜

四
町
総
代
・
西
村
寿
男
さ
ん
（
右
）

町中を練り歩く化粧まわし姿の若衆神輿
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八
地
区
の
氏
子
衆
が

毎
年
当
番
制
で
渡
し
番
に

　

神
社
と
お
祭
り
の
管
理
運
営
は
〔
氏
子
総

代
会
十
二
名
と
氏
子
青
年
会
七
名
〕
で
組
織

さ
れ
、　

祭
は
旧
八
ケ
村
（
新
旭
町
の
井
ノ

口
〔
宮
元
〕、
安
養
寺
、
川
原
市
、
北
畑
、

新
庄
、
平
井
、
堀
川
、
安
曇
川
町
の
十
八
川
）

の
各
地
区
が
八
年
に
一
度
、
当
番
制
で
渡
し

番
と
な
り
ま
す
。

　

祭
り
の
準
備
に
は
「
流
鏑
馬
〔
二
頭
〕・

素
走
り
、役
馬〔
七
頭
〕の
乗
り
手
」、「
警
護
」、

「
唐
丁
持
ち
」「
的
練
り
を
奉
納
す
る
奴
」「
傘

鉾
、
太
鼓
、
鉦
」
な
ど
が
あ
り
、
当
番
が

回
っ
て
き
た
と
き
は
年
始
よ
り
祭
り
の
準
備

に
取
り
掛
か
り
、
大
忙
し
で
す
。
そ
し
て
翌

年
か
ら
は
八
年
後
の
お
祭
り
費
用
と
し
て
二

～
三
〇
〇
万
円
の
積
立
金
が
始
ま
り
ま
す
。

お
祭
り
当
日
の
見
所

　

四
日
当
日
は
朝
、
各
地
か
ら
警
護
・
唐
丁

持
ち
、的
練
り
奴
、鉾
警
護
、傘
鉾
・
太
鼓
・
鉦
・

役
馬
の
行
列
が
的
練
り
を
披
露
し
な
が
ら
集

合
地
に
向
か
い
、
行
列
し
て
神
社
の
馬
場
に

姿
を
現
す
の
は
正
午
過
ぎ
に
な
り
ま
す
。
こ

の
頃
に
は
見
物
客
も
増
え
て
、
三
つ
の
的
が

立
て
ら
れ
た
馬
場
（
参
道
）
に
作
ら
れ
た
桟

敷
〔
有
料
〕
も
賑
わ
っ
て
き
ま
す
。

い
よ
い
よ
神
社
馬
場
で
の
行
事

　

先
ず
、
揃
い
の
紫
色
の
半
纏
と
背
中
に
は

佐
々
木
家
の
「
四
ツ
目
」
家
紋
を
付
け
、
各

地
域
か
ら
選
ば
れ
た
十
四
名
の
「
奴
振
り
」

の
登
場
で
す
。
三
ｍ
の
青
竹
の
先
に
六
十
㎝

四
方
の
四
角
い
板
を
差
し
込
ん
だ
「
的
」
を

持
ち
歩
く
「
的
練
り
」
十
二
名
と
、
天
狗
と

お
多
福
の
お
面
を
御ご
へ
い幣
に
取
り
付
け
た
飾
り

樽
を
持
ち
歩
く
「
樽
振
り
」
二
名
が
、
一
ヶ

月
間
の
厳
し
い
指
導
と
訓
練
に
耐
え
、
見
事

な
練
ぶ
り
を
披
露
し
て
、
大
勢
の
観
客
か
ら

拍
手
と
歓
声
が
上
が
り
ま
す
。

神
様
と
絆
を
結
ぶ
「
ご
神し
ん
せ
ん饌
と
直な
お
ら
い会
」

　

神
様
に
お
供
え
し
た
ご
神
饌
の
お
下
が
り

を
頂
く
直
会
は
、
神
と
人
を
、
ま
た
共
に
集

う
人
々
と
の
連
帯
感
や
仲
間
意
識
を
高
め
る

儀
礼
と
し
て
尊
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
七
川
祭

で
は
「
神み

ご

く
御
供
の
式
」
と
呼
ば
れ
、
祭
り
関

係
者
や
地
域
の
代
表
者
が
集
い
ま
す
。

　

ご
神
饌
は
ヘ
ぎ
の
台
に
載
せ
ら
れ
た
「
赤

飯
（
盛も
っ
そ
う槽
で
形
を
整
え
ら
れ
、
檜
の
葉
の
上

に
載
せ
る
）」、「
生
ふ
き
二
本
」、「
干
鮎
二
尾
」

で
す
。

　

稲
作
社
会
の
素
朴
な
海
・
山
・
里
の
幸
を

「
神
人
共
食
」
す
る
日
本
の
「
ま
つ
り
」
の

本
質
が
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

祭
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ

　

式
が
終
る
と
、
き
ら
び
や
か
な
馬
具
で
飾

ら
れ
た
流
鏑
馬
と
役
馬
が
神
前
に
拝
礼
す
る

宮
参
り
へ
。

　

露
払
い
は
「
素
走
り
」。
次
い
で
流
鏑
馬

が
神
前
に
「
扇
の
手
」
を
奉
納
し
て
、
三
つ

の
的
に
矢
を
放
ち
な
が
ら
駆
け
上
が
っ
て
い

き
ま
す
。
最
後
は
八
頭
の
馬
に
よ
る
役
馬
の

競
馬
と
続
き
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
す
。

「
扇
練
り
」
と
「
神み
こ
し輿
の
渡と
ぎ
ょ御
」

　
「
的
」
の
代
わ
り
に
「
扇
」
を
持
っ
た
奴

が
最
後
の
練
り
と
し
て
神
前
に
奉
納
。
最
後

が
「
神
輿
の
渡と
ぎ
ょ御
」。
こ
の
神
輿
を
神
輿
庫

に
納
め
る
と
こ
ろ
で
七
川
祭
は
終
わ
り
を
迎

え
ま
す
。

馬
耕
地
域
だ
っ
た
名
残
を
残
す
馬
祭

　

湖
西
地
域
は
牛
馬
に
よ
る
農
耕
が
盛
ん

で
、
農
家
が
飼
育
し
て
い
た
馬
は
氏
神
例
祭

の
駆
馬
と
し
て
流
鏑
馬
の
神
事
に
奉
納
さ

れ
、
盛
ん
な
頃
に
は
一
〇
〇
頭
以
上
の
馬
が

出
た
と
い
う
大
祭
で
し
た
。

　

五
年
前
よ
り
騎
手
を
神
奈
川
の
小
笠
原
流

の
家
元
に
依
頼
さ
れ
、
馬
は
京
都
太
秦
の
乗

馬
セ
ン
タ
ー
か
ら
流
鏑
馬
二
頭
、
競
馬
・
素

走
り
に
七
頭
を
借
用
す
る
と
い
う
創
意
工
夫

と
改
革
が
は
じ
ま
り
、
ス
ム
ー
ス
な
運
営
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
川
祭　
大
荒
比
古
神
社　

新
旭
町
安
井
川
八
四
四

戦
勝
祈
願
と
七
川
の
安
全
を
祈
る
湖
西
随
一
の
馬
祭

　
毎
年
五
月
四
日
に
行
わ
れ
る
七
川
祭
は
湖
西
随
一
の
馬
祭
と
言
わ
れ
、
昔
か
ら
大

祭
と
し
て
大
勢
の
見
物
客
を
集
め
て
い
ま
す
。
人
気
の
「
馬
駆
け
」
は
三
基
の
的
を

射
抜
く
流
鏑
馬
と
役
馬
競
馬
。「
的
練
り
」
と
し
て
親
し
ま
れ
る
奴
振
り
は
県
選
択
無

形
民
俗
文
化
財
で
す
。

　
七
川
祭
の
始
ま
り
は
鎌
倉
時
代
と
さ
れ
、
近
江
高
島
田
中
庄
を
与
え
ら
れ
た
佐
々

木
高
信
（
後
の
高
島
氏
）
一
族
は
出
陣
の
際
に
は
大
荒
比
古
神
社
に
武
運
を
祈
願
し
、

戦
勝
の
時
に
は
神
社
に
十
二
頭
の
流や
ぶ
さ
め
鏑
馬
と
十
二
基
の
的
を
献
納
し
た
と
の
由
緒
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

高島の文化
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神
社
は
「
歴
史
の
生
き
証
人
」

　
「
神
社
」
は
地
域
の
歴
史
の
生
き
証
人
で

あ
り
、「
神
社
の
名
称
」「
ご
祭
神
」「
存
在
地
」

は
そ
の
核
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
荒
比
古
神
社
は
大
き
く
荒
れ
る
男
（
比

古
）
神
と
い
う
社
名
の
と
お
り
、
安
曇
川
の

河
内
に
あ
る
「
産う
ぶ
す
な土
神か
み

」
と
し
て
祀
ら
れ
、

安
曇
川
の
氾
濫
を
鎮
め
、
水
源
の
七
つ
の
川

の
用
水
路
を
護
る
氏
神
様
に
、
感
謝
と
祈
り

を
捧
げ
る
神
社
と
し
て
現
在
に
継
承
さ
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
、
一
時
「
河
内
大
明
神
」
と

称
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

関
係
者
の
声

　

こ
こ
で
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
氏
子
総

代
会
会
長
の
桑
原
勇
さ
ん
に
登
場
い
た
だ
き

ま
す
。

現
在
の
我
々
の
幸
福

　
「
今
日
の
時
代
の
変
化
で
あ
る
と
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
終
わ
り
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
や
や
も
す
る
と
流
行
が
先
行
し
て
、

文
化
伝
統
を
永
き
に
わ
た
り
受
け
継
ぐ
こ
と

の
意
識
が
薄
れ
て
き
た
の
が
残
念
で
す
ね
。

文
化
伝
統
を
護
っ
て
き
た
こ
と
が
現
在
の

我
々
の
幸
福
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
よ
」。

八
年
か
け
て
祭
を
護
っ
て
い
る
氏
子
衆

　
「
祭
り
に
は
資
金
と
人
の
確
保
に
大
き
な

苦
労
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
永
年
か
け
て
み
ん

な
で
知
恵
を
出
し
合
っ
て
運
営
組
織
を
築
き

挙
げ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

当
神
社
に
は
五
十
年
近
い
歴
史
を
持
つ
氏

子
青
年
会
と
い
う
四
十
歳
ま
で
の
若
い
男
女

の
頼
も
し
い
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
少
子
化

や
若
者
の
市
外
へ
の
転
出
等
も
あ
り
、
会
員

数
が
激
減
し
て
い
ま
す
。
継
続
は
力
な
り
と

い
い
ま
す
が
、
氏
子
の
皆
さ
ん
の
物
心
両
面

の
支
援
と
ご
協
力
の
賜
物
で
す
ね
」。

若
者
た
ち
の
練
習

　
「
何
と
い
っ
て
も
子
ど
も
が
少
な
く
な
っ

て
、
他
地
区
へ
参
加
を
お
願
い
し
た
り
。
練

習
も
塾
と
か
ク
ラ
ブ
と
か
子
ど
も
た
ち
も
忙

し
く
て
、
練
習
が
終
る
と
み
ん
な
を
焼
き
肉

を
食
べ
に
連
れ
て
行
く
と
か
、
心
配
り
を
し

て
い
ま
す
」。

天
気
と
事
故
が
一
番
の
心
配

　
「
晴
天
に
恵
ま
れ
る
事
、
事
故
の
な
い
事
、

一
番
の
気
掛
か
り
で
す
よ
。
大
勢
詰
め
掛
け

て
く
だ
さ
っ
た
観
客
か
ら
大
き
な
歓
声
と
拍

手
が
沸
く
と
嬉
し
い
ね
え
」。

伝
統
文
化
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
は

　

次
い
で
大
荒
比
古
神
社
宮
司
・
城
戸
重
臣

さ
ん
も
快
く
取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　
「
神
社
は
個
人
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、

家
、
地
域
社
会
、
民
族
、
国
家
の
繁
栄
と
安

寧
を
主
と
し
た
願
い
と
し
て
、
祭
祀
の
と
き

を
定
め
、
繰
り
返
し
行
い
な
が
ら
、
人
々
の

安
ら
か
な
交
わ
り
や
地
域
社
会
を
守
っ
て
い

ま
す
。

　

