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地域で失われつつあるもの

まだ春の気配というには少し遠い 2月 でも誰でt自分の地域は持っているは

24日､ まちづくりセンターの一室では ず.誰だって自分の地域が魅力的で自慢
暦


今回の企画を練るための編集会議が.い

れ

っ

っ

あ

菅

の

辻
浦

岩
水

圏 

地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
古
く
か
ら
お
寺
や
神
社
に
伝
わ
る
伝
統
行

う
か
｡

｢在
所
の
伝
統
行
事
に
は
学
校
を
休
校
に
し
て
参
加

事
が
あ
る
｡

し
か
し
少
子
化

･
核
家
族
化
の
今
､

そ
れ
が
簡

し
よ
う
｣
と
ま
で
は 

わ
な
く
て
も
､
せ
め
て
ク
ラ
ブ
活
動

略
化
さ
れ
た
り
時
に
は
引
き
継
が
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
感

や
塾
は
ひ
と
休
み
す
る
よ
う
な
､
統

一
し
た
ル
ー
ル
を
提
案

じ
る
｡

す
る
の
は
ム
チ
ャ
な
話
だ
ろ
う
か
｡

ま
た

｢何
か
も
ら
え
る
な
ら
参
加
す
る
が
･･･｣

｢占
い
こ
と

な
ど
面
倒
だ
､
止
め
て
し
ま
お
う
｡
｣

｢お
金
が
な
い
の
に
､

在
所
の
伝
統
行
事
に
子
ど

も
た

ち
が
積

そ
ん
な
こ
と
わ
ざ
わ
ざ
し
な
く
て
も
･･･｣
｡
そ
ん
な
声
を
目
に

う
に
な
れ
ば
､
親

は
も
ち
ろ

ん
､

お
じ

す
る
｡
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
わ
り
､
塾

･
ウ

ち
ゃ
ん
も
孫
た
ち

の姿
を
見
に
来

る
こ
と

一フ
プ
と
忙
し
く
､
時
間
を
見
つ
け
て
は
家
の
中
で
ゲ
ー
ム
に
熱

中
し
て
い
る
よ
う
だ
｡

そ
ん
な
子
ど
も
を
持
つ
親
た
ち
は

｢行
事
に
参
加
し
な
い
と

近
所
で
何
を
い
わ
れ
る
か
わ
か
ら
沿
い
か
ら

･
･
･
｣
と
､

し
ぶ
し
ぶ
顔
で
の
参
加
だ
｡

何
か
大
切
な
こ
と
が
欠
け
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
つ
い
考
え
て


し
ま
う
｡

｢高
齢
者
｣

｢働
き
盛
り
の
壮
年
｣

そ
し
て

｢子


ど
も
た
ち
｣

の
三
世
代
が
枠
を
超
え
て
和
や
か
に
語
り
合
う


姿
､
そ
ん
な
場
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
 

Anを
生
き
る
子
ど
も
た
ち
は
世
代
間
の
交
流
が
少
な
く
な
っ
た
環


境
で
育
ち
､
成
長
し
て
い
る
こ
と
に
将
来
の
不
安
を
感
じ
る
｡


先
祖
代
々
住
み
続
け
る
在
所
､
そ
の
自
然
と
の
調
和
を
と
り

な
か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
た
文
化
や
伝
統
､
そ
こ
に
は
懸
命
に
生

き
た
先
人
の
知
恵
と
努
力
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
学

び
語
り
合
う
共
通
の
場
と
な
っ
て
い
た
の
が
､
在
所
の
伝
統
行

事
で
あ
る

｢祭
り
｣
や

｢運
動
会
｣

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

IIIIO

1がらt

辻浦さんが ｢ここでいう話かわからない は?｣ ｢読んだ人が自分の地域を見直す

けど-｣ポッリと言いだしたのが次のよ きっかけにL:iれば｣などとう息づきなが

うなお話. ら今回のテーマにチ T7レンジしてみまし

た｡

もちろん地域には地域の､家庭には家庭 tちろん､ ｢これ !｣ といった答え

の､そして人には人の事情ってものがあ があるtのではありません｡tLあると

ります｡ 考え方も違えば背買だって違 したら､それはその地域に暮らす私たち

う｡ 一人ひとりの中かもしれません｡

l:

甥

√

できるtのに怠ってtらいたいはず.

つ己のように皆がテーマ設定に頭を悩ま 少し本誌には ｢ :荷が重いかLi｣ と思い 

･･.

極
的
に

参加す
る
よ

い
ち
ゃ

ん
･

が
大
い

に期待
で
き

る
の

では
な

い

か
｡

ち
ろ
ん

も

時
間

はかか
る
だ

ろ
う

が
､
こ
の

よ
う

な想い
を
抱

い
て

おら
れ
る

人
々

と
の交
流
､

あ
る

いは同
じ
想

い
か

ら何か
を
実

践
し

ている
人
々

か
ら

そ
の手
法
を

学
ぶ

機会を
持
ち

た
い

と願っ
て
い

る

一

あ
る
｡

人
で


(
辻涌岩
水
) 

せていた時のこと､編集ボランティアの ｢問題提起ぐらいできるの

お
ば
あ
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向こう三軒両隣りのおつきあい

見 直 してみ たい

向こう三軒両隣りのあつきあい
ずっと地域を守り続けてきた人､新しく移り住んで来

た人tそれぞれに言い分や理由があります.緑あって同

じまちに住む人たち･-こんなすれ違いをのり超え､共に

住民として､まちを愛し育んでいくにlまどうすれl乱 ＼い

のでしょう｡

そんなヒントを探すため､住宅開発が進み新しい住民

の方も多い志津地区内で自治会町内会活動を通じて尽力

されている奥村金二さん (毒地第二町内会長)と小林

芳夫さん (追分町内会長)に現状と課題をお聞きしま

す｡

知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
は

何
も
始
ま
ら
な
い

町
内
会
の
大
切
な
役
割
は
､
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
必
要

な
情
報
を
届
け
る
お
手
伝
い
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

志
津
地

区
で
も
18
戸
か
ら
1
6
0
0
戸
の
町
内
会
ま
で
戸
数
も
違
え

ば
､
そ
れ
ぞ
れ
に
内
情
だ
っ
て
違
う
で
し
ょ
｡
情
報
を
届
け

る
の
に
己
適
正
規
模
が
あ
り
ま
す
.

戸
数
が
多
い
と
付
き
合

い
だ
っ
て
大
変
で
回
覧
も
遅
れ
て
し
ま
う
の
で
､

数
年
前
か

ら

｢乗

･
西
｣

や

｢
-
組

･
2
組
｣

な
ど
に
分
け
て
回

し
て
い
ま
す
｡

こ
う
し
て
､
日
ご
ろ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
で

｢
い
ざ
｣
と
い
う
時
の
た
め
の
備
え
を
し

て
い
ま
す
｡

地
区
の
運
動
会
に
行
っ
て
知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
驚
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
､
ポ
ッ
ポ
ッ
と
で
も
知
っ
て
い
る
人
が

い
れ
ば
安
心
で
き
る
し
地
域
の
問
題
や
曽
段
と熱
つ
か
な
い
良
さ

も
共
有
で
き
る
け
れ
ど
､

知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
T6_河
吉
始

ま
ら
な
い
｡
や
っ
ぱ
り
､
そ
れ
は
昔
の
よ
う
な

｢向
こ
う
≡

軒
両
隣
り
｣

の
関
係
を
つ
く
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
ん
だ
と
思

う
ん
で
す
｡町

内
会
費
を
払

っ
て
吉

･･･参
加

し
な

い

志
津
地
区
で
Td_
基
本
的
に
全
員
､

町
内
会
に
入
っ
て
も
ら

う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
｡

た
ま
に
役
が
回
っ
て
き
た
と
き
に

退
会
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
ね
｡

住
宅
が
開
発
さ
れ

る
と
き
は
､

町
内
会
に
入
る
こ
と
を
案
件
に
し
て
い
る
し
賃

貸
の
ア
パ
ト
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
家
賃
の
中
に
町
内
会
費
が