お
祭
り
は
厳
粛
な
儀
礼
と
賑
や
か
な
祝
祭

と
が
相
ま
っ
て
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
伝
統

文
化
が
果
た
し
て
き
た
社
会
的
な
役
割
を
考

え
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」。

消
滅
の
危
機
が
訪
れ
た
ら

　
「
私
は
思
う
の
で
す
が
、
八
〇
〇
年
余
り

の
七
川
祭
の
歴
史
の
中
で
は
、
飢
饉
や
災
害

等
で
消
滅
や
解
散
の
危
機
が
訪
れ
た
時
代
が

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、『
規
模
が

縮
小
し
て
も
お
祭
り
を
無
し
に
し
て
は
い
け

な
い
』『
地
域
の
歴
史
を
変
え
な
い
』
と
、

踏
ん
張
っ
て
く
れ
た
人
々
が
居
た
お
か
げ
で

七
川
祭
は
今
年
も
継
続
し
て
い
る
の
で
す
か

ら
」。

「
奴
振
り
」
の
練
習
は
体
育
館
！

　

奴
姿
で
三
ｍ
の
青
竹
を
左
肩
手
に
持
っ
て

練
り
歩
く
「
的
練
り
」
は
、
中
学
生
か
ら

三
十
歳
ま
で
の
男
性
が
主
役
の
人
気
の
出
し

物
。
練
習
は
当
番
区
あ
げ
て
の
指
導
が
四
月

か
ら
例
祭
日
ま
で
毎
日
の
よ
う
に
繰
り
返
さ

れ
ま
す
。
三
ｍ
の
竹
を
片
手
に
練
り
上
げ
る

の
で
す
か
ら
、
奴
一
人
の
間
隔
は
幅
、
長
さ

共
に
四
～
五
ｍ
必
要
と
な
り
ま
す
。
一
列

十
二
人
の
奴
で
は
占
め
て
七
十
ｍ
の
長
さ
で

す
。
二
列
に
な
っ
て
も
広
さ
が
欲
し
い
の
で

練
習
場
探
し
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も

囃
子
や
鉦
に
合
わ
せ
て
の
掛
け
声
や
歌
も

あ
っ
て
大
変
で
す
。
当
日
は
天
候
次
第
、風
、

雨
、
道
路
の
状
況
、
な
ど
困
難
が
待
ち
受
け

て
い
ま
す
。

　

で
も
「
奴
さ
ん
た
ち
か
ら
、『
や
っ
て
良

か
っ
た
』
と
聞
き
ま
す
か
ら
ね
え
」
と
城
戸

宮
司
さ
ん
は
ニ
ッ
コ
リ
さ
れ
ま
し
た
。

大荒比古神社宮司　城戸重臣さん 氏子総代会会長　桑原勇さん

的練り
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お
祭
り
を
支
え
る
五
組
と
そ
の
組
織

　
「
表
１
」
の
よ
う
に
、
曳
山
五
組
を
持
つ

地
区
は
町
名
で
二
十
、
運
営
は
七
地
区
。
自

治
組
織
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
さ
ら
に
連
合

し
て
五
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
五
組
の
ト
リ
を
勤
め
る
渡
し
番
か
ら

宰
領
が
選
出
さ
れ
、
神
輿
舁
き
人
の
最
高
責

任
者
と
な
り
ま
す
。
各
組
に
は
祭
礼
を
運
営

す
る
組
織
が
あ
り
、
中
で
も
若
衆
と
そ
れ
を

終
え
た
中
老
が
曳
行
に
は
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

　

日
吉
神
社
の
山
の
手
と
石
垣
の
両
地
区
は

宮
元
と
呼
ば
れ
、
神
事
に
は
「
諸も
ろ
と人
」
と
し

て
参
加
。
こ
の
役
割
は
渡
御
の
供
奉
、
神
域

の
整
備
、
神
輿
出
し
、
な
ど
。
さ
ら
に
近
年
、

萩
の
浜
地
区
が
開
発
さ
れ
、
祭
り
に
は
こ
ど

も
神
輿
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
お
祭
り
の
見
所

　

毎
年
、
五
月
三
日
に
宵
宮
祭
、
四
日
に
本

祭
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
見
所
を
写

真
と
共
に
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

日
吉
神
社
で
は
三
日
の
正
午
よ
り
神
事
が

始
め
ら
れ
、
十
三
時
頃
に
終
了
。
夕
方
十
八

時
か
ら
の
神
事
に
は
氏
子
総
代
な
ど
が
出

席
、
終
了
後
の
十
九
時
か
ら
い
よ
い
よ
曳
山

の
巡
行
、
大
溝
漁
港
へ
と
向
い
ま
す
。

　

提
灯
が
点
火
さ
れ
た
曳
山
が
内
湖
の
乙

女
ヶ
池
に
か
か
る
と
、
水
面
に
ゆ
れ
る
提
灯

の
灯
り
が
幻
想
的
で
美
し
く
、「
大
溝
の
水

辺
景
観
」
を
表
象
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

四
日
は
「
本
祭
」。
日
吉
神

社
で
九
時
よ
り
神
事
が
は
じ
ま

り
、
宮
元
衆
と
稚
児
は
袴
姿
で

着
座
。
終
了
す
る
と
一
同
は
階

段
を
降
り
社
務
所
へ
と
向
う
。

　

各
組
か
ら
選
ば
れ
た
神
輿
か

き
全
員
に
ご
神
饌
が
配
ら
れ
、

日
吉
神
社
で
は
お
神
酒
、
赤
飯
、

エ
ビ
や
ジ
ャ
コ
の
煮
物
、
氷
魚

な
ど
。
榊
に
の
っ
た
ご
饌
米
は

懐
紙
に
包
ん
で
持
ち
帰
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
鳥
居
前
で
万
歳

三
唱
。
さ
ら
に
本
殿
前
に
て

ハ
イ
ラ
イ
ト
の
一
つ
、
神
輿

の
「
天
井
か
き
」
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

五
基
の
曳
山
は
十
時
ま
で

に
「
総
門
」
前
に
勢
ぞ
ろ
い

す
る
。
先
頭
に
は
袴
姿
の
二

人
が
先
導
し
、
引
き
手
は
浴

衣
姿
。
本
町
通
り
か
ら
「
総
門
」
へ
向
う
。

　

五
基
の
順
路
は
一
番
前
が
「
花
山
」、
最

後
が
「
渡
し
番
」。
翌
年
は
渡
し
番
が
花
山

と
な
り
、
以
下
一
つ
ず
つ
順
番
が
ず
れ
て
い

く
決
ま
り
で
す
。

　
「
総
門
」
は
大
溝
陣
屋
で
唯
一
現
存
す
る

貴
重
な
建
造
物
で
、
分
部
氏
に
よ
る
水
割
り

水
路
は
城
下
町
の
町
割
り
整
備
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
飲
用
・
防
火
用
の
生
活
水
路
で
、

大
溝
祭　
日
吉
神
社　

高
島
市
勝
野
二
一
六
六

町
衆
の
経
済
力
や
文
化
、
創
意
が
詰
ま
っ
た
お
祭
り

　

旧
高
島
町
は
江
戸
開
府
（
１
６
０
８
年
）
か
ら
間
も
な
く
の
１
６
１
９
年
、
伊
勢

国
上
野
藩
か
ら
家
臣
四
十
五
名
と
領
民
と
共
に
入
封
し
た
分
部
光
信
が
開
藩
し
、
以

後
明
治
四
年
ま
で
江
戸
時
代
２
５
０
余
年
間
を
分
部
家
十
二
代
に
亘
る
藩
政
に
よ
っ

て
栄
え
た
城
下
町
で
す
。

　
湖
西
唯
一
の
曳
山
を
誇
る
大
溝
祭
は
、
勝
野
の
日
吉
神
社
大
祭
と
し
て
、
城
下
町

形
成
と
共
に
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
分
部
藩
開
府
以
前
か
ら
集
落
が
祭
っ
て
い
た
「
神

事
」
に
、
財
を
な
し
た
町
人
衆
が
取
り
入
れ
た
曳
山
五
基
が
加
わ
り
、
そ
の
後
、
曳

山
は
毎
年
の
よ
う
に
華
麗
に
彩
ら
れ
、更
に
囃は
や
し子
や
人
形
飾
り
、曳
山
の
上
で
は
「
芸
」

や
「
浄
瑠
璃
」
の
上
演
等
が
披
露
さ
れ
、
時
代
に
応
じ
て
賑
や
か
に
「
祝
祭
」
の
趣

向
が
凝
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
）。

　
こ
う
し
て
町
衆
の
経
済
力
や
文
化
、
創
意
な
ど
が
詰
ま
っ
た
年
中
行
事
と
し
て
継

承
さ
れ
て
き
た
大
溝
祭
は
、
い
よ
い
よ
本
年
、
四
百
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　勝野  勝野町

　六軒町

港組 　勝野 　長刀町 　長刀町

　江戸屋町

　江戸屋町 　舟入町

　南本町 　南壱本町

巴組 　南本町 　職人町 　職人町

　蝋燭町 　紺屋町

　本町 　中本町 　新庄本町

宝組 　北本町 　北本町 　今市本町

　紺屋町 　紺屋町

　東本町 　喜呂

　三組 　今市新町

勇組 　新町 　二組 　新庄新町

　一組

　上中町 　今市中町

　下中町 　新庄中町

龍組 　中西西町 　南市中町

　十四軒屋

　西町

　伊勢町

旧町割と現在の町自治組織(平成２５年巡行計画図より）

中町

西町 西町

表 1　お祭りを支える運営組織

石段下の祭場に置かれた神輿に宮司による神霊移し、１１
時半頃、馬場にて勇壮な３回練りまわった後、車に乗せら
れて神輿は地域を巡行。夕刻、一旦社務所前に置かれた神
輿に神霊移しが行われ、山蔵に収められます。

高島の文化
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水
の
豊
か
な
高
島
な
ら
で
は
の
町
づ
く
り
の

面
影
が
残
っ
て
い
ま
す
。

大
溝
祭
「
四
百
年
目
を
飾
る
事
業
」

　

昔
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
、
伝
統
文
化
の

継
承
を
テ
ー
マ
と
す
る
、
計
画
中
の
記
念
事

業
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
よ
う
。

・
特
別
さ
じ
き
席
の
設
置

　

華
麗
な
五
基
の
曳
山
が
勢
ぞ
ろ
い
す
る
総

門
前
と
日
吉
神
社
に
設
置
。
豪
華
な
曳
山
の

魅
力
と
共
に
勇
壮
な
曳
き
手
の
舵
さ
ば
き
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

・
お
城
バ
ル
ー
ン
と
交
流
広
場
が
登
場

　

甲
賀
市
水
口
町
に
伝
わ
る
大
溝
城
の
天
主

解
体
部
材
が
転
用
さ
れ
て
い
る
「
水
口
岡
山

城
」
の
巨
大
バ
ル
ー
ン
（
高
さ
十
一
ｍ
）
を

囲
み
、
休
憩
や
食
事
を
楽
し
む
交
流
広
場
が

登
場
、
宵
宮
に
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
。
高
島

な
ら
で
は
の
お
酒
や
和
菓
子
、
限
定
の
手
ぬ

ぐ
い
や
木
ふ
だ
、
曳
き
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
用

の
法
被
の
作
成
等
。

・
曳
き
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

　

四
百
年
の
歴
史
を
思
い
、
お
祭
り
を
体
感

で
き
る
曳
山
巡
行
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

関
係
者
の
声

　

取
材
し
た
大
溝
水
辺
景
観
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
代
表
の
今
西
仁
さ
ん
は
、
永
年
お
祭
り

の
維
持
運
営
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ま
ち
づ

く
り
に
も
尽
力
さ
れ
、
補
足
取
材
も
含
め
長

時
間
を
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
お
祭
り
が
あ
る
か
ら

町
内
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
」

　
「
お
祭
り
は
苦
労
ば
か
り
、
だ
け
ど
三
日

前
く
ら
い
に
な
る
と
何
故
か
熱
く
な
っ
て
く

る
ん
だ
な
あ
（
笑
）」。

「
人
が
少
な
く
な
っ
た
。若
者
も
子
ど
も
達
も
」

　