含
ま
れ
て
い
て
集
金
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す 

よ
｡
ゴ
ミ
袋
や
広
報
も
オ
ー
ナ
ー
を
通
じ
て
住
民
に
配
ら

れ
る
｡
だ
い
た
い
オ
ー
ナ
ー
∈
地
域
の
人
な
の
で
理
解
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
｡

た
だ
分
譲
住
宅
の
人
た
ち
の
な
か
に
は
町
内
会
行
事
に

参
加
す
る
人
も
い
る
ん
で
す
が
､
出
入
り
が
激
し
い
こ
と

も
あ
っ
て
賃
貸
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
は
､
参
加

し
て
く
れ
な
い
人
が
多
い
の
が
現
実
で
す
.
町
内
会
加
入

が
入
居
の
案
件
に
な
っ
て
い
る
の
で
町
内
会
費
は
払
う
け

ど
関
わ
り
は
持
た
な
い
.

ま
た
､
オ
ー
ナ 

さ
ん
も
参

加
を
強
要
で
き
aL15い
｡
町
内
会
も
町
内
会
責
を
も
ら
っ
て

い
る
以
上
､
知
ら
ん
顔
tD

rlrrr

で
き
ず
.

袋
と
広
報
配
布
､

情
報
を
流
す
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う 

子
ど
も
は
子
ど
も

会
行
事
に
は
参
加
し
て
己
､
町
内
会
行
事
で
あ
る

化
祭

文

や
運
動
会
に
は
参
加
し
て
く
れ
ま
せ
ん
｡

o

I

志津地区
青地第二町内会 奥村金二さん
追分町内会 小林秀夫さん
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向こう三軒両隣りのおつきあい

も
う 

つ
問
題
怠
こ
と
は
､
町
内
会
は
ア
パ
ー
ト
の
戸

数
は
わ
か
っ
て
吉
家
族
構
成
ま
で
わ
か
ら
aL15い
の
か
実
情
で

す
｡

個
人
情

報
保
護
法
吉
あ
っ
て
把
握
で
き
な
い
｡

も

E

し
､
火
災
や
地
震
が
起
き
て
子
ど
宅
や
高
齢
者
が
い
な
く

て

看
､
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
怖
い
で
す
よ
ね
｡
そ

れ

で
2
年
前
に
住
民
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
､
以

前
の
デ
ー
タ
を
基
に
町
内
会
員
名
簿
を
つ
く
り
ま
し
た
｡

こ
の
名
簿
は
､
町
内
会
長
だ
け
が
保
管
し
て
い
ま
す
｡
世

帯
数
は
常
に
把
握
し
て
い
る
が
､
人
口
が
わ
か
る
と

｢
6

歳
以
上
が
何
人
い
る
｣
と
か

｢

L15

か
a
リ
以
前
に
開
発
さ
れ

た
分
譲
地
は
高
齢
化
し
､
最
近
開
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
' 

30
代
の
若
い
家
族
が
多
く
て
世
代
の
開
き
が
あ
る
｣

と
か

具
体
的
に
ま
ち
の
形
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
よ
｡

小
林
秀
夫
さ
ん 

(追
分
町
内
会
長
) 

L115く
仕
掛
け
る

待
つ
だ
け
で
(

志
津
地
区
の
65
歳
以
上
の
高
齢
化
率
は
市
内
で
9
番
目
｡
す

な
わ
ち
若
い
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
'
祭
や
運

動
会
の
参
加
状
況
を
み
る
と
ど
う
し
て

も
30
代
半
ば
か
ら
帥
代
半

ば
ま
で
の
中
間
層
が
コ
ソ
ッ
と
抜
け
て
し
ま
う
｡

運
動
会
を
す
る
と
私
の
住
む
地
域
に
小
学
生
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
｡
ほ
と
ん
ど
が 
60
歳
以
上
で
そ
れ
は 

∈
う
限
界
集
落
の
よ
う 

(笑
)
｡
片
や
最
近
で
き
た
宅
地
で
は

小
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
家
族
ば
か
り
｡
ギ
P
･
ツ
プ
と
い

う
か
空
洞
化
を
感
じ
ま
す
ね
｡
面
白
い
の
は
限
界
集
落
の
我
が

ま
ち
で
も
､
そ
の
子
ど
も
世
代
TId意
外
と
近
く
の
新
興
住
宅
に

住
ん
で

い
た
り
す
る
ん
で
す
｡
志
津
で
生
ま
れ
育
っ
た
子
ど
も

が
家
庭
を

も
ち
､
ま
た
志
津
に
住
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
｡

ポ
イ
ン

ト
は
子
ど
も
｡

｢子
ど
も
の
参
加
｣

が
親
世
代
の
参

加
に
つ
な
が
り
ま
す
｡
運
動
会
の
種
目
に
オ
ー

プ
ン
参
加
を
設

け
た
り
'
文
化
祭
tL)自
由
に
来
て
吉
ら
え
る
よ
う
に
案
内
し
て

い
ま
す
｡
常
に
情
報
提
供
と
門
戸
を
開
け
て
待
つ
姿
勢
だ
け
で

な
く
､
子
ど
tD
が
参
加
し
や
す
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
る
工
夫

も
し
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
中
学
生
に
な
る
と
部
活
動
や
ク
ラ
ブ
が
あ
っ
て
地
域

の
行
事
に
も
参
加
し
に
く
く
怠
り
ま
す
｡
で
も
町
内
会
か
ら
部

活
動
に
補
助
金
が
出
て
る
ん
で
す
よ
ね
｡
補
助
金
を
も
ら
っ
て

い
る
以
上
は
志
津
地
区
の 
l
o貝
と
し
て
地
域
の
行
事
に
参
加
す
る

べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
そ
う
し
な
い
と
何
の
た
め
の
補
助

金
か
わ
か
ら
な
い
｡
参
加
し
て
欲
し
い
か
ら
補
助
金
を
出
す
の

で
は
な
く
､
参
加
す
る
rJ
と
が
当
然
な
ん
だ
と
思
う
｡
そ
う
し

な
い
と
地
域
と
子
ど
も
が
つ
GLt)が
ら
な
い
｡

意
識
し
て
ふ
れ
あ
う
時
代

志
津
地
区
で
吉
､

昔
は
冠
婚
葬
祭
が 

つ
の
親
睦
の
機

会
と
沿
っ
て
い
た
｡

お
葬
式
は
前
日
の
準
備
か
ら
祭
壇
の

片
づ
け
ま
で
み
ん
な
が
手
伝
っ
た
も
の
で
す
｡

そ
ん
な
つ

な
が
り
の
中
で
､
ど
ん
qL15家
族
構
成
で
次
に
誰
が
結
婚
す

る
か
わ
か
っ
て
い
た
｡
今
の
町
内
会
長
は
誰
が
L･6
く
な
っ

た
か
知
る
こ
と
は
あ
っ
て

吉
､

お
手
伝
い
ま
で
は
し
な
く 

f
)リ
ま
し
た
｡

社
会
状
況

や
冠
婚
葬
祭
の
形
が
変
わ
っ
て

｢ふ
れ
あ
い
と
親
睦
の
場
｣

を
意
識
し
て
つ
く
ら
な
い
と

い
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
だ
か
ら
志
津
地
区

で
は

｢文
化
祭
と
運
動
会
､
伯
母
川
の
草
刈
り
は
必
ず
や

ろ
う
｣
と
町
内
会
で
決
め
ま
し
た
｡
こ
れ
ら
の
行
事
を
通

し
て
顔
を
会
わ
せ
親
睦
を
は
か
る
こ
と
の
手
段
と
し
て
い
ま

す
O

Ii

l
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向こう三軒両隣りのおつきあい

奥
村
金
二
さ
ん 

(青
地
第
二
町
内
会
長
)