地
域
の
人
達
の
祭
り
へ
の
馴
染
み
は
、
子

ど
も
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
祭
り
に
関
わ
っ

た
そ
の
人
の
時
間
に
左
右
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
さ
ら
に
移
住
さ
れ
た
家
族
が
こ
こ
が
故

郷
と
言
え
る
に
は
子
や
孫
が
育
つ
何
十
年
先

と
な
ろ
う
。
少
子
化
と
な
っ
て
地
域
と
人
を

繋
ぐ
「
お
祭
り
」
の
継
続
も
、
子
ど
も
達
と

若
者
の
参
加
な
く
し
て
は
難
し
く
な
っ
て
い

ま
す
。
子
ど
も
達
も
ま
た
遊
び
の
多
様
化
や

塾
や
ら
、
拘
束
時
間
が
多
い
。
さ
ら
に
高
校

卒
業
後
の
若
者
達
の
姿
を
休
日
す
ら
市
内
で

見
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
い
う
現
実
が

あ
り
ま
す
。
市
外
に
住
む
息
子
や
娘
た
ち
家

族
が
帰
っ
て
き
て
、
昔
取
っ
た
杵き
ね
づ
か柄
と
お
祭

り
に
参
加
し
て
、
旧
交
を
温
め
て
い
る
と
も

聞
き
ま
し
た
。

　

何
と
い
っ
て
も
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
の

は
、
お
祭
り
年
齢
の
高
齢
化
と
参
加
者
の
減

少
、
子
ど
も
達
の
練
習
時
間
が
取
れ
な
い
な

ど
、
こ
れ
に
尽
き
る
よ
う
で
す
。

「
お
弁
当
み
や
げ
と
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」

　

神
事
を
起
源
と
す
る
お
祭
り
に
は
、
女
人

禁
制
と
さ
れ
る
祭
事
が
多
い
。
お
囃
子
、
笛

吹
き
、
神
輿
か
き
等
に
、
女
子
を
採
用
す
る

と
い
う
工
夫
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
募
集
も
ヒ
ッ
ト
ア
イ
デ
ア
で
し
た
。

　

さ
ら
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
「
お
弁
当
み
や

げ
」、
子
ど
も
達
に
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と

い
っ
た
「
ア
メ
と
ム
チ
」
な
ら
ぬ
慰
労
の
方

法
も
工
夫
の
一
つ
で
し
た
。

一
日
中
笛
吹
い
て

飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
祭
キ
チ
」

　
「
祭
り
自
慢
と
言
っ
て
も
ね
え
」
と
、
ま

た
「
え
え
か
げ
ん
な
話
や
け
ど
」
と
何
度
も

口
に
さ
れ
た
今
西
さ
ん
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

調
査
か
ら
見
え
て
き
た
の
は

　
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、「
お
祭
り
」
は
経
済
を
潤
し
、
人
々
の
交
流
を
深
め
る
な
ど

文
化
的
な
資
本
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
お
祭
り
は
お
互
い
の
信
頼
や

協
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
お
祭
り
で
賑
わ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
他
人

へ
の
警
戒
心
が
少
な
く
て
、「
経
済
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
治
安
」「
教
育
」「
健
康
」「
災
害

時
の
復
旧
」「
幸
福
感
」
な
ど
に
素
晴
ら
し
い
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
社
会

的
な
資
本
を
も
熟
成
し
て
い
た
の
で
す
。

　
子
ど
も
も
若
者
も
壮
年
も
高
齢
者
も
、地
域
の
全
て
の
人
々
を
癒
し
、感
動
を
与
え
て
、

未
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る
人
材
を
育
て
る
お
祭
り
を
、
地
域
や
故
郷
の
誇
り
と

し
て
、
継
承
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

３日の宵宮祭では各町内から出発する５基の曳山が、
金箔や漆塗りされ、豪華な天幕と胴幕、見送り幕で
飾られて、古式にのっとった笛、太鼓、鐘が祭囃子
を奏でて巡行します。

大溝水辺景観まちづくり協議会
代表・今西仁さん

高島の文化
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4
．『
秀
真
伝
講
解
』
馬
野
周
二
（
周
真
会
）

5
．『
食
べ
伝
え
よ
う
滋
賀
の
食
材
』
滋
賀

　
　

の
食
事
文
化
研
究
会
（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出

　
　

版
）

6
．『
マ
キ
ノ
町
誌
』
マ
キ
ノ
町
誌
編
さ
ん

　
　

委
員
会
（
マ
キ
ノ
町
）

7
．『
滋
賀
県
の
祭
礼
行
事
』
文
化
財
保
護

　
　

課
編
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
）

8
．『
滋
賀
の
祭
り
と
伝
統
行
事
１
０
０
選
』

　
　

滋
賀
銀
行
業
務
推
進
部
編
（
し
が
ぎ
ん

　
　

健
康
友
の
会
・
し
が
ぎ
ん
み
ず
う
み
ク

　
　

ラ
ブ
）

9
．『
お
お
あ
ら
ひ
こ
』
第
38
号
（
大
荒

　
　

比
古
神
社
）

10
．「
滋
賀
文
化
の
ス
ス
メ
」（https://

　
　

w
w

w.shigabunka.net/archives/

　
　

category/rekishi/shiseki

）

11
．『
新
旭
町
誌
』
新
旭
町
誌
編
さ
ん
委
員

　
　

会
編
（
新
旭
町
）

12
．「
大
溝
祭
と
町
人
文
化
」（
木
津
勝　

講

　
　

演
よ
り
）

13
．「
大
溝
の
水
辺
さ
ん
ぽ
」（
高
島
市
文
化

　
　

遺
産
活
用
実
行
委
員
会
）

14
．『
お
お
み
ぞ
こ
み
ぞ
通
信
』
９
号
（
大

　
　

溝
の
水
辺
景
観
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）

15
．『「
大
溝
の
水
辺
景
観
」
保
存
活
用
事
業

　
　

報
告
書
』（
高
島
市
）

16
．
平
成
三
十
年
度
春
季
特
別
展
「
大
溝
藩

　
　

と
分
部
氏
―
城
下
町
の
４
０
０
年
」　

　
　
（
高
島
市
教
育
委
員
会
）

17
．「
高
島
市
歴
史
散
歩
№
１
６
１
～
１
６
９
」

　
　
『
広
報
た
か
し
ま
』（
高
島
市
）

「
ハ
レ
の
日
（
慶
事
）」
の
食
事
と
日
本
遺
産

　

故
郷
の
味
は
幾
つ
に
な
っ
て
も
楽
し
み
な
も
の
。
ま
し
て
お
目
出
度
い
お
祭
り
は
「
ハ

レ
の
日
」、
家
族
も
招
か
れ
た
人
達
も
食
卓
一
杯
に
出
揃
っ
た
、
ご
馳
走
に
心
ウ
キ
ウ
キ
、

祭
り
気
分
が
盛
り
上
っ
て
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
達
の
湖
魚
を
食
べ
る
食
習
慣
は
「
日
本
遺
産
・
琵
琶
湖
と
そ
の
水
辺

景
観
―
祈
り
と
暮
ら
し
の
水
遺
産
」
に
「
水
と
食
の
文
化
」
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
島
市
の
「
水
辺
景
観
」
と
し
て
は
以
下
三
地
域
、
①
海
津
・
西
浜
・
知
内
、
②
針
江
・

霜
降
、
③
大
溝
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
達
は
水
を
巧
み
に
生
活
に
活
用
し
、
水
を
敬
い
、
畏
れ
、
救
い
と
安
ら
ぎ
を
求
め

る
「
水
文
化
」
と
共
に
、
琵
琶
湖
の
湖
魚
食
や
鮒
ず
し
は
じ
め
、
発
酵
食
な
ど
の
伝
統

料
理
を
継
承
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
豊
穣

を
願
い
神
様
を
敬
う
お
祭
り
や
伝
統
行
事
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

取
材
し
た
三
地
域
の
お
祭
り
に
継
承
さ
れ
る
ご
神し

ん
せ
ん饌
と
直な
お
ら
い会
は
、
琵
琶
湖
と
共
に
あ

る
高
島
の
食
事
の
あ
り
方
と
感
謝
を
今
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。

七
川
祭
の
「
神み
ご
く
御
供
の
式
」
の
ご
神
饌

　
ご
神
饌
は
ヘ
ぎ
の
台
に
載
せ
ら
れ
た
「
赤
飯
（
盛も
っ
そ
う槽
で
形
を
整
え
ら
れ
、
檜
の
葉
の
上

に
載
せ
る
）」、「
生
ふ
き
二
本
」、「
干
鮎
二
尾
」
で
す
。

　
稲
作
社
会
の
素
朴
な
海
・
山
・
里
の
幸
を
「
神
人
共
食
」
す
る
日
本
の
「
ま
つ
り
」
の

本
質
が
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

高島の文化
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テ
ー
マ
の
背
景

　

自
然
環
境
が
豊
か
な
高
島
市
。
米
作
り
、

び
わ
湖
の
漁
業
、
森
林
を
活
用
し
た
木
材
。

観
光
で
は
海
津
大
崎
の
桜
並
木
、
湖
岸
に
続

く
水
泳
場
、
ス
キ
ー
場
、
メ
タ
セ
コ
イ
ア
並

木
、
高
島
ト
レ
イ
ル
、
お
に
ゅ
う
峠
か
ら
の

雲
海
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
豊
富
な
湧
水
を

使
っ
た
酒
・
お
酢
・
醤
油
造
り
に
、
製
糸
産

業
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
と
食
材
と
風
土

で
培
わ
れ
た
発
酵
食
品
文
化
な
ど
も
あ
り
ま

す
。
高
島
市
は
、
自
然
環
境
を
抜
き
に
し
て

は
、文
化
や
産
業
を
語
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
。

活
動
目
的

　

市
内
に
は
小
規
模
な
農
業
を
始
め
た
い
人

や
家
庭
菜
園
を
や
り
た
い
移
住
者
は
た
く
さ

ん
い
る
が
、
大
規
模
農
業
の
支
援
制
度
し
か

整
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
小
さ
な
農

業
を
始
め
た
い
人
た
ち
に
と
っ
て
大
事
な
こ

と
は
、
地
域
で
自
家
消
費
用
の
野
菜
を
作
っ

て
い
る
方
と
の
つ
な
が
り
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
し
た
。

　

市
民
が
地
域
の
つ
な
が
り
に
よ
る
農
業
活

動
を
展
開
し
、
子
ど
も
た
ち
に
農
業
体
験
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
農
業
へ
の
興
味

関
心
や
地
域
愛
が
育
つ
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、小
さ
な
農
業
が
耕
作
放
棄
地
の
減
少
や
、

高
島
の
美
し
い
景
観
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。　

　

そ
こ
で
、
身
近
に
い
る
、
近
所
で
畑
を
さ

れ
て
い
る
方
に
栽
培
方
法
や
、
畑
づ
く
り
を

通
し
た
地
域
の
つ
な
が
り
な
ど
に
つ
い
て
聞

き
取
り
調
査
を
行
い
、
新
た
に
小
規
模
農
業

や
家
庭
菜
園
を
始
め
る
人
を
増
や
す
た
め
の

ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

活
動
方
法

　

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
知
っ
て
い
る
農

業
や
家
庭
菜
園
を
さ
れ
て
い
る
方
に
、
次
の

よ
う
な
質
問
を
し
ま
し
た
。

• 

家
庭
菜
園
を
始
め
た
き
っ
か
け

• 

土
地
の
入
手
方
法
、
土
の
作
り
方

• 

野
菜
の
種
類
や
栽
培
の
方
法
・
工
夫

• 

貸
し
出
し
農
地
の
有
無
や
、
農
業
体
験
の

実
施
な
ど

そ
れ
な
ら
田
ん
ぼ
や
っ
て
み
る
か
？

　
▼
朽
木
針
畑
K
集
落
の
D
さ
ん

　

20
年
前
、
都
会
暮
ら
し
か
ら
農
的
・
田
舎

暮
ら
し
を
突
然
思
い
立
ち
、
朽
木
針
畑
K
集

落
に
。
土
地
は
田
舎
暮
ら
し
の
土
地
売
買
を

専
門
に
し
て
い
る
、
京
都
の
会
社
を
通
じ
て

購
入
。
半
年
後
、
小
さ
な
木
の
家
を
作
る
。

一
年
間
は
、何
も
せ
ず
田
舎
暮
ら
し
を
堪
能
。

一
年
を
過
ぎ
、
在
所
の
方
の
田
ん
ぼ
生
活
・

米
作
り
を
見
て
、
野
菜
の
お
す
そ
分
け
を
貰

う
う
ち
に
、
自
分
が
食
べ
る
も
の
を
作
っ
て

み
た
い
と
思
う
。
先
ず
は
、
庭
先
で
小
さ
な

畑
も
ど
き
を
始
め
る
。

　

家
の
前
で
田
ん
ぼ
を
し
て
い
る
在
所
の
方

と
話
す
う
ち
、「
そ
れ
な
ら
、
田
ん
ぼ
や
っ

て
み
る
か
？
」
と
、
そ
の
方
か
ら
小
さ
な
田

ん
ぼ
を
貸
し
て
も
ら
う
こ
と
に
。
初
め
て
の

田
ん
ぼ
・
米
作
り
で
、
田
起
こ
し
・
田
掻
き

や
苗
作
り
は
、
田
ん
ぼ
を
貸
し
て
く
れ
た
方

が
助
け
て
く
れ
た
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
の
飯

米
作
り
な
の
で
、
田
植
え
と
稲
刈
り
と
田
ん

ぼ
の
草
取
は
自
身
の
手
で
。
畦
刈
な
ど
も
す

る
の
で
草
刈
り
機
を
購
入
。
ま
た
、
貸
し
た

方
か
ら
米
作
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
受
け
ま
し

た
が
、
押
し
つ
け
で
は
な
く
、「
無
農
薬
」

な
ど
も
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
。
た
だ
数
年

間
は
、集
落
全
体
で
や
る
「
カ
メ
ム
シ
駆
除
」

散
布
は
し
て
い
た
。庭
先
で
の
野
菜
作
り
は
、

シ
カ
や
サ
ル
の
獣
害
に
あ
い
規
模
拡
大
は
断

念
し
た
が
、飯
米
作
り
は
今
も
続
け
て
い
る
。

　

今
は
、
移
住
や
就
農
な
ど
、
役
所
な
ど
に

専
門
の
相
談
窓
口
が
あ
る
が
、
そ
の
頃
は
、

役
所
の
窓
口
に
相
談
に
行
く
と
、「
何
か
文

句
を
言
い
に
来
た
」
と
誤
解
さ
れ
る
雰
囲
気

だ
っ
た
と
、
懐
か
し
む
。
移
住
一
年
を
過
ぎ

た
こ
ろ
か
ら
、
ミ
ニ
コ
ミ
紙
を
作
り
、
都
会

の
友
人
な
ど
に
、
農
的
・
田
舎
暮
ら
し
の
様

子
を
毎
月
発
信
し
、
し
ば
ら
く
し
て
ブ
ロ
グ

も
始
め
た
と
の
こ
と
で
す
。
ミ
ニ
コ
ミ
紙
・

ブ
ロ
グ
・
S
N
S
な
ど
で
の
情
報
発
信
を

通
じ
て
、京
阪
神
か
ら
の
田
ん
ぼ
友
も
で
き
、

田
植
え
・
稲
刈
り
な
ど
の
参
加
者
も
。
今
年

の
田
植
え
に
は
40
人
近
く
、
稲
刈
り
に
も
30

人
近
く
の
方
が
参
加
。
常
連
さ
ん
も
い
て
、

10
数
年
近
く
通
っ
て
い
る
方
も
い
る
そ
う
で

す
。

　

K
集
落
で
の
農
的
暮
ら
し
を
支
え
た
の

は
、
都
会
・
大
阪
で
働
く
妻
で
し
た
。「
都

会
で
稼
い
で
、田
舎
で
農
的
暮
ら
し
を
す
る
」

二
重
生
活
で
す
が
身
の
丈
に
合
っ
た
生
活
ス

タ
イ
ル
だ
と
、D
さ
ん
の
よ
う
に
可
能
で
す
。

ま
た
、大
阪
か
ら
電
車
と
車
を
乗
り
つ
い
で
、

２
時
間
弱
で
来
れ
る
。そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、

週
末
や
休
日
は
、
お
二
人
で
田
舎
・
農
的
暮

ら
し
を
楽
し
み
、
週
明
け
に
職
場
に
直
行
す

る
妻
を
車
で
京
都
ま
で
送
る
、
健
全
な
る
別

活
動
テ
ー
マ

人
と
つ
な
が
る
小
さ
な
農
業
で
自
然
を
活
か
す

　
自
然
を
活
か
す
と
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
も
問
題
提
起
が

大
き
く
な
り
が
ち
な
ま
ち
づ
く
り
で
す
が
、
本
当
は
小
さ
な
こ
と
か
ら
、
身
近
な
視

点
で
、
今
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
自
然
を
活
か
し
て
い
る
の
か
を
知

る
こ
と
が
今
後
の
高
島
市
に
必
要
な
情
報
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

活かす自然・守る自然
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居
生
活
を
、
妻
が
早
期
退
職
す
る
ま
で
つ
づ

け
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

妻
は
早
期
退
職
を
機
に
大
阪
生
活
に
終
止

符
を
打
ち
、
今
は
、
集
落
の
一
員
と
し
て
役

な
ど
も
引
き
受
け
て
い
ま
す
。
高
島
の
豊
か

な
自
然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
、
健
康
で
元
気

な
老
後
を
お
く
り
、
二
人
で
の
農
的
・
田
舎

暮
ら
し
を
維
持
・
堪
能
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
そ
う
で
す
。

取
れ
立
て
の
野
菜
を
ま
わ
り
の
人
に

　
▼
朽
木
地
子
原
の
M
さ
ん

　

朽
木
中
学
校
を
卒
業
後
、
安
曇
川
の
会
社

に
５
年
ほ
ど
勤
務
。
そ
の
後
、
現
在
の
場
所

で
縫
製
の
仕
事
を
始
め
ら
れ
た
。
仕
事
は
今

は
息
子
さ
ん
が
引
き
継
い
で
、
M
さ
ん
も
た

ま
に
手
伝
い
を
さ
れ
て
い
る
。

　

代
々
引
き
継
い
で
き
た
土
地
が
自
宅
と
縫

製
所
前
に
あ
り
、
自
給
自
足
の
た
め
季
節
ご

と
に
種
類
を
変
え
て
野
菜
を
作
っ
て
い
る
。

春
は
じ
ゃ
が
い
も
（
4
月
中
旬
に
植
え
6
月

に
収
穫
）、
夏
は
と
う
も
ろ
こ
し
、
き
ゅ
う

り
、
な
す
、
唐
辛
子
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
さ
と
い

も
、
秋
か
ら
冬
は
大
根
、
ね
ぎ
、
菊
菜
、
チ

ン
ゲ
ン
菜
、
ほ
う
れ
ん
草
、
か
ぶ
ら
、
キ
ャ

ベ
ツ
（
11
月
末
に
植
え
翌
年
5
・
6
月
に
収

穫
）、
白
菜
、
豆
、
玉
ね
ぎ
（
秋
に
植
え
6

月
収
穫
）
な
ど
で
す
。

　

野
菜
は
ほ
と
ん
ど
買
っ
た
こ
と
が
な
く
、

冬
に
少
し
買
う
程
度
。
出
来
た
野
菜
は
ま
わ

り
の
人
に
も
あ
げ
て
い
て
、
私
も
時
々
新
鮮

で
立
派
な
野
菜
を
頂
き
と
て
も
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
ま
す
。
か
ぼ
ち
ゃ
だ
っ
た
ら
「
天

ぷ
ら
に
す
る
と
お
い
し
い
よ
」
と
か
、
大
根

は
「
葉
っ
ぱ
も
炒
め
て
食
べ
る
と
い
い
よ
」

と
か
、
渡
し
て
下
さ
る
時
に
さ
り
げ
な
く
お

い
し
く
食
べ
る
コ
ツ
も
教
え
て
も
ら
い
助

か
っ
て
い
ま
す
。

　

畑
は
い
つ
も
き
れ
い
に
整
え
ら
れ
て
い

て
、
周
り
の
里
山
の
風
景
と
も
し
っ
く
り
な

じ
ん
で
い
ま
す
。
畑
の
前
を
通
る
人
に
も
良

さ
が
分
か
る
よ
う
で
、
私
の
知
り
合
い
の
方

が
「
あ
そ
こ
の
か
ぼ
ち
ゃ
は
上
手
に
育
て
て

は
る
よ
ね
～
」
と
聞
く
こ
と
も
。
よ
っ
ぽ
ど

気
を
使
っ
て
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
思

い
き
や
、「
母
親
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
を
そ

の
と
お
り
に
し
て
る
だ
け
や
～
」
と
。

　

土
に
は
近
く
の
牧
場
の
堆
肥
や
ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
の
牛
糞
、
馬
糞
、
鶏
糞
な
ど
を
入
れ

て
い
る
。
同
じ
集
落
の
O
さ
ん
は
自
分
で
堆

肥
を
つ
く
っ
て
い
る
と
教
え
て
も
ら
い
、
後

日
O
さ
ん
に
話
を
き
い
て
み
る
と
、
家
の
敷

地
に
小
屋
を
建
て
て
そ
こ
で
堆
肥
を
作
っ
て

い
る
そ
う
。
油
か
す
、
米
ぬ
か
に
肥
料
を
少

し
入
れ
水
も
加
え
て
混
ぜ
て
作
る
。
年
中
作

れ
る
が
季
節
や
気
候
に
よ
っ
て
発
酵
具
合
が

変
わ
る
の
で
手
を
入
れ
て
確
か
め
る
。
道
の

駅
に
も
置
い
て
も
ら
い
、
た
ま
に
購
入
し
た

お
客
さ
ん
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
「
よ

か
っ
た
！
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
の
が
嬉
し

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
る
。

　

タ
ネ
（
な
す
、
き
ゅ
う
り
、
か
ぼ
ち
ゃ
）

や
苗
は
農
協
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
購
入
。

昔
は
山
の
近
く
で
も
畑
を
や
っ
て
い
た
が
、

猿
や
イ
ノ
シ
シ
が
里
に
下
り
て
く
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
今
は
や
る
人
が
い
な
く
な
っ

た
。

　

夏
は
草
刈
り
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
雪

の
時
は
除
雪
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
り
（
ほ
と

ん
ど
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
）
と
年
中

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
M
さ
ん
。
い
つ
も
当

た
り
前
の
よ
う
に
や
っ
て
く
だ
さ
る
姿
勢
に

感
謝
と
尊
敬
の
気
持
ち
ば
か
り
で
す
。

好
き
な
だ
け
無
農
薬
の
新
鮮
野
菜

　
▼
安
曇
川
町
の
K
さ
ん

　

K
さ
ん
は
、
移
住
者
で
は
な
く
、
地
元
生

ま
れ
、
地
元
育
ち
。
高
島
の
歴
史
を
実
態
と

し
て
感
じ
、
時
を
過
ご
し
て
こ
ら
れ
た
。
若

い
頃
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
市
外
へ
通
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
る
。

　

農
的
暮
ら
し
を
始
め
た
の
は
定
年
後
。
地

元
の
強
み
で
知
り
合
い
の
土
地
を
借
り
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
お
兄
さ
ん
が
少
し
前
に
始

め
て
い
た
畑
を
一
緒
に
や
り
始
め
た
。
畑
を

耕
す
事
、
種
を
ま
く
こ
と
、
素
人
か
ら
の
出

発
で
あ
っ
た
。
土
作
り
、
種
の
知
識
な
ど
は

園
芸
の
本
を
熟
読
、
ま
た
、
周
り
の
畑
を
し

て
い
る
人
に
聞
い
た
り
と
、
試
行
錯
誤
の
積

み
重
ね
。
種
は
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
も

購
入
す
る
が
、
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
に
関
し

て
は
、
宮
野
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
良
い
苗

を
育
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
購
入
す
る
。
こ
だ

わ
っ
て
い
る
苗
で
あ
る
。

　