ま
た
追
分
町
内
会
は
､ 
8
0
0
戸
が
志
津
小
学
校
で
3 

0
0
戸
が
志
津
南
小
学
校
に
通
っ
て
い
る
｡

い
わ
ゆ
る
地

区
と
学
区
が
ず
れ
て
い
る
ん
で
す
｡
志
津
地
区
で
行
う
町

内
会
行
事
の
参
加
率
が
悪
い
の
は
3
0
0
戸
の
ほ
う
｡
も

う
ほ
と
ん
ど
が
越
し
て
き
た
人
で
旧
家
は
10
軒
ぐ
ら
い
｡

志
津
地
区
の
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
に
行
く
と
､ 
3
0
0
戸
の

方
の
人
に
出
会
う
rJ
と
か
な
い
｡
か
と
言
っ
て
志
津
南
地

区
の
ふ
れ
あ
い
ま
っ
リ
に
行
く
わ
け
で
看
な
い
｡
環
境
整

備
に
は
出
て
∈
行
事
に
参
加
し
な
い
｡
対
象
者
が
い
た
っ

て
敬
老
会
や
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
へ
の
参
加
者
は
ゼ
ロ
な
ん
で

す
｡や

っ
ぱ
り
､

吉
か
ら
い
わ
れ
る

｢向
こ
う
三
軒
両
隣

じ
よ
う
な
思
い
を

持
っ
て
い
て
く
れ

る
の
で
大
丈
夫
と

思
っ
て
い
ま
す
｡

私
も
氏
子
総
代
を

受
け
る
こ
と
に
な

る
の
で
相
談
に
の

る

こ
と

も

で
き

る
｡

私
の
rJ
の
一

年
間
の
役
目
は
､

次
の
次
の
人
を
探

す
こ
と
｡

次
の
町

I+ 

内
会
長
が
相
談
し

I...::

な
が
ら
動
き
や
す

い
人
､

し
っ
か
り

と
サ
ポ
ー
ト
し
て 

く
れ
る
人
を
探
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡

結
局
､
町
内
会
ulE
を
は
じ
め
三
役
を
ど
ん
な
人
が
受
け
て

く
れ
る
か
が
町
内
を
上
手
く
や
っ
て
い
く
方
法
だ
と
考
え
て

い
る
し
､

こ
れ
を
無
視
し
た
ら

｢協
働
の
ま
ち
づ
く
り
｣

は
で
き
な
い
と
思
う
｡
地
域
福
祉
で
あ
れ
防
災
防
犯
で
あ
れ

地
域
の
問
題
は
地
域
で
考
え
る
こ
と
が
当
然
だ
け
ど
､
現
実

仕
事
を
し
て
い
る
人
が
多
く
､
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
形
で

持
っ
て
い
く
の
か
ガ
難
し
い
｡
少
な
く
と
も
情
報
を
出
す 

と
と
参
加
し
や
す
い
形
を
つ
く
る
rJ
と
を
考
え
て
い
き
た

い
.
今
ま
で
の
よ
う
に
何
も
話
さ
ず
､
渡
さ
ず
､
い
き
な

り

｢出
て
き
な
さ
い
｣
と
は
言
い
た
く
な
い
｡
地
道
だ
け

ど
意
識
的
に
行
事
を
通
じ
､
ふ
れ
あ
い
と
親
睦
を
因
る
こ
と

で
"
協
働
の
ま
ち
づ
く
り 

と
考
え
て
い
ま
す
｡ 

"
を
町
内
か
ら
進
め
て
い
き
た
い

リ
｣

の
活
動
か
ら
す
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
ま
す
｡
そ
ん
な

つ
な
が
り
を
､
ど
う
や
っ
て
つ
く
ろ
う
か
と
考
え
る
と
結
局
イ

ベ
ン
ト
を
す
る
こ
と
と
､

子
ど
も
会
の
親
子
参
加
に
行
き
っ

く
｡
や
が
て
子
育
て
も 

段
落
し
､
地
域
の 

r

rJ
と
も
や
っ
て

み
よ
う
と
思
う
人
吉
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
｡
小
学
校
の
p 

T
A
活
動
や
子
ど
も
会
に
フ
ル
活
動
し
て
も
ら
っ
て
子
育
て
が

終
わ
っ
た
こ

に
地
域
の
担
い
手
と
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の
体

ろ

制
づ
く
り
が
い
ち
ば
ん
重
要
だ
と
思
い
ま
す
｡ 
04代
の
人
に

｢出
て
来
て
｣
と
言
っ
て
も
△つ
ま
で
地
域
に
か
か
わ
っ
て
い
な

い
の
に
出
て
く
る
rJと
な
ん
て
出
来
ま
せ
ん
ね
｡

次
の
次
の
人
を
探
す

た
だ
戦
後
の
記
憶
の
あ
る 
70
代
の
人
は
､

｢地
域
の
rJと

も
し
な
く
て
l_j
｣
と
い
う
人
た
ち
だ
け
ど
､
団
塊
世
代
か
ら

下
の
人
た
ち
の
中
に
町
内
会
ulEと
な
っ
て
地
域
を
引
っ
張
っ
て

い
こ
う
と
思
う
人
が
い
る
か
な
と
不
安
も
覚
え
ま
す
｡
誰
吉
が

推
薦
し
本
人
さ
え

｢引
き
受
け
る
｣
と
言
っ
て
く
れ
た
ら
い

い
だ
け
な
ん
だ
け
れ
ど

｢な
に
も
自
分
が
し
な
く
て
も
･･･｣

と
い
う
感
じ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
.

｢頼
ま
れ
た
ら
仕
方
が

な
い
｡
や
っ
た
る
わ
ー
･J
と
い
う
よ
う
な
吉
の
ガ
キ
大
将
的

な
考
え
方
が
見
ら
れ
な
い
｡
地
域
の
た
め
に
な
る
ん
だ
か
ら
楽

し
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
誰
も
文
句
は
言
わ
な
い
の
に
ね
｡
年
金

受
給
も
伸
び
て
働
く
期
間
も
ulE
く
な
っ
て
､
役
員
も
65
歳
以
上

の
人
に
し
か
頼
め
な
い
状
況
で
す
｡
で
も
今
の
65
歳
な
ん
て
ま

だ
ま
だ
若
い
し
､

そ
れ
か
ら
で
も
十
分
に
地
域
を
担
え
る
と

思
っ
て
い
ま
す
｡
た
と
え
周
り
の
ス
タ
ッ
フ
が
変
わ
っ
て
∈
そ

ん
な
人
が
い
て
く
れ
れ
ば
良
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

私
の
任
期
も
あ
と

一
年
｡
次
期
町
内
会
長
候
補
者
も
私
と
同

･:t-.i
 

(栗
木
修

一
)

rJ


.
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暮らしぶりの変化と地域のつながり

りの変化と

滋賀県を拠点に地域活性化の

ため､ さまざまな支援や研

究､ 実践を行うNPO法人ひ
暮らし13

とまち政策研究所の理事および

研究員として県内各地の地域コ 地域のつTlだり
ミュニティの調査 ･研究をし

在住) に社会や生活の変化に

伴う近ごろの地域のつながりの

様子を聞きました｡ ひとまち政策研究所 仲野優子

it

一知恵と工夫で地域活動を貝直す-ている仲野優子さん (草津市

｢ご
近
所
さ
ん
｣

ご
近
所
さ
ん
と
町
内
会
､
そ
し
て
…

-

そ
れ
は
地
域
で
妻

ら
す
私
た
ち
の
生
活
の
中

で
自
然
に
存
在
す
る
身
近
な
関
係
を
象
徴
す
る
言
葉
で
す
｡
そ
の
関

や
す
く
｣
な
ど
と
読
み
替
え
る
と
分
か
り
や
す
い
か
看
知
れ
ま
せ
ん

ね
｡私

た
ち
が

｢
よ
り
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
｣

｢よ
り
多
様
な
形
で

活
動
に
参
加
で
き
る
｣

そ
ん
な
重
層
的
な
体
制
を
つ
く
る
､

つ
ま

係
は
挨
拶
を
交
わ
す
程
度
か
ら
互
い
に
支
え
あ
う
ま
で
様
々
で
す

が
､
少
な
く
と
も
顔
を
合
わ
せ
る
と
会
釈
ぐ
ら
い
は
し
ま
す
よ
ね
｡ 

｢ご
近
所
さ
ん
｣

の
間
柄
で
看
わ
か
る
よ
う
に
､
身
近
な
相

手
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
ろ
う
と
す
る
の
は
人
の
看
つ
根
源
的
な
優