１
年
間
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
、
夏
野
菜
は

５
月
５
日
（
子
ど
も
の
日
）
を
目
安
に
、
冬

野
菜
は
９
月
５
日
（
白
髭
明
神
祭
）
を
目
安

に
、
な
る
べ
く
大
安
の
日
に
種
ま
き
を
す
る

な
ど
歳
時
は
時
折
考
慮
し
て
い
る
。
連
作
障

害
な
ど
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
畑
に
植
え

た
物
、
ど
の
筋
に
植
え
た
か
、
す
べ
て
記
録

を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
記
録
が
と
て
も
役
に

立
つ
。
自
分
が
何
を
し
て
い
た
か
思
い
返
す

に
も
役
に
立
つ
と
笑
う
。

　

安
曇
川
町
の
山
側
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
安
曇
川
駅
に
近
い
畑
で
も
、
様
々

な
苦
労
が
絶
え
な
い
。
山
側
だ
と
、
シ
カ
、

イ
ノ
シ
シ
、
サ
ル
だ
が
、
こ
こ
ら
辺
で
は
、

モ
グ
ラ
、
特
に
カ
ラ
ス
は
大
敵
で
あ
る
。
台

風
、
大
雨
の
被
害
も
大
き
く
、
修
復
は
大
変

な
作
業
で
あ
る
。

　

一
生
懸
命
育
て
た
野
菜
は
親
族
に
配
っ
た

り
、
家
族
で
食
べ
て
い
る
。
畑
で
は
年
間
を

通
じ
25
種
類
以
上
の
野
菜
を
育
て
て
い
る
。

初
収
穫
は
特
に
う
れ
し
い
も
の
で
、
わ
が
子

を
育
て
る
感
覚
と
似
て
い
る
。
畑
を
は
じ
め

て
10
年
以
上
た
つ
が
、
毎
朝
６
時
30
分
に
畑

に
行
く
こ
と
が
楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
。
あ

る
意
味
、
生
き
が
い
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

活かす自然・守る自然
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病
気
を
患
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
食
の
大
切

さ
が
わ
か
る
。
無
農
薬
で
好
き
な
だ
け
新
鮮

な
野
菜
を
食
べ
ら
れ
る
の
は
本
当
に
健
康
で

あ
る
。
体
を
動
か
し
、
食
欲
が
わ
く
。

　

今
後
（
夢
）
は
、野
菜
の
種
類
を
減
ら
し
、

子
ど
も
た
ち
が
喜
ぶ
よ
う
な
野
菜
、
い
ち
ご

な
ど
を
た
く
さ
ん
栽
培
し
、
地
元
の
幼
稚
園

に
寄
付
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

集
落
ブ
ラ
ン
ド
を
作
り
た
い

　
▼
マ
キ
ノ
K
集
落
の
N
さ
ん

　

3
年
前
に
、
朽
木
に
一
年
間
住
む
。
自
然

農
法
に
よ
る
農
的
暮
ら
し
実
践
の
た
め
に
、

マ
キ
ノ
町
K
集
落
に
移
住
。

　

京
都
で
の
学
生
時
代
は
国
際
問
題
に
関
す

る
こ
と
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
時
に
ア
フ
リ

カ
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
り
、
難
民
問
題
な
ど

を
実
感
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
現
地
の
方

が
自
然
栽
培
で
作
っ
た
野
菜
が
美
味
し
か
っ

た
。
そ
の
生
活
観
と
生
活
ス
タ
イ
ル
に
触
れ

「
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
を
知
っ
た
」。
ア
フ
リ
カ

に
行
っ
て
人
生
観
が
変
わ
っ
た
と
も
。
卒
業

後
は
農
業
法
人
に
し
ば
ら
く
務
め
る
。

　

京
都
か
ら
朽
木
に
。
市
役
所
の
移
住
相
談

員
の
方
か
ら
紹
介
さ
れ
た
朽
木
の
市
営
住
宅

に
住
み
な
が
ら
、安
曇
川
町
で
畑
を
借
り
て
、

農
的
暮
ら
し
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
高
島

市
は
、
実
家
の
あ
る
京
都
か
ら
も
近
く
自
然

豊
か
で
、
先
に
移
住
し
た
友
達
の
つ
な
が
り

も
あ
り
、
移
住
を
決
め
た
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
当
時
の
移
住
相
談
員
の
方
が
、
熱
心

に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
た
と
も
。

　

自
然
農
法
に
よ
る
農
的
暮
ら
し
の
拠
点
と

し
て
、
マ
キ
ノ
の
K
集
落
で
古
民
家
を
確
保

で
き
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
移
転
。
K
集
落
は

戸
数
30
戸
、
人
口
90
人
。
若
い
女
子
の
移
住

は
集
落
で
歓
迎
さ
れ
、
畑
や
ト
ラ
ク
タ
ー
な

ど
の
農
機
具
も
貸
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
種
ま
き
な
ど
の
時
期
や
適
し
た

野
菜
な
ど
に
つ
い
て
、
地
元
の
方
か
ら
ア
ド

バ
イ
ス
が
あ
り
助
か
っ
て
い
る
。

　

現
在
借
り
て
い
る
８
反
の
畑
で
は
、
季
節

で
違
う
が
、
ね
り
ま
大
根
、
あ
ず
き
、
大
豆
、

ゴ
マ
、
赤
シ
ソ
な
ど
を
自
然
農
法
で
作
っ
て

い
る
。「
自
然
農
法
は
草
取
り
大
変
で
は
」

と
聞
く
と
、基
本
一
人
で
や
っ
て
い
る
の
で
、

6
月
か
ら
9
月
ま
で
草
に
追
わ
れ
て
い
る
。

草
は
抜
か
ず
刈
払
機
で
刈
っ
て
、
畝
に
敷
い

て
お
く
と
「
つ
ぎ
の
草
が
生
え
な
い
」。

　

畑
の
土
づ
く
り
は
、
落
ち
葉
な
ど
を
集
め

て
堆
肥
を
つ
く
っ
て
漉
き
込
ん
で
い
る
。
ま

た
、
作
物
の
種
は
、
在
来
種
で
自
家
採
取
し

た
種
を
使
っ
て
い
る
。購
入
に
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
を
活
用
し
て
い
る
。

　

作
っ
た
野
菜
な
ど
は
、
京
都
市
内
や
高
島

で
も
売
っ
て
い
る
が
、課
題
は
収
量
の
確
保
。

生
活
基
盤
の
安
定
の
た
め
に
、
加
工
品
の
漬

物
・
お
菓
子
な
ど
も
作
り
、
マ
ル
シ
ェ
な
ど

に
出
店
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
農
業

や
味
噌
作
り
な
ど
の
体
験
な
ど
も
受
け
入
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

住
ん
で
い
る
古
民
家
を
活
用
し
て
の
宿
泊

や
体
験
農
業
な
ど
の
受
け
入
れ
、
ま
た
、
日

本
の
伝
統
野
菜
や
ハ
ー
ブ
を
育
て
た
い
な
ど

の
思
い
も
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
地
域
の
方
た

ち
と
「
K
（
集
落
名
）
ブ
ラ
ン
ド
」
を
作
り
、

地
域
の
活
性
化
を
し
た
い
。

　

高
島
市
に
移
住
し
て
、
農
的
暮
ら
し
を
実

践
で
き
た
の
は
、
当
時
の
移
住
相
談
窓
口
担

当
者
が
熱
心
で
、
移
住
者
が
求
め
る
情
報
を

集
約
し
て
、
人
脈
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た

か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
、
京
阪
神
に
近

く
豊
か
な
自
然
環
境
が
の
こ
る
、
高
島
市
と

い
う
環
境
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

調
査
か
ら
見
え
て
き
た
の
は

　
「
食
」
と
直
結
す
る
畑
づ
く
り
が
、
自
然
を
活
か
し
た
暮
ら
し
方
で
あ
り
、
高
島
市
の
魅
力

で
あ
る
自
然
の
一
部
を
形
作
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
ご
近
所
さ
ん
の
話
を
聞
く
機
会
は

な
か
な
か
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
と
早
く
積
極
的
に
聞
い
て
み
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
思
い

と
、
話
の
中
で
ま
た
新
た
な
情
報
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　
大
多
数
の
市
民
に
と
っ
て
自
分
の
暮
ら
し
の
中
で
、
大
き
な
農
業
に
た
ず
さ
わ
る
の
は
難

し
い
け
れ
ど
、
市
民
で
あ
れ
ば
、
年
齢
に
関
係
な
く
、
い
つ
か
ら
で
も
安
心
し
て
畑
を
耕
す

こ
と
が
で
き
て
、
家
族
用
の
野
菜
や
果
物
の
収
穫
に
わ
く
わ
く
す
る
毎
日
を
過
ご
す
こ
と
が

で
き
た
ら
、
素
敵
な
高
島
市
だ
と
思
い
ま
す
。

　
自
然
が
豊
か
な
高
島
で
い
ま
さ
ら
自
然
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、小
さ
な
視
点
か
ら
み
え
て
く
る「
自
然
を
活
か
し
た
高
島
暮
ら
し
」

に
は
、
大
き
な
ま
ち
づ
く
り
全
体
に
活
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
移

住
な
ど
も
含
め
、
高
島
暮
ら
し
で
は
、
行
政
の
取
り
組
み
以
上
に
、
人
脈
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

重
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

写真１　「森林公園くつきの森」でのインタビュー

活かす自然・守る自然





35

第２部
第２期高島市まちづくり推進会議の

概要
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平
成
17
年
の
５
町
１
村
の
合
併
を
背
景

に
、
高
島
市
で
は
一
体
的
な
市
の
発
展
に
取

り
組
む
た
め
の
「
高
島
市
ま
ち
づ
く
り
推
進

会
議
」（
以
下
、「
推
進
会
議
」
と
略
す
）
が

平
成
27
年
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
市
民
自
ら

が
ま
ち
づ
く
り
の
課
題
と
対
策
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に

つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

事
業
で
す
。
そ
の
第
２
期
の
推
進
会
議
が
、

平
成
29
年
度
に
市
民
委
員
26
名
（
P. 

45
参

照
）
の
参
加
で
始
ま
り
ま
し
た
。

第
２
期
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
の
挑
戦

　

一
般
的
に
「
参
加
型
」
と
呼
ば
れ
る
集
会

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
市
民
に
よ
る
意
見

の
表
明
や
交
換
が
基
本
的
な
形
式
で
す
。
第

２
期
推
進
会
議
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
、

私
た
ち
は
す
こ
し
新
し
い
か
た
ち
に
挑
戦
し

よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
行
政
に
対
す
る
一
方
的
な
提
言

に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
自
治
会
や
市
民

団
体
、
住
民
の
役
割
や
行
動
の
可
能
性
に
つ

い
て
も
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

第
二
に
、
課
題
解
決
へ
の
要
望
や
意
見
の

表
明
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
、
課
題
の
よ
り

深
い
理
解
を
目
指
し
た
調
査
活
動
を
行
う
こ

と
に
し
ま
し
た
。
調
査
の
経
験
や
得
ら
れ
た

根
拠
が
市
民
の
政
策
提
言
力
を
高
め
る
と
考

え
た
か
ら
で
す
（
宮
内2004

）。

　

そ
し
て
、
第
三
に
、
共
通
の
目
標
と
し
て

高
島
市
の
将
来
像
を
創
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
側
面
に
お
よ
ぶ
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
、
個
別
の
課
題
に
取
り
組
み
な
が
ら
も
、

課
題
相
互
の
つ
な
が
り
や
全
体
像
を
見
失
わ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
目
標
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
発
想
の
一
つ
一

つ
が
新
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
二
年
間
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、「
挑
戦
」
と
い
う
表
現
に

値
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
民
と
行
政
と
研
究
者
の
協
働

　

ま
ず
、
そ
の
挑
戦
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
組
織

の
特
徴
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
（
P. 

42
と

P. 