し
さ
で
看
あ
り
ま
す
｡

｢ご
近
所
さ
ん
｣
か
ら
少
し
大
き
く
な
る
と

｢
町
内
会

･
自
治

会
｣
が
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
は

｢
み
ん
な
の
問
題
を
み
ん
な
で
解
決

し
よ
う
｣
と
す
る
己
の
で
す
｡
組
織
的
な
解
決
な
の
で
､
時
に
は

子
ど
看
会
な
ど
特
定
の
テ
ー
マ
を
看
っ
た
他
の
団
体
と
協
力
体
制
を

と
っ
て
効
果
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
看
あ
り
ま
す
｡
こ
う
し

た
組
織
と
組
織
の
関
係
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
長
い
歴
史
の
中
か

ら
生
み
出
し
て
き
た

｢
工
夫
の
賜
｣

で
も
あ
る
の
で
す
｡

加
え
て
最
近
は
小
学
校
区
な
ど
さ
ら
に
大
き
な
エ
リ
ア
を
対
象
に

｢ま
ち
づ
く
り
協
議
会
｣
と
い
う
自
治
の
形
看
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
の

を
ご
存
知
で
す
か
｡
県
内
で
看
乗
近
江
市
や
湖
南
市
､
近
江
八
幡

而
な
ど
で
看
み
ら
れ
ま
す
｡

こ
れ
は
町
内
会

･
自
治
会
の

活
動
を
基
本
に
据
え
な
が
ら

f

rJ
の

り
自
治
の
新
た
な
セ
ー
フ
テ
ィ

･
ネ
ッ
ト
と
い
え
る
も
の
で
す
｡

暮
ら
し
ぶ
り
の
変
化
が
生
み
出
す
地
域
の
揺
ら
ぎ

で
は
な
ぜ
新
た
な
セ
ー
フ
テ
ィ

う
｡

つ
に

ご
近
所
さ
ん
｣ ･

ネ
ッ
ト
が
必
要
な
の
で
し
ょ

そ
の

一

｢

の
関
係
や
町
内
会

会
の
活
動
な
ど
に

｢揺
ら
ぎ
｣
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
｡

こ
の

｢揺
ら
ぎ
｣
と
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
価

値
観
の
変
化
､

経
済
の
変
化
な
ど
が
看
た
ら
す

時
代
の
産
物
｣

｢

と
看
い
え
る
で
し
ょ
う
｡

子
ど
看
会
活
動
よ
り
看
習
い
事
､

老
人

ク
ラ
ブ
よ
り
看
趣
味
サ
ー
ク
ル
､

看
年
団
よ
り
ネ
ッ
ト
コ 

ユ
ニ

rrr

テ
ィ
､

防
犯
は
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
会
社
に
任
せ
､
仕
事
が
忙
し
い
の

で
役
員
が
回
っ
て
く
れ
ば
町
内
会
を
脱
会 

揺
ら
ぎ
｣

は
様
々

な
形
で
現
れ
ま
す 

そ
の

一

D

-

｢

方
で
福
祉

･
防
災

･
防
犯

･

も
､

住
民
が
よ
り
活
動
し
や

す
く
す
る
た
め
の

一
つ
の
形
と 

言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
｡

こ
の

｢活
動
し
や
す
く
｣

を

｢
よ
り
協
力

し
や
す
く
｣

｢
よ
り
情
報
を
得
や
す
く
｣

｢よ
り
色
々
な
財
源
を
確
保
し

子
育
て
な
ど
地
域
が
抱
え
る
課
題
は
看
う
満
載
｡
互
い
の
助
け
合
い

で
乗
り
切
る
べ
き
こ
と
は
増
え
る

一
方
､
分
権
化
を
進
め
よ
う
と
す

る
行
政
と
の
関
係
己
よ
り
複
雑
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
が
現
実
で
す
｡

自
治
会
活
動
で
あ
れ
､

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
で
あ
れ
､

そ
看
そ

看
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
基
本
は
そ
の
地
域
の
魅
力
を
引
き
出

し
た
り
､

つ
く
っ
た
り
す
る 
rJ
と
に
あ
り
ま
す
｡

習
い
事
や
ネ
ッ

ト
を
楽
し
む
よ
う
に
地
域
の
活
動
も
楽
し
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い

い
な
と
思
う
の
で
す
｡
ま
ち
の
魅
力
を
知
れ
ば
誰
だ
っ
て
自
分
の
ま

ち
か
好
き
に
な
る
｡
自
分
の
趣
味
や
ネ
ッ
ト
技
術
で
得
た
力
を
も
し

自
分
の
地
域
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
ら
､
さ
ら
に
地
域
の
人
た
ち

に
感
謝
さ
れ
る
の
な
ら
素
敵
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
｡
き
っ
と

そ
の
人
の
関
わ
り
は
積
極
的
に
な
る
は
ず
で
す
｡
妻
ら
し
ぶ
り
の
変 

･
自
治

環
境

･
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化
を

新 しいまち 新 しい暮 らし ひとりごと

｢時
代
の
産
物
｣
と
あ
き
ら
め
る
の
で
な
く
､
逆

手
に
と
れ
ば
色
々
な
住
民
が
地
域
の
活
動
に
参
画
で
き
る

チ
P
･ン
ス
に
つ
な
が
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡

の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

l

い
く
ヒ
ン
ト
を
4
点
ば
か
り
｡ 

つ
日
は
多
く
の
人
の
享

で
､
そ
れ
ぞ
れ
得

揺
ら
ぎ
を
見
直
す 
4
つ
の
ヒ
ン
ト

少
し
気
持
ち
を
前
向
き
に
し
た
と
こ
ろ
で
､

先
ほ
ど

｢揺
ら
ぎ
｣

へ
の
見
直
し
て

意
な
こ
と
を
活
か
し
な
が
ら
楽
し
く
進

め
て
い
く
こ
と 
.
特
に
役
員
さ
ん
な
ん
か 
lLj
楽
し
く
怠
け

れ
ば
続
か
な
い
で
し
ょ
う 
.

二
つ
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
軽
減
で
き
る
よ
う
な
組

織
づ
く
り
を
す
る 
rJ
と
.
町
内
会

･
自
治
会
で
は
事
務

に
係
る
職
員
さ
ん
を
お
け
な
く
て
も
､
先
ほ
ど
の

｢ま

ち
づ
く
り
協
議
会
｣
で
は
そ
れ
を
専
門
に
行
う
人
を
置
け

る
rJ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
｡

役
員
さ
ん 
lLj
負
担
が
減
る

分
､
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
リ
､
知
恵

や
工
夫
を
出
し
合
う
こ
と
に
集
中
で
き
ま
す
｡

三
つ
目 
lj

｢

rJ
と
｡
そ
の
状

_

学
び
の
場
｣
を
つ
く
る 

況
を
知
る 
rJ
と
は
み
ん
な
が
､
知
恵
や
汗
を
出
し
合
う
こ

と
､
み
ん
な
の
元
気
に
つ
な
が
り
ま
す 
.
ま
た
活
動
の

ヒ
ン
ト
な
ん
か
は
案
外
と
他
の
地
域
や
組
織
か
ら
得
る
こ

と
だ
っ
て
あ
る
も
の
で
す 
.

最
後
は
初
め
て
の
役
員
さ
ん
も
安
心
し
て
活
動
に
取
り

組
め
る
よ
う
に
､
組
織
体
制
や
他
の
組
織
と
の
仕
事
の
役

割
分
担
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
で
す
｡

こ
れ
が
で
き
れ

ば
､
さ
ら
に
進
ん
で
行
政
と
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
だ
っ

て
で
き
る
は
ず
で
す 
.

そ
れ
は
将
来
の
自
分
か
も
し
れ
な
い

自
分
も
含
め

｢ご
近
所
さ
ん
｣
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
変
化
す
る

の
は
､
も
は
や
し
か
た
の
な
い
も
の
で
し
ょ
う
｡
た
だ
そ
の
た

め
に
､
い
っ
そ
う
住
み
に
く
く
怠
っ
て
い
る
人
が
ま
ち
の
中
に

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
忘
れ
た
く
な
い

も
の
で
す 
.
そ
の
人
は
隣
り
に
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
､
将
来

の
自
分
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
｡
人
の
持
つ
根
源
的
な
優
し

さ
や
助
け
合
い
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
き
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
輪 
.

こ
の
先 
5
年
､ 
10
年
を
見
据
え
､

柔
軟
な
知
恵
や
工

夫
が
活
か
せ
る
場
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ
､ 
(lフ
私
た
ち
に
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡ 

(仲
野
優
子 
) 

*
ひ
と
ま
ち
政
策
研
究
所
は
､

｢
ひ
と
｣
と

｢ま
ち
｣

の
あ
り
方
を
問
い
直
す
､
県
域
の
研
究
所
で
す 
)

『はじめて』ということに不安を持ったことはありま

せんか ? ｢初めて会う人｣ ｢初めての土地｣ ｢初めて

の行事｣などなど.自分が望む ･望まないにかかわら

ず 『はじめて』が突然降って沸いたとき､あなたなら

どうしますか?

そんなときrま心の余裕もありません｡ドキドキして声

も上手に出ないかも.笑顔引乍れず態度もぎこちなくな

るかもしれませんよね.

わたしは結婚を機に草津に越して来ました｡石吉左右
わからない土地でまわりに知人もいないところからのス

タートです｡ そんな不安のなかで ｢最近の若い者は 

-･｣ ｢そんなことも知らないの?｣ ｢他所から来たん

ね｣ ｢そんなことわかって当たり前｣と､慣れた人の

何気ないひと言で心がこわばってしまいます.

でも､ もし出会った途端に笑顔をもらって ｢大丈

夫 !｣と励まされ､知らないことを教えてもらうこと

求めるだけでは物事はうまくいきません｡慣れた人吉

知らない顔をしないでください.教えてあげたり ･教

えてもらったリしながらお互い歩み寄る｡ちょっとした

思いやりで､人と人がつながって大きな輪になっていき

ます｡ ｢知らない｣ ことはいつまでたっても不安で

す｡不安のままでは近寄ることができません｡ 『はじ

めて』 ではない人が ｢大丈夫 !これはね ･ ･｣ と

声をかけてほしいんです｡

『はじめて』の不安が解消されることが､やがて仲

間になり地域のつながりとなり､そして生まれる ｢大

きな力｣が地域を支えていくことになると思うのです｡ 

ができたとしたら-｡ゆっくり 『はじめて』の不安が 新しいまち 新しい暮らし
解けていくと思いませんか?その土地が､その人が好き

になっていくきっかけになります｡ ひ とりごと
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(案内) 草津市観光ボランティアガイ ド協会 ･ (写真) 大保紘史
ゆっくり草津 街道物語 

第 10回
取

●■■-
官 ･琶 固 甲 琶 声 

r,LLr伝統に触れる笠縫

庭木の梅やシキミの花を見ながら住宅地を歩 冒 

申 ■
■

くと､道端のツクシやフキノ トウに春本番の

気配を感じます｡ ｢笠の圧｣ といわれる平

井 ･川原 ･上笠 ･下笠は吉備の国の笠氏が居

住したといわれ､南笠や栗東の笠川などほか

に∈笠のつく地名がみられます｡第 10回とな

る今回の街道物語では笠経の道を歩きます. ▲ー_｣ 

3
本
足
の
カ
ラ
ス

熊
野
神
社

平
井
を
抜
け
る
と

｢
ア
ヲ
午
の
杜
｣

と

い
わ
れ
る
自
然
豊
か
な
場
所
に
現
れ
る
の
か

熊
野
神
社
で
す
｡

両
の
自
然
環
境
保
全
地

区

･
滋
賀
県
風
致
保
安
林
に
も
指
定
さ
れ
る

こ
の
他
は
､

鎌
倉
時
代
に
佐
々
木
氏
が
十

二
所
権
現
で
あ
る
12
体
の
神
を
熊
野
≡
山
か

ら
呼
び
寄
せ
､

ま
つ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
｡

明
治
の
廃
仏
棄
釈
に
よ
り
現
在
は
9
体
が

残
っ
て
お
り
､ 

6
体
が
栗
東
歴
史
民
俗
博

物
館
に
､ 

3
体
が
熊
野
神
社
に
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
｡

こ
の
神
社
の
神
の
使
い
は
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
｡

日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
3
本
足
の
カ
ラ
ス
で

3
本
足
の
カ
ラ
ス

ヤ
タ
ガ
ラ
ス

す
.
rJ
の
3
本
の
足
は

｢智

･
仁

･
勇
｣

の
三
つ
の
徳
や

｢
天

･
地

･
人
｣

を

意
味
す
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
｡
御
神
木
は

ナ
ギ
の
木
で
､
お
守
り
と
し
て
そ
の
葉
っ

ぱ
を
財
布
に
入
れ
る
人
吉
い
る
と
か
｡

ま
た
こ
の
神
社
の
拝
殿
は
通
路
を
挟
ん

で
2
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
｡
格
に
よ
っ

て
拝
礼
す
る
位
置
が
分
け
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
､
め
ず
ら
し
い
拝
殿
を

一
度

ご
覧
あ
れ
｡
熊
野
神
社
に
園
そ
の
昔
､
坂

本
に
奉
公
に
出
た
少
年
に

｢ど
こ
か
ら
来

た
?
｣

と
聞
く
と

｢あ
の
ス
ギ
の
木
あ

た
り
か
ら
｣
と
熊
野
神
社
の
大
き
な
杉
を

指
差
し
た
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
ま
す
.

琵
琶
湖
の
対
岸
か
ら
吉
見
る
rJ
と
が
で
き

た
と
さ
れ
る
大
き
な
杉
の
木
は
枯
れ
て
し

ま
い
､
今
と
怠
っ
て
は
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
が
残
念
で
す
ね
.