45
を
参
照
）。
高
島
市
役
所
市
民
協
働
課

と
、
市
民
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
促
進
の
拠

点
で
あ
る
た
か
し
ま
市
民
協
働
交
流
セ
ン

タ
ー
、
そ
し
て
、
滋
賀
県
琵
琶
湖
環
境
科
学

研
究
セ
ン
タ
ー
や
他
府
県
の
大
学
・
研
究
機

関
、
以
上
の
組
織
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
で

事
務
局
を
構
成
し
ま
し
た
。
こ
の
事
務
局
で

推
進
会
議
の
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
進
め
方
な
ど
を
検
討
し
ま
し

た
。
重
要
な
議
題
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
に

数
名
の
市
民
委
員
の
代
表
者
を
加
え
た
運
営

委
員
会
で
議
論
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
推
進
会
議
の
活
動
の
中
心
で
あ

る
市
民
委
員
に
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
連
す
る

市
の
担
当
部
局
職
員
が
本
部
員
と
し
て
加
わ

る
こ
と
で
、
市
民
協
働
の
体
制
を
と
り
ま
し

た
。
事
務
局
が
全
体
会
議
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

タ
ー
を
務
め
、調
査
活
動
を
支
援
し
ま
し
た
。

研
究
者
チ
ー
ム
が
将
来
像
の
ス
ト
ー
リ
ー
化

と
見
え
る
化
を
担
当
し
ま
し
た
。

チ
ー
ム
で
取
り
組
む
た
め
の

「
対
話
」
と
「
将
来
像
」

　

推
進
会
議
の
1
年
目
で
は
、
計
4
回
の
全

体
会
議
（
P. 
42
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ

の
第
1
回
で
は
、
特
別
講
師
を
招
い
て
、
相

手
の
発
言
を
否
定
し
な
い
な
ど
の
「
哲
学
対

話
」
の
ル
ー
ル
を
確
か
め
ま
し
た
（
梶
谷

２
０
１
８
）。「
会
話
」
で
も
「
説
得
」
で
も

な
い
、
互
い
の
意
見
か
ら
共
通
の
理
解
を
広

げ
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識

す
る
た
め
で
す
。

　

次
は
高
島
市
の
将
来
像
を
思
い
描
く
作
業

で
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
P. 

38
も
ご
覧
く

だ
さ
い
。
模
造
紙
と
ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
を
使
い

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
と
そ
の
実
現
の

た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
こ
と
を
出
し
合

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、『
第
2
次
高
島
市
総

合
計
画
（2017

～2026

年
度
）』
に
記

載
さ
れ
た
行
政
の
施
策
と
、
高
島
市
内
の

N
P
O
や
市
民
団
体
の
活
動
内
容
が
書
か

れ
た
紙
片
を
用
意
し
て
、
そ
れ
ら
を
模
造
紙

上
の
関
係
す
る
願
い
と
ア
イ
デ
ィ
ア
に
貼
り

付
け
る
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
現
時
点
で
の

第
２
期
高
島
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
の
挑
戦

　
こ
の
報
告
書
を
手
に
さ
れ
た
方
に
は
、「
参
加
」
や
「
協
働
」
は
聞
き
慣
れ
た
言
葉

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
島
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
も
住
民
参
加
や
市
民
協
働
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
の
一
つ
の
か
た
ち
で
す
。
そ
の
上
で
、
想
像
し
て
い
た
活
動
や
報
告

書
と
は
少
し
違
う
と
感
じ
て
も
ら
え
た
の
な
ら
、
私
た
ち
高
島
市
第
２
期
ま
ち
づ
く

り
推
進
会
議
に
と
っ
て
ま
ず
は
小
さ
な
成
功
で
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
報
告
書
の
背

景
や
成
り
立
ち
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

写真１　第１回全体会議での「哲学対話」
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行
政
の
施
策
と
市
民
団
体
の
活
動
状
況
と
の

対
応
を
把
握
す
る
た
め
で
す
。

調
べ
た
い
テ
ー
マ
を
み
ん
な
で
決
め
る

　

推
進
会
議
の
２
年
目
で
は
、
ま
ず
、
１
年

目
の
全
体
会
議
で
議
論
さ
れ
た
内
容
を
整
理

し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、「
働
き
方
」、「
自

然
」、「
育
つ
・
学
ぶ
」、「
文
化
」の
５
つ
の
テ
ー

マ
に
課
題
群
を
整
理
し
ま
し
た
。
こ
の
中
か

ら
、
チ
ー
ム
と
し
て
調
査
に
取
り
組
む
テ
ー

マ
を
選
び
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
段
取
り
と

し
て
、
関
心
を
持
っ
た
テ
ー
マ
と
課
題
群
を

対
象
に
「
問
い
を
立
て
る
」
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
で
は
、
５

W
１
H
（
だ
れ
、
ど
こ
、
な
に
、
な
ぜ
、
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
）
が
印
刷
さ
れ
た
６

枚
の
「
疑
問
詞
カ
ー
ド
」
を
使
っ
て
、
調
査

の
切
り
口
と
な
る
問
い
を
探
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
協
力
し
て
出
し
あ
っ
た
た
く
さ
ん
の

問
い
の
中
か
ら
、
自
分
が
重
要
だ
と
考
え
る

問
い
を
選
ん
で
投
票
を
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
を
参
考
に
チ
ー
ム
に
わ
か
れ
た
後
、
あ
ら

た
め
て
調
査
課
題
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
ま

し
た
。

少
し
の
違
い
の
つ
な
が
り
が
見
せ
る
可
能
性

　

そ
し
て
、
こ
の
報
告
書
の
第
１
部
に
掲
載

さ
れ
た
調
査
活
動
で
す
。
そ
の
評
価
は
読
者

に
委
ね
ま
す
が
、
市
民
と
行
政
と
研
究
者
が

共
に
一
つ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
感

じ
る
瞬
間
が
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
お
伝
え

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
身
が
暮
ら
す
高
島

市
の
現
状
と
未
来
に
関
心
を
寄
せ
る
市
民

と
、
テ
ー
マ
を
深
く
調
べ
る
技
法
を
知
る
研

究
者
、
そ
し
て
、
課
題
の
現
場
に
精
通
す
る

自
治
体
の
職
員
、
そ
ん
な
つ
な
が
り
か
ら
生

ま
れ
た
の
が
こ
の
報
告
書
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
万
事
が
順
調
だ
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い
考
え
る

こ
と
の
す
り
あ
わ
せ
や
、
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
集
う
こ
と
の
難
し
さ
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
今
回
、
市
民
と
行
政
と
研
究
者
の

そ
れ
ぞ
れ
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
だ
け

違
っ
た
か
か
わ
り
方
を
求
め
た
推
進
会
議
の

可
能
性
が
、
二
年
と
い
う
時
間
の
中
で
見
え

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
か
た
ち
を
目
指
し
て

　

今
回
の
第
２
期
推
進
会
議
で
調
査
を
踏
ま

え
て
検
討
さ
れ
た
課
題
は
、
議
論
さ
れ
た
全

体
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
く
、
そ
れ
が
解

決
し
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
課
題
を
発

見
す
る
調
査
を
解
決
す
る
実
践
へ
と
つ
な
い

で
い
く
こ
と
も
課
題
と
し
て
残
り
ま
し
た
。

市
民
協
働
を
促
す
制
度
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も

さ
ら
な
る
工
夫
が
必
要
で
す
。
本
報
告
書
を

読
ま
れ
た
方
は
、
ぜ
ひ
裏
表
紙
に
記
載
さ
れ

た
連
絡
先
に
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
批

判
で
も
共
感
で
も
、
そ
れ
が
次
の
展
開
を
考

え
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
や
環
境
問
題
な
ど
を
背
景

に
、
市
民
の
役
割
が
よ
り
重
要
に
な
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
逆
は
な
い
は
ず
で
す
。
新
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
か
た
ち
が
起
ち
あ
が
る
き
っ

か
け
に
、
こ
の
少
し
変
わ
っ
た
報
告
書
が
役

立
て
ら
れ
た
ら
と
念
願
し
ま
す
。
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ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン

　

望
む
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
市

民
、
行
政
、
民
間
な
ど
様
々
な
立
場
の
人
が

将
来
像
の
イ
メ
ー
ジ
共
有
し
、
そ
れ
に
向
け

て
必
要
な
行
動
や
対
策
を
行
っ
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

第
２
回
高
島
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
で

は
、高
島
の
将
来
像
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
、
高
島
市
の
現
状
を
把
握
し
、
次
に
、

将
来
像
の
対
象
年
で
あ
る2040

年
の
人
口

予
測
や
市
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
の
変
化

（
気
候
変
動
な
ど
）
の
情
報
を
確
認
し
ま
し

た
。
例
え
ば
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
の
推
計
に
よ
る
と
、
人
口
は2040

年
に
は2010

年
と
比
較
し
て
32
％
減
少

し
、
高
齢
化
率
も
28
％
か
ら
41
％
に
上
昇
す

る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す（
図
１
）。一
方
で
、

市
で
は
、2040

年
の
人
口
減
少
を
17
％
ま

で
に
抑
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
気

候
変
動
に
よ
り
、
雨
や
雪
の
降
り
方
が
変
化

す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
、

そ
の
う
え
で
、「
ど
ん
な
働
き
方
を
し
た
い

か
」「
何
に
お
金
を
使
い
た
い
か
」「
オ
フ
を

ど
う
過
ご
し
た
い
か
」「
高
島
市
で
残
し
た

い
も
の
は
何
か
？
」
の
テ
ー
マ
別
に
、
望
む

将
来
社
会
の
要
素
と
そ
の
実
現
に
必
要
な
こ

と
を
議
論
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
市
全
体

と
し
て
望
む
将
来
社
会
の
姿
を
文
章
で
ス

ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
と
し
て
表
現
し
ま
し
た
。

〈
地
域
で
支
え
あ
う
〉

　

仕
事
や
市
民
活
動
な
ど
を
通
じ
た
信
頼

関
係
の
あ
る
様
々
な
人
と
人
の
つ
な
が
り

が
あ
り
、
子
育
て
や
介
護
な
ど
が
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
支
援
を
受
け
て
無
理
な
く

行
わ
れ
て
い
る
。
市
民
一
人
一
人
の
安
全

や
健
康
に
つ
い
て
支
え
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
形
成
さ
れ
、
高
齢
者
も
市
民
活
動

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
移
動
支
援
を

受
け
て
地
域
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。

〈
多
様
な
働
き
方
が
で
き
る
〉

　

高
島
市
内
で
は
、
地
域
資
源
を
活
用
し

た
多
様
な
働
き
方
が
広
が
っ
て
お
り
、
休

耕
地
を
活
用
し
た
農
業
や
、
そ
こ
か
ら
供

給
さ
れ
る
食
材
を
活
用
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
や

高
齢
者
向
け
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
地
場
産
品
の
販
売
、
自

然
や
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
観
光
ガ
イ
ド
な

ど
を
組
み
合
わ
せ
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
働
い

て
い
る
。

〈
地
域
で
育
ち
・
学
び
・
働
く
〉

　

集
落
の
人
口
は
減
少
し
た
も
の
の
、
地
域

に
残
っ
た
若
者
や
移
住
者
が
地
域
に
溶
け
込

み
、
地
域
の
人
々
が
学
校
教
育
の
現
場
で
子

ど
も
た
ち
に
教
師
と
な
っ
て
郷
土
教
育
を
実

践
す
る
こ
と
で
魅
力
を
伝
え
、
高
島
市
に
住

む
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
支
え
る
人
材
を
育
成
す
る
。

〈
高
島
の
文
化
伝
統
を
継
承
す
る
〉

　

地
域
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
生
活
の
知
恵

や
地
場
産
業
の
技
、
伝
統
や
文
化
、
豊
か
な

生
物
多
様
性
に
つ
い
て
、
地
域
の
人
々
が
相

互
に
学
び
あ
い
知
識
を
深
め
、
地
域
サ
ロ
ン

や
集
落
行
事
、
祭
り
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
る
。

〈
地
域
資
源
を
活
か
す
・
守
る
・
再
生
す
る
〉

　

豊
か
な
森
林
資
源
と
共
に
歩
む
林
業
を
通

じ
て
供
給
さ
れ
る
木
材
は
、
地
場
産
業
で
活

用
さ
れ
地
域
の
雇
用
を
多
く
生
み
出
し
、
整

備
利
用
さ
れ
た
美
し
い
自
然
景
観
を
楽
し
む

ビ
ワ
イ
チ
や
ト
レ
イ
ル
な
ど
を
目
的
に
多
く

高
島
市
の
将
来
像
を
創
ろ
う
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図１　高島市の人口の変化
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の
観
光
客
が
訪
れ
、
地
元
産
野
菜
や
琵
琶
湖

や
河
川
の
湖
魚
を
使
っ
た
伝
統
料
理
が
人
気

を
集
め
て
い
る
。
地
域
の
支
え
あ
い
や
多
様

な
働
き
方
に
よ
り
空
い
た
時
間
で
趣
味
や
地

域
活
動
を
行
い
つ
つ
、
豊
か
な
自
然
の
中
で

の
び
の
び
と
し
た
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
。

定
量
的
将
来
像

　

ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
に
描
か
れ
た
要
素
を

実
現
す
る
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の

か
、
人
々
の
暮
ら
し
方
や
産
業
構
造
な
ど
を

入
力
情
報
と
し
、
様
々
な
項
目
が
社
会
全
体

と
し
て
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
「
環
境
経
済

社
会
統
合
評
価
モ
デ
ル
」
を
用
い
て
、環
境
・

経
済
・
社
会
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
定
量
的

な
将
来
像
を
作
成
し
ま
し
た
。
将
来
の
計
算

に
、
ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
で
出
て
き
た
要
素

を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
だ
の
か
、
そ
の
例

を
表
１
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
多
様
な
働
き
方
が
あ
り
、
地
域

内
で
支
え
あ
い
な
ど
を
含
め
た
小
さ
な
ビ
ジ

ネ
ス
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
で
、
各
年
代
、

特
に
女
性
の
就
業
率
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
市
内
で
働
く
人

の
比
率
を
増
加
さ
せ
ま
す
。
地
域
の
資
源
を

活
か
し
た
産
業
が
興
り
、
第
６
次
産
業
が

7.7
％
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
時
間
の
使
い
方
が
変
化
し
、
男
性

が
地
域
と
関
わ
る
時
間
が
3
倍
に
増
え
て
い

ま
す
。

項目 高島市まちづくり推進会議での意見 環境経済社会統合評価モデルでの定量化

人口

世帯

両親と子が近くに住んでいて、高齢者は一人になっても孤独ではなく、子持ち世帯

は親に子育て支援を受けることも可能（必ずしも同居でなくてよい）。

高齢で一人で生活出来なくなったときの共同の生活場所の確保。

高島の高校は進学校で、いい大学への進学率が高くなり、教育産業が振興してい

る。高島の高校への進学を目指して、子どもをもつ世帯の転入がある。

43,660人

（高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略よ

り）

16,792世帯

世帯あたり2.6人

就業率

仕事（本業、兼業）を通じたつながりがある。

長男以外の子どもたちにも仕事（居場所）がある。

複数の仕事をもつことで、人とのつながりが広がり、地域との関連も多くなる。

定年前から本業以外のことにも携わることで、定年後にスムーズに次の仕事に移行

しやすい。生涯年収の安定的な確保。

働き方の柔軟性（週当たりでの労働時間の管理、季節別労働、など）

仕事を見つけやすいよう、各年代ごとの人材登録＝サービス需給マッチングシステ

ムがある。ワークシェアのシステムが一般化している。

起業支援のシステムもあり、大学で市外に出た長男以外（長男は公務員多し）の子

どもたちや高齢者が主な起業者となる。

＜2000＞

15～64歳男性：80.8%

65歳以上男性：33.9%

15～64歳女性：55.5%

65歳以上女性：12.3%

　　　↓

＜2040＞

15～64歳男性：86.1%

65歳以上男性：52.4%

15～64歳女性：81.8%

65歳以上女性：41.3%

市内で

働く人

仕事は高島市外のこともあるが、住居は高島にあり、基盤は高島とする。

高齢者やパート中心の勤務で成り立っている観光地の整備会社が起業されて、観光

地が整備されている。自然は、ただあるのではなく、自然環境を積極的に使う。

起業支援のシステムもあり、大学で市外に出た長男以外（長男は公務員多し）の子

どもたちや高齢者が主な起業者となる。（再掲）

＜2000＞　約85％

　　　↓

＜2040＞　約90％

市内での働

き方の割合

時間の使い方を自分でコントロールできるように、自営の仕事が増える。

半農半Xが基本。　農地法が改正され、誰でも畑を借りられる制度（できれば無償）

があり、畑の需給マッチングシステム（借り手と貸し手の安心をつなぐ信頼関係

（つなぐ人など）も必要）もある。

環境に優しい農業を行っており、都市や市内で無農薬野菜などを求めるレストラン

や個人と契約して栽培する。

田んぼを田んぼとして使うオーナー制度とする（＝ソーラーパネル制限）。

信頼関係があり、集落ごとに「困り事お助け隊」などがある。

防災講習サロンなどにより、住民主体で災害時の自・共・公助を知る機会がある。

中高生も防災時には大活躍。

高島のいいところを親がまず知り、子に伝えていく文化。

廃校を利用した高専（専門学校含）があり、大人の通学もあり、最先端の知識を活

かした新しい作物の作付や農業ビジネスなどの起業につながっている。

高齢者輸送タクシーサービスがある。

＜2000＞

第1次産業：7.3%

第2次産業：43.9%

第3次産業：48.8%

　　　↓

＜2040＞

第1次産業：4.3%

第2次産業：39.7%

第3次産業：42.9%

自給のための農作業：1.8%

第6次産業：7.7%

コミュニティのための仕事：3.6%

(バスの運行，子育て，教育，介護福祉など)

一日あたり

の生活時間

アフター５が確保されており、スポーツや里山散歩、ビールをゆっくり飲んで過ご

す。

高齢になっても友人に会い、自家製野菜で持ち寄りパーティーをしたり、孫に囲ま

れて賑やかに過ごす。

祭りや行事を途絶えさせない（イベントの後ろ盾になる資金を投入する）。

地域の人が集まれる場所があり、ママの集まり、同じ立場の人の集まり、世代を超

えて高齢者と子どもが一緒に遊び道具を作る、など交流がある。

地域が子どもを見守る。

行政や地域社会の育児支援があり、まちには子どもの声があふれ、集落の祭りなど

地域行事で子どもたちは楽しんでいる。

余暇には、高島市内で美味しいものを食べていたい。

登山コースが整備されていて、余暇に子どもと山登りをする。

歩くことを重視し、歩いて見えてくるものや（電車を）待つ時間を人と交流したり

して楽しむ（歩くので、健康増進にもつながる）。

高齢者のボランティアを中心に、地域の自然環境整備がなされて、きれいな山、空

気、水が保全されている。

市民は皆、道や景観がきれいであることに誇りをもっており、除草ボランティアグ

ループや近隣の道の草刈り、花づくりなどをする人がたくさんいる。

「時間を誰かのために使おう」キャンペーンに参加する人（特に高齢者）がたくさ

んいて、ボランティアに参加すると特典がある。

＜2000＞

男性	(40歳	就業者の場合)

　仕事：7.4時間

　家事：0.2時間

　交際・社会参加：0.5時間

女性	(40歳	就業者の場合)

　仕事：4.6時間

　家事：3.3時間

　交際・社会参加：0.3時間

　　　↓

＜2040＞

男性

　仕事：2時間減(就業者のみ)

　家事：0.5時間増(就業者のみ)

　交際・社会参加：1.5時間増

女性

　仕事：0.5時間増(就業者のみ)

　家事：0.2時間減(就業者のみ)

　交際・社会参加：0.5時間増

表１　ストーリーラインと定量化のつながり
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 ● 農地と併用した太陽光発電や小水力発電、切り
捨て間伐材の薪利用など、再生可能エネルギー
としての地域自然の活用が進む

0 . 22  

0 . 63  

3 . 22  

0 2 4 6 8 10

2000年

2040年

バイオマス 太陽・風力等

再生可能エネルギー使用量（ktoe） 

地域の人々が楽しみながら育て、
活用する森里川湖がつながる観光業が地域を支える

11, 035

8 , 192

303, 306

303, 473

161 , 602

163 , 907

0 100, 000 200, 000 300, 000 400, 000 500, 000

2040年

2000年

第1次産業 第2次産業 第3次産業

産業別生産額（百万円） 

地域で育ち、学び、働く。最先端知識とのびのび子育て

 ● 農林水産業の生産額が
1.3 倍に拡大

 ● 地域コミュニティの課題や困りごと解決など
のソーシャルビジネスの創出および地域の教
育・福祉関連の仕事に携わる住民が増え、地
域内で働く時間が増える

 ● 家族団らんなどを大切にするライフスタイル
に変化し、家族と過ごす時間が増える

 ● 地域コミュニティ内での相互扶助や地域活動
への参加が進み、地域の人々が共に過ごす時
間が増える

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2040年 

2000年 

第1次産業 自給のための農作業 
第6次産業 第2次産業 
第3次産業 コミュニティのための仕事 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000年

2040年

個人で過ごす時間 家族で過ごす時間 家族以外と過ごす時間

仕事以外の生活行動時間（地域合計）の割合 

 ● 環境にやさしい農業により無農薬野菜などを求めるレストランなどへの農
作物供給が増える

 ● 田畑と太陽光発電の併用などにより収入が増え、若い人が農業に参入でき
るようになる

 ● 間伐が進み森林景観が保全され、林業とともにエコツーリズムも広がる

高島市の将来像を
数値で見てみよう

市内での働き方（地域合計）の割合 

コミュニティ 
交通 

教育・ 
子供 

医療・ 
福祉 

自然との 
かかわり 

エネルギー 

食・消費 

雇用・ 
就業と産業 

豊かさを感じる 
高島 

休耕田の活用 

若者の働く場 

集落営農 便利な湖西線 

元気な商店街 

自然を活かした観光 

間伐・保全・ 
管理 

地域材の利用 

移住・定住者増 

遊び場 

無農薬野菜 

ビワイチ 山菜ツアー 

フレキシブルな働き方 

薪の利用 

景観と馴染む 
太陽光 自然で 

のびのび 

綺麗な道 

伝統文化の継承 

誰でもサロン 
自主防災 

医療・介護・福祉が 
一体化 

自然の中で休む余暇 

地域の大人が 
先生 

最先端知識 
進学校 

自分の健康は 
自分から 

コミュニティ
バス 

自然の中で暮らす 
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排出量
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温
室

効
果

ガ
ス
排
出

・
削
減

量
(k

t-
C

O
2
/年

)

社
会
変
革
に
よ
る
削
減

社会構造の変革がもたらす、

・ライフスタイルの転換による減少

・地域産業の創成

・移動・輸送そのものの減少

・協働による地域内移動の効率化

・再生可能エネルギーの利用 など

技
術
対
応
に
よ
る
削
減

・燃料転換（ 石油から天然ガスへ）

・エネルギー機器の高効率化

・燃費改善（ 電気自動車含む） など

38％
削減 23％

15％

2000年 2040年

排出量

排出量

47

116

9 , 677  

12 , 951  

9 , 665  

13 , 316  

103

0 20 , 000 40 , 000 60 , 000

2040年

2000年

第1次産業 第2次産業 第3次産業 第6次産業

第1次産業 第2次産業 第3次産業 第6次産業

市内からの労働力→

市外からの労働力→

人と人のつながりが地域を支え、若者と高齢者も働きがいを持ち元気
 ● 地域の物的・人的資源を活用することで、地元に新たな仕事が生ま

れ、地域内で働く人が増えている
 ● 農林水産業を基軸とする「第 6 次産業」の創出により、コミュニティ

内部での助け合いによる教育・福祉の仕事などが増え、人々の地域
内で働く時間が増加している

 ● 職住近接の人が増え、市外からの労働力の流入は減少する

 ● 人口は減少しているが、生産性の向上や付加価値の増大に
より、地域全体としての生産高は横ばいで維持している

 ● 地産地消が進み地域の物的資源の活用が進んでいるので、
他地域からの移入が減少している

 ● 地域の特産品などの市外への販売促進などにより、他地域
への移出が増加している

地産地消で旬を感じる。
食と観光の合わせ技で、地域がにぎわう

 ● 第 6 次産業を含め、自然を活用した産業が盛り上がり、自
然と接しながら働く時間が増えている

 ● 地域の豊かな自然や文化を活用したエコツーリズムなどが
人気を呼び、サービス業が約 70％（204hr → 341hr）増加

（金額換算で 15 億円から 36 億円に）している
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 ● 野菜の直売所やスーパーなどでの地元野菜の販売量が
増えたり、地元産材での家屋新築やリフォームが進む

 ● 給食やレストランなどでフードマイレージの低減進み、
地元農林水産物の消費量が増加している
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市内での農林水産自給分 その他の市内需要から誘発された生産分

農林水産関連の生産額（百万円） 

 ● 高島の持続可能性には、地球
の持続可能性が大前提！

 ● CO2 排出量は 38％削減

 ● 女性の社会進出がさらに加速し、地域で働く女
性の時間が増加している

 ● 家事の効率化や各種サービスやサポートの充実
により家事の時間が減少している

 ● 仕事以外でも、ボランティア活動や社会活動な
どに参加する女性が増えており、地域コミュニ
ティでの交際や付き合い時間が増加する
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活動記録

〈全体会議〉

  内容     開催日時   場所
第 1 回  推進会議について   平成 29 年 7 月 9 日  今津東コミセン
  哲学対話    
第 2 回  高島の現状を知ろう！   平成 29 年 8 月 26 日  新旭公民館
  理想の高島市の将来像  
第 3 回  行政の取り組み    平成 29 年 12 月 2 日  安曇川公民館
  自分たちのまちは自分たちでつくる 
第 4 回  市内の市民活動団体について  平成 30 年 2 月 25 日  高島公民館
  理想の高島市の将来像  
第 5 回  将来像の発表    平成 30 年 6 月 3 日  安曇川公民館
  ワールドカフェ    
第 6 回  推進会議について   平成 30 年 7 月 19 日  新旭公民館
  各グループ活動計画書の共有  
第 7 回  グループ活動中間報告会   平成 30 年 11 月 17 日  安曇川公民館
  哲学対話    
第 8 回  活動成果報告    平成 31 年 3 月 23 日  新旭公民館
  交流会 

〈運営委員会〉

  内容     開催日時   場所
第 1 回  委員長等の選任    平成 29 年 9 月 14 日  安曇川公民館
第 2 回  委員長等の選任、資料確認  平成 29 年 10 月 13 日  安曇川公民館
第 3 回  第３回会議内容の確認   平成 29 年 11 月 16 日  安曇川公民館
第 4 回  グループ分け方法について  平成 29 年 12 月 21 日  安曇川公民館
第 5 回  第４回会議について   平成 30 年 2 月 6 日  新旭公民館
第 6 回  事前アンケート集計共有   平成 30 年 3 月 20 日  今津東コミセン
第 7 回  第５回会議について   平成 30 年 4 月 19 日  安曇川公民館
第 8 回  グループ活動分野について  平成 30 年 5 月 11 日  安曇川公民館
第 9 回  第５回会議のふりかえり   平成 30 年 9 月 7 日  安曇川公民館
第 10 回  報告書の様式について   平成 30 年 10 月 1 日  安曇川公民館
第 11 回  報告書の内容について   平成 30 年 10 月 29 日  安曇川公民館



43

〈地域で支えあうコミュニティづくり〉グループ活動

  内容     開催日時   場所
第 1 回  付箋確認、活動テーマ決め  平成 30 年 6 月 10 日  安曇川公民館
第 2 回  活動計画書作成、テーマ決定  平成 30 年 6 月 18 日  安曇川公民館
第 3 回  アンケート（項目出し）   平成 30 年 8 月 9 日  安曇川公民館
第 4 回  アンケート（地域選択、項目精査）  平成 30 年 8 月 21 日  新旭公民館
第 5 回  アンケート（項目精査）   平成 30 年 9 月 14 日  新旭公民館
第 6 回  アンケート（項目精査）   平成 30 年 10 月 3 日  新旭公民館
第 7 回  アンケート（項目精査）   平成 30 年 10 月 26 日  新旭公民館
第 8 回  アンケート（最終精査）中間報告準備 平成 30 年 11 月 9 日  新旭公民館
第 9 回  アンケート結果入力   平成 30 年 12 月 10 日  本庁（新館）
第 10 回  アンケート結果共有   平成 30 年 12 月 20 日  本庁（新館）
第 11 回  結果共有・分析、報告書内容確認  平成 31 年 1 月 16 日  本庁（新館）
第 12 回  結果共有・分析、報告書内容確認  平成 31 年 1 月 22 日  本庁（新館）
第 13 回  報告書内容確認    平成 31 年 1 月 29 日  本庁（新館）
第 14 回  報告書内容確認    平成 31 年 2 月 5 日  本庁（新館）

〈多様な働き方ができる〉グループ活動

  内容     開催日時   場所
第 1 回  付箋確認、活動テーマ決め  平成 30 年 6 月 12 日  本庁（本館）
第 2 回  活動計画書作成    平成 30 年 6 月 28 日  安曇川公民館
第 3 回  活動内容整理、質問項目整理  平成 30 年 10 月 30 日  本庁（新館）
第 4 回  就職フェア結果共有、調査項目整理 平成 30 年 11 月 5 日  本庁（新館）
第 5 回  アンケート（項目整理）中間報告準備 平成 30 年 11 月 15 日  本庁（新館）
第 6 回  アンケート（項目整理）   平成 30 年 11 月 29 日  本庁（新館）
第 7 回  アンケート（項目整理）   平成 30 年 12 月 4 日  本庁（新館）
第 8 回  アンケート（項目精査）   平成 30 年 12 月 18 日  本庁（新館）
第 9 回  アンケート（結果分析）報告書作成 平成 31 年 1 月 17 日  本庁（新館）
第 10 回  アンケート（結果分析）報告書作成 平成 31 年 1 月 31 日  本庁（新館）

〈活かす自然・守る自然〉グループ活動

  内容     開催日時   場所
第 1 回  付箋確認、活動テーマ決め  平成 30 年 6 月 6 日  安曇川公民館
第 2 回  活動計画書作成    平成 30 年 6 月 26 日  安曇川公民館
第 3 回  活動内容確認    平成 30 年 10 月 1 日  安曇川公民館
第 4 回  インタビュー結果共有   平成 30 年 11 月 8 日  安曇川公民館
第 5 回  インタビュー    平成 30 年 12 月 27 日  くつきの森
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〈地域で学び育つ〉グループ活動

  内容     開催日時   場所
第 1 回  付箋確認、活動テーマ決め  平成 30 年 6 月 19 日  今津東コミセン
第 2 回  活動計画書作成    平成 30 年 7 月 3 日  今津東コミセン
第 3 回  活動計画書作成、コメント確認  平成 30 年 8 月 22 日  今津東コミセン
第 4 回  活動内容整理、訪問結果共有  平成 30 年 9 月 11 日  今津東コミセン
第 5 回  活動内容整理、訪問結果共有  平成 30 年 10 月 23 日  今津東コミセン
第 6 回  中間報告準備    平成 30 年 11 月 13 日  今津東コミセン
第 7 回  コメント確認、報告書作成  平成 30 年 12 月 13 日  今津東コミセン
第 8 回  報告書作成    平成 31 年 1 月 16 日  今津東コミセン
第 9 回  報告書作成    平成 31 年 1 月 30 日  今津東コミセン
第 10 回  報告書作成    平成 31 年 2 月 6 日  今津東コミセン

〈高島の文化〉グループ活動

  内容     開催日時   場所
第 1 回  付箋確認、活動テーマ決め  平成 30 年 6 月 14 日  今津東コミセン
第 2 回  活動計画書作成    平成 30 年 6 月 28 日  新旭公民館
第 3 回  活動計画書作成    平成 30 年 7 月 12 日  安曇川公民館
第 4 回  インタビュー質問項目整理など  平成 30 年 7 月 31 日  今津東コミセン
第 5 回  資料内容確認、質問整理   平成 30 年 8 月 29 日  安曇川公民館
第 6 回  インタビュー（大溝祭）   平成 30 年 9 月 13 日  高島公民館
第 7 回  インタビュー（海津力士祭り）  平成 30 年 9 月 19 日  海津二区草の根ハウス　
第 8 回  インタビュー（七川祭）   平成 30 年 10 月 31 日  安曇川公民館
第 9 回  報告書作成（項目決め）   平成 30 年 12 月 4 日  本庁（新館）
第 10 回  報告書作成（文章などの確認）  平成 30 年 12 月 26 日  本庁（新館）
第 11 回  報告書作成（原稿確認）   平成 31 年 1 月 15 日  本庁（新館）
第 12 回  追加インタビュー（七川祭）  平成 31 年 1 月 23 日  大荒比古神社
第 13 回  報告書原稿確認    平成 31 年 1 月 24 日  本庁（新館）
第 14 回  原稿確認（大溝祭）   平成 31 年 1 月 28 日  総門
第 15 回  原稿確認（七川祭）   平成 31 年 2 月 1 日  大荒比古神社
第 16 回  報告書作成（原稿確認）   平成 31 年 2 月 5 日  本庁（新館）
第 17 回  原稿確認（海津力士祭り）   平成 31 年 2 月 7 日  今津東コミセン
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第２期高島市まちづくり推進会議関係者一覧（順不同・敬称略）

平成２９年度（１年目）
■市民委員    ■本部員 
采野　哲 中村　泰慧  田谷　伸雄（市民生活部）  井上　昌司（都市建設部）
上山　新 杉山　サトリ  西川　彰（政策部）  北村　英明（教育総務部）
田中　可奈子 木津　陽介  小島　猛（総務部）  三谷　浩（今津支所）
中西　信樹 平松　成美  柳生　徹（行財政改革推進局） 清水　勝徳（朽木支所）
松宮　可奈子 角川　康恵  山本　純子（市民生活部）  日置　繁（安曇川支所）
河村　奈美 石脇　和  青井　真一（地域振興局）  中村　久雄（高島支所）
前川　裕美 榊　始   川原林　剛（環境部） 
大貫　摩由子 大塚　康将  曽根　孝司（環境部） 
是永　麻記子 泉　婦美子  枝　秀樹（健康福祉部） 
青谷　啓司 原田　美代子  木下　晃（子ども未来部） 
三矢　大輔 藤野　政夫  中島　勲（農林水産部） 
山田　哲也 熊谷　直道  長瀬　正弘（商工観光部） 
古堅　亜希子 粟津　泰藏  森本　正則（都市建設部） 

平成３０年度（２年目）
■地域で支えあうコミュニティづくり  ■地域で学び育つ
三矢　大輔 山本　純子（子ども未来部） 采野　哲 饗庭　眞二（市民生活部）
杉山　サトリ 木下　晃（環境部）  平松　成美 北村　英明（教育総務部）
泉　婦美子 西村　陽子（健康福祉部）  是永　麻記子 日置　繁（安曇川支所）
田中　可奈子     山田　哲也 中村　久雄（高島支所）
前川　裕美     中西　信樹 
    
■多様な働き方ができる    ■高島の文化
木津　陽介 西川　彰（市民生活部）  中村　泰慧 曽根　孝司（地域振興局）
上山　新 小島　猛（総務部）  松宮　可奈子 森本　正則（都市建設部）
大塚　康将 平井　秀明（政策部）  原田　美代子 橋本　裕導（今津支所）
藤野　政夫 長瀬　正弘（商工観光部）   　　　　井上　昌司（今津支所）
    
■活かす自然・守る自然   
石脇　和 大貫　摩由子 藤森　泰男 ( 行財政改革推進局 )   
榊　始  角川　康恵 清水　勝徳（朽木支所）   
古堅　亜希子   長谷川　善一（農林水産部）   
    川原林　剛（都市建設部）
 　　　　      
■研究者    
木村　道徳　主任研究員 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター　　小野　聡　　助教　　　　立命館大学政策科学部
金　再奎　　専門研究員 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター　　松井　孝典　助教　　　　大阪大学大学院工学研究科
河瀬　玲奈　研究員 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター　　馬場　健司　教授　           東京都市大学環境学部
熊澤　輝一　准教授 総合地球環境学研究所 　　　　　　岩見　麻子　特任研究員　法政大学地域研究センター
王　智弘　　外来研究員 総合地球環境学研究所 　　　　　　堀　啓子 リサーチアシスタント　国連大学
上須　道徳　特任准教授 大阪大学 CO デザインセンター 
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〈事業・冊子に関して〉
高島市役所　市民生活部　市民協働課

〒 520-1592　滋賀県高島市新旭町北畑 565 番地
TEL: 0740-25-8526（直通）　　　
FAX: 0740-25-8156（直通）

MAIL: kyoudou@city.takashima.lg.jp

〈市民活動に関して〉
たかしま市民協働交流センター

〒 520-1622　滋賀県高島市今津町中沼一丁目 4 番地 1
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