宗

鑑

春
を
詠
う

さ
て
こ
こ
か
ら
車
で
縫
東
市
民
セ
ン

タ
ー
ま
で
移

動
｡
セ
ン 笠

ー
前
に
は

｢俳

謡
の
祖
｣

と

い
わ
れ
る タ

崎
宗
鑑

の

山

あ
さ
ミ
ど
リ

は
る
た
つ
空
の

に
を
ひ
か
な

の
句
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
｡
志
那
町
で

生
ま
れ
た
山
崎
宗
鑑
は
足
利
義
尚
に
も
仕

え
た
室
町
時
代
の
連
歌
師
で
､
尼
崎

･
山

宗
鑑
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
訪
ね
て
来
る
こ
と

も
あ
る
と
か
｡
こ
の
句
に
ふ
さ
わ
し
く
､ 

の
あ
た
り
の
ど
か
な
春
の
風
量界
が
広
が
り
､

隣
の
市
民
農
園
で
は
青
々
と
作
物
が
育
っ
て

い
る
景
色
が
印
象
的
で
す
｡

市
民
セ
ン
タ
ー
か
ら
川
原
の
交
差
点
に

向
っ
て
歩
を
進
め
る
と
奈
良
時
代
に
創
建
さ

れ
た
天
神
社
が
あ
り
ま
す
.
境
内
に
あ
っ
た

神
護
寺
の
仏
像
は
､
こ
れ
ま
た
廃
仏
蟹
釈

に

よ
り
飛
び
地
境
内
で
あ
る
観
菖
堂
の
な
か
に

移
さ
れ
ま
し

た
｡

｢
川

原
｣

と

い

う
地
名
は
以

前
に
葉
山
川

が
こ
こ
を
流

れ
て
い
た
こ

と
か
ら
こ
の

名
か
つ
い
た

そ

う

で

す 

つ
く
し
｡
春

を
見

つ
け
た

｡ 

山崎宗鑑の句碑

｢俳謡の祖｣ 宗鑑の句碑は

市内に 4基あります｡

･笠縫東市民センター (集町)

･蓮海寺 (志那灯)

･常盤市民センター (志那中町)

･志那会館 (志那灯)

崎

･
観
音

寺
市
へ
と
移

り
住
み
ま
し

た
｡

宗
鑑

の
句
碑
は
こ

こ
を
含
め
市

内
に
4
基
あ

り

ま

す
｡

句
を
た
し
な

む
人
た
ち
がrJ

l 
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伝統に触れる 笠縫

難を逃れた最勝寺のツバキ｡｢草津市の

名木｣に指定されています (絵 :中井徹)

が
､
天
神
社
の
前
の
道
路
が
川
だ
っ
た
と
は
驚

く
ば
か
り
で
す
｡
門
を
く
ぐ
る
と
､
そ
び
え
立

つ
よ
う
な
ナ
ギ
の
木
と
境
内
に
は
神
事
を
す
る

際
に
使
わ
れ
る
大
き
な
か
ま
ど
が
あ
り
､
森
の

静
け
さ
に
包
ま
れ
た
神
社
に
心
安
ら
ぎ
ま
す
｡

難
を
逃
れ
た
最
勝
寺
の
ツ
バ
キ

天
神
社
に
別
れ
を
告
げ
平
井
方
向
に
川
原
の

交
差
点
を
渡
る
と
､
赤
い
ツ
バ
羊
の
枝
が
張
り

出
し
た
最
勝
寺
が
あ
り
ま
す
｡
お
寺
の
ツ
バ
キ

は
ク
マ
ガ
イ
と
い
う
品
種
で
､
挙
く
ら
い
∈
あ

ろ
う
か
と
思
う
ほ
ど
の
大
き
な
花
を
た
く
さ
ん

つ
け
ま
す
｡
樹
齢
3
5
0
年
以
上
と
い
わ
れ
る

ツ
バ
午
は
京
都
の
宝
鏡
寺 
(通
称

･
人
形
寺
)

の
木
を
分
け
た
も
の
で
､
今
で
は
見
上
げ
る
ほ

ど
の
大
木
で
す
｡
お
寺
の
前
を
流
れ
て
い
た
葉

山
川
の
地
下
水
脈
が
こ
こ
ま
で
木
を
大
き
く
し

た
と
か
｡

こ
の
ツ
パ
羊
に
吉
お
話
が
あ
り
ま
す 

以

前
､
人
が
や
っ
と
通
れ
る
ほ
ど
の
幅
だ
っ
た

最
勝
寺
の
前
の
道
､

せ
め
て
荷
車
が
通
れ
る

よ
う
に
､
や
が
て
車
が
通
れ
る
幅
ま
で
広
げ

よ
う
と
の
計
画
が
あ
が
り
､

そ
の
た
め
こ
の

ツ
バ
羊
を
切
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
が
も
ち
あ

が
り
ま
し
た
.

そ
れ
に
対
し
先
代
の
住
職
や

近
所
の
人
た
ち
の

｢木
を
切
る
L.6ん
て
｣
と

大
反
対
し
た
こ
と
か
ら
､

ツ
バ
午
は
難
を
逃

れ
ま
し
た
｡

こ
う
し
て
残
る
こ
と
に
な
っ
た
ク
マ
ガ
イ
の

ツ
バ
羊
､
私
た
ち
の
目
を
楽

し
ま
せ
る
だ
け

で
な
く

｢草
津
市
の
名
木
｣
に
も
指
定
さ
れ

ま
し
た
｡
地
域
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
木
な
の

で
す
ね
｡
最
勝
寺 
10
代
目
の
僧
､
願
了
は
ソ

ロ
パ
ン
老
僧
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
算
学
に
長
け
､

医
学

･
花
道
に
も
通
じ
､
明
治
天
皇
の
父
孝

明
天
皇
崩
御
の
際
に
池
坊
家
元
と
共
に
お
花
を

献
じ
ま
し
た
｡

最
勝
寺
の
向
か
い
は
観
音
堂
の
入
口
｡

観


音
堂
の
中
に
は
天
神
社
内
の
神
護
寺
に
あ
っ
た


o

十

一
面
観
音
が
こ
こ
に
移
さ
れ
､
今
も
お
守


り
す
る
10
人
衆
が
お
ら
れ
ま
す
｡

こ
こ
い
ら


で

一
休
み
｡′
淡
海
く
さ
っ
通
り
と
伊
佐
佐
川


放
水
路
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
屋
根
の
あ
る
ポ


ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
｡
見
上
げ
る
と
 

aL
ん
と

講
踊
り
｣
と

｢
ア
オ
パ
ナ
摘
み
｣


15

｢

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
風
の
天
井
絵
が 
-
.
局

り
の
景
色
だ
け
で
な
く
､
た
ま
に
は
上
を
見

上
げ
て
く
だ
さ
い
ね
｡

上
笠
天
満
宮
と
笠
堂
ミ
ス
テ
リ
ー

さ
て
伊
佐
佐
川
を
渡
り
上
笠
天
満
宮
へ

向
か
い
ま
し
ょ
う
｡
こ
の
他
を
治
め
て
い

た
笠
氏
は
祖
神
を
ま
っ
る
た
め
神
社
を
建

立
し
ま
し
た
｡

そ
の
後
､

菅
原
道
真
も

祭
神
に
加
え
ら
れ
た
の
が
上
笠
天
満
宮
で

す
｡
境
内
に
は
道
真
が
愛
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
梅
の
木
と
神
の
使
い
で
あ
る
午
の

石
像
が
あ
り
ま
す
｡
01月
の
最
終
日
曜
日

に
五
穀
豊
穣

･
無
病
息
災

･
雨
乞
い
な
ど

の
意
味
を
込
め
て
奉
納
さ
れ
る

講
踊

り
｣ 

(県
無
形
民
俗
文
化
財
)

は
有 ｢

名

で
す
ね
｡

こ
こ
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
西
教
寺
が

あ
り
ま
す
o
西
教
寺
に
は
薬
師
如
来
倭
が

伝
わ
る
こ
と
や
境
内
に
古
い
石
造
が
あ
る

こ
と
､

ま
た
先
ほ
ど
の
上
笠
天
満
宮
に

｢上
の
堂
絵
園
｣
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
､
白
鳳
時
代
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

｢上
の
笠
堂
跡
｣ 

(医
王
寺
跡
)

は

｢西

教
寺
か
ら
上
笠
天
満
宮
付
近
ま
で
の
広
い
土

地
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｣
と
い
う
説
や
､

｢
い
や
い
や
熊
野
神
社
が
上
の
笠
堂
だ
っ
た

の
で
は
な15
い
か
｣

と
い
う
説
宅
あ
り
､

ち
ょ
っ
と
し
た
古
の
笠
堂
ミ
ス
テ
リ
ー
で
す

ね
｡

忠
義
を
貫
い
た
人

大
久
保
忠
隣

突
然
目
の
前
が
開
け
田
畑
の
向
こ
う
に
比

良
の
山
並
み
が
現
れ
ま
す
｡
畑
の

一
角
に
あ

る
の
は
大
久
保
忠
隣
の
石
碑
で
す
｡
家
康
の

重
Enjだ
っ
た
忠
隣
は
い
わ
れ
な
き
罪
を
着
せ

ら
れ
､
小 
EE]原
城
や
土
地
を
召
し
上
げ
ら
れ

た
上
に
幽
閉
の
身
と
な
り
ま
し
た
｡
上
笠
の

庄
屋
で
あ
る
井
上
家
で
3
年
の
月
日
を
過
ご

し
､

彦
根
に
移
り
住
み
ま
す
｡

家
康
亡
き
後
､
彦
根
の
井
伊
直
孝
は
寛
罪

を
晴
ら
す
よ
う
忠
隣
に
勧
め
ま
し
た
が

｢そ

れ
で
は
家
康
公
の
判
断
が
間
違
い
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
｡
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
亡
き
殿

に
申
し
訳
が
な
い
｣
と
こ
れ
を
断
っ
た
と
い

い
ま
す
｡
そ
の
後
､
大
久
保
家
の
子
孫
が
井

上
家
に
お
世
話
に
な
っ
た
お
礼
に
と
米
5
俵

を
井
上
家
が
途
絶
え
る
昭
和 
15
年
ま
で
送
り

続
け
ま
し
た
｡

平
成 
12
年
に
は
地
元
の
人
々
の
尽
力
に
よ

り
忠
隣
が
上
笠
に
住
ん
だ
証
と
し
て
こ
の
石

碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
､
裏
に
昭
和 
15
年

と
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
. 

上笠天満宮の鳥居
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俳句散歩 ｢春｣

GWにある老杉神社のサンヤレは今から楽しみ 

7つのサンヤレ

草津には下笠 ･矢

倉 ･志那吉田 ･志

那 ･長束 ･志那中 ･

L/

踊りがあり､ 園選択

無形民俗文化財に指定

されています｡

春がくると人々Iま心楽しく野山を歩き,陽気になります｡春の訪

俳句散歩 ｢春｣
れを嬉しく思わない人ri数少ないと思いますo

春と言えば桜が定番ですが､今Ejは少しおへそを曲げて桜を避け

て春の花を詠んだ俳句を覗いて見ましょう｡ (解説 橋詰辰夫)

す

み
れ

量

程

の

小

さ
さ

人

に

生
ま
れ
た
し

見
目
敵
方

激
石
は

｢坊
ち
ゃ
ん
｣
､

｢我
輩
は
猫
で
あ
る
｣

や

｢草
枕
｣

な
ど
の
小
説
で
有
名
で
す
が
正
岡
子
規
に
俳
句
の
指
導
を
受
け
て
､
数
多

く
の
俳
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
｡
灘
石
は
路
傍
に
咲
く
重
の
花
を
か
が
み
rJ

ん
で
眺
め
､

｢智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
,
情
に
樟
差
せ
ば
流
さ
れ
る
｡

意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
｡
兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
｡
｣
と
思
い
を
巡
ら
せ
､

い
っ
そ
重
の
花
く
ら
い
の
小
人
に
成
れ
た
ら
ど
ん
な
に
か
楽
し
い
だ
ろ
う
､
と
現
実
の
世

界
と
メ
ル
ヘ
ン
の
世
界
を
行
き
来
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
?

重
の
花
を
眺
め
な
が
ら
､

｢草
枕
｣

の
構
想
を
練
っ
て
い
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
｡

さ
す
が
に
大
文
豪
だ
け
に
､
俳
句
の
中
に
も

｢小
さ
な
小
説
｣

が
埋

も
れ
て
い
ま
す
｡

重
は
色
と
言
い
花
の
姿
と
言
い
気
品
の
あ
る

魅
力
的
な
春
の
花
で
す
｡

何

の
木

の

花

と

は

し

ら
ず

句

い
か
な

放
鳥
芭
蕉

春
匂
う
花
と
言
え
ば
､
菅
原
道
真
が

｢東
風
映
か
ば
匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ

な
し
と
て
春
を
忘
る
怠
｣
と
詠
ん
だ
梅
の
花
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
｡
春
に
は
沈
丁
花
､

蝋
梅
､

桃
､

杏
､

辛
夷
等
香
り
の
好
い
花
が
咲
き
ま
す
｡

旅
の
途
中
で
､

芭
蕉
は

折
か
ら
の
春
の
陽
気
で
､
気
分
良
く
歩
い
て
い
る
と
き
､
得
も
言
わ
れ
ぬ
花
の
香
り
が

漂
っ
て
き
て
､

思
わ
ず
立
ち
止
っ
て
匂
い
の
主
を
探
し
た
の

で
し
ょ
う
｡

で
も
､

ど

の
木
が
匂
い
を
放
っ
て
い
る
の
か
見
届
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
I
い
や
敢
え
て
探
さ
L･6
か
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
｡
風
流
に
人

生
を
か
け
た
芭
蕉
さ
ん
で
す
か
ら
､

｢
何
の
木
か
な
?
何
の
木
か 

aL15?
｣

と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
､

旅
を
続
け
た
の
で
し
ょ
う
｡

皆
さ

ん
に
と
っ
て
､
春
の
匂
い
は
何
の
木
の
匂
い
で
す
か
? 

老
杉
神
社
の
サ
ン
ヤ
レ

片岡の7つのサンi7

さ
て
最
後
の
訪
問
地
は
老
杉
神

社
で
す
｡

神
様
が
大
き
な
杉
の

木
に
降
り
ら
れ
た
こ
と
か
ら
こ

の
名
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
｡

鳥
居
に
ま
き
っ
く
蛇
は 

2
月
15
日
の

｢
工
卜
工
卜
祭 

リ
｣
の
際
に
作
ら
れ
､
5
月
3
日
の
サ
ン 

に
外
さ
れ
ま
す
｡
(rllも
8
つ
の
宮
座
組
織
が
行
事
を
引
き
継
ぎ
神
社

を
お
守
り
し
て
い
ま

す
｡

P
･レ
踊
り
が
終
っ
た
4
日

市
内
に
7
つ
あ
る
サ
ン
P
･レ
踊
り
の
中
で

も
老
杉
神
社
の
サ
ン
P
･レ
は
衣
装
が
美
し
く
､ 
lD3都
の
時
代
祭
り 

(室
町
時
代
の
行
列
)
は
こ
の
衣
装
を
参
考
に
し
て
再
現
さ
れ
ま
し

た
｡
社
殿
の
三
間
社
流
迄
の
美
し
い
屋
根
の
形
､
極
彩
色
の
カ
エ
ル

マ
タ
の
彫
刻
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
｡
30
年
ご
と
に
葺
き
か
え
る
と
い

う
桧
皮
葺
は
昨
年
吹
き
替
え
た
ば
か
り
で
す
｡ 

で
軽
や
か
L.6気
分
に
さ
せ
て

△

フ
回
歩
い
た
笠
能
の
道
は

あ
ち

ら
こ
ち
ら
に
春
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
､

豊
か

く
れ
ま
し
た
｡

ま
た
サ
ン 

P
･レ
や
講
踊
り
の
よ
う
な
伝

統
行
事
が
(lフ
芭
地
域
の
人
々

に
受
け
継
が

れ
大
切
に
さ
れ

て
い
る
rJと
は
誇
ら
し
く
芭

あ
り
ま
し
た
｡

鎮
守
の
杜

や
田
畑
を
通
る
風
が
清
々
し

く
感
じ
ら
れ
る
春
の
日
で
し

た
｡ 

荒
川
茂
美
)

(


10
 



動植物から学んで素敵なヒトになろう !

動植物から学んで

素敵なヒトにTよろう ! 

3月t半ばになると､路傍に7Tiトケノザの可

愛い花を見かけ､タネツケバナの白い花が休耕 

EBを被うように咲く｡フキノトウt背を伸ばし

て花を咲かせている.ソメイヨシノの蓄t膨ら

み､花見の季節を待っている｡小鳥の声にt春

の躍動感が溢れている｡

さて､佐渡のトキ保護センターでトキが9羽 

tやられた.テンの仕業であった｡テンrま､一

度吸血鬼と化すと動く物を手当たり次第に殺す｡

イタチt同様で､鶏小屋の鶏や池の魚が一晩で

全滅させられた例は珍しくない.これらの動物

が10センチ四方の隙間があれば侵入するくらい

のことは素人だって知っている｡専門家や管理

者が大勢いて､ 多大の時間と税を費やしなが

ら､何故こんな基本的なことを見過ごしていた

のか､私には考えられない｡生き物を人為的環

境の中で飼う際の最低限の仕事は､その命を守

ることである｡尊い命を人間の不注意で奪われ

たのは真に無念であろう.

またまた幼児虐待のあまりにむごいニュースが

続いた｡わが子の命を守るべき害の親が､何の

抵抗 tできない幼児を虐待し､会t与えず死に

至らしめるとは､言うべき言葉tない｡

挙句の果てに ｢わが子を可愛がる夫に嫉妬し

た｣とか､ ｢二人だけの生活に戻りたかった｣

とか言う.親が精神的に全く未熟としか言いよ

うがない｡

人=飼育で成長したテンパン=j-やゴリラは､

自分が産んだ子どtの扱いが分からず､パニッ

ク状態になってぶら下げたり､放り投げたりす

ることは聞くが､これとは次元が違う｡

手乗りの文鳥やインコは､まだ巣の中にいる

幼鳥を親から引き離し､ヒトが餌を与えて育て

るからヒトに馴れて可愛い｡しかし､矧 こ育て

られた記憶がないのか､子育てをできないtの

が多い｡ところが､矧こ育てられて巣立ちした

烏をパートナーにすると､子育てする率が圧倒

的に高まるtのである｡

削 7回 春なのに ･･･


でも.春だから


文･絵 矢原功

サ ルの 世界 で

は､家族くるみで

子育てをし､先に

生まれた子が子育

てを手伝いながら

成長するので､そ

の間に子育てのウ

ザや他者との付き

合い方を覚えてい

くという｡

人間だって兄弟

が 多か った吉 に

は､そうしたこと

を自然に学びなか

九 け ノ ら､お亘しがBhrザ ＼ T
合 って生 き てき

た｡ こうして考えていくと､現在 の平和Ti少子化時代

が事件の背景に潜んでいるのかt知れない. しかし､

そこは知能の発達した人類のこと｡ 必ず克服できると

信じている｡

次に魚類の世界.米原辺りの湧水のある清水に､ハ

リヨという小さな魚がいる.彼らは巣作りをして､オ

スが稚魚を守る｡熱帯魚では､エンゼルフィッシュの

ように夫婦で稚魚を守るtのや､ 敵が近づくと稚魚を

口にふくんで守るtのまでいる｡

親は子を愛し､子は親を信じ､頼って成長するtの

である｡

クロマグロやタjの輸出入までがEE]際問題になってき

た｡

会の大半を輸入に頼る狭いEj本､休耕EBや放任地で

春の野草を楽しむのは邪道だろうか｡

下旬になると白モクレンが満開となり､桜t-気に

咲き始めた｡造幣局の通り抜けの ｢与奪の花｣は淡い

ピンクの八重咲き ｢都錦｣､ こちらt楽しみだ.

悩める春の一方､ 多くの命が生まれる春｡ とtあ

れ､美しい日本の春をめでましょうよ｡ 

ll
 



｢渋Jlト風景の記憶絵｣完成披露フォーラム

風景の記憶絵 (ふるさと絵因)は渋川の人たちの心に息づく沢山

の記憶を集約し､ Ej々 の生活 ･祭りや行事 ･四季の自然の姿など

の場面を描き込んだ絵犀風です｡

この絵図を仲立ちに､ 地域の方々が世代から世代へ､ 人から人

へ､とて吉大切な地域の歴史を受け渡していくこの絵犀風を､渋川

のみなさんと一緒に 2年の歳月をかけて作成しました｡

今回はこの絵犀風の完成を機にお披露目と記念講演を開催します｡

ぜひお誘い合わせのうえお越しください｡ 

5月 9Ej (日,10:00-(間断 3｡,

渋川小学校 (体育鋸) 無料

☆絵解き講演 ｢ふるさと渋川 風景の記憶｣

上田洋平氏 (滋賀県立大学地域づくり教育研究センター)

☆絵扉風 ｢渋川 ･風景の記憶絵｣ 完成披露

仲野優子氏 (NPO法人 おうみNPO政策ネットワーク代表理事)

☆その他 .

問合せ (財) 草津而コミュニティ事業団 

TEL565-0477/ FAX 562-9340 ｢何の花かな?｣ 

i?居.宕

編 集 後 記
答 :セイ∃ウミザワラ (いわゆるサ

▼冬過ぎて暖 (はる) し来たれば年月は新たなれ クランボ) の花ですo サクラと同じバラ

ども人は苦り去く｣ 〔万1884〕今日この頃です｡ 科サクラ属に分類されていて､エスラウメ

(大候)▼いわゆる山菜以外でt野山には食べられ や二ウウメに近い仲間ですo 最近､ 草津

る植物がたくさんあります｡ウj.ヨメナ,ハコ 市内や近郊でよく見かけますo草津では花 

べ. タンポポ, ギボウシ (うるい), イタドリ lま3月中旬に咲き＼ 6月中半に実が熱しま

等,春は幸せです. (橋詰)▼一昨Ejri老杉神社 

:一 千幸三≡~~∴ こ , - ~ 三≡三 三=~

清をスケッチしました｡ (中井) ▼町内自治会館

の庭で桜まつりをしました｡地域コミュニティはこ

うしたイベントでお互いを知るのが原点ですねO 

(矢原)▼.久しぶりに旧草津川堤防を散策｡すい 

ISでん風景が変わっていてビックリ ! (大村) ▼祭

のお傭子､リンコあめや焼きとうもろこしのお店の

におい､祭の朝のワウワウ感など子どtのころの思 l

い出があるのは幸せなことだとこの歳になって感じ

ます｡ (荒川) ▼子どtのころの子どt会が楽し

かった｡特に夏祭りの肝だめし｡ 6年生は下級生

を脅かす役貴んだけど待つ方が怖かった (茶木)

市民編集ボランティア募集 !

コ ミ ュ ニ テ ィ く さ つ 編 集 部 
(財 )草津市 コ ミュニ テ ィ事 業 田 内

〒525-0037
渡米県草津市西大路町 9-6 (まちづ くりセンター内)
電 話 (077) 565- 0477

フアシクス (077) 562- 9340

メール com- nl@mX.biya.ne.jp 
URL http:/

c
/
o
M Y.kusatsu.or.jp/ 


