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「
あ
た
り
ま
え
」の
日
常
を
文
化
的
資
源
に

︱
菅
笠
づ
く
り
の
伝
承
と
発
展
︱

《
団
体
名
》  「
菅
笠
の
里
づ
く
り
」
実
行
委
員
会
（
新
潟
県
佐
渡
市
）

《
事
業
名
》  「
菅
笠
の
里
づ
く
り
」
事
業

き
継
い
で
き
た
地
区
の
文
書
を
保
管
し
て
い

ま
す
。
地
区
の
文
書
整
理
委
員
会
が
こ
の
文

書
の
整
理
を
進
め
る
う
ち
に
特
産
品
の
ス
ゲ

に
関
す
る
、
江
戸
時
代
か
ら
の
記
録
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

菅
笠
の
生
産
は
、
お
も
に
冬
の
農
閑
期
の

仕
事
と
し
て
行
な
わ
れ
、
昭
和
三
十
年
代
ま

で
は
地
区
全
体
（
当
時
約
一
二
〇
戸
）
で
一
冬

に
一
万
五
〇
〇
〇
個
以
上
を
製
作
。
生
業
で

は
な
い
も
の
の
、
家
計
に
占
め
る
収
入
と
し

て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
高

度
経
済
成
長
期
ま
で
は
雨
具
や
日
除
け
と
し

て
生
活
必
需
品
で
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
工

業
製
品
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
、
近
年
で
は
ほ

と
ん
ど
生
産
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
秋
津

が
菅
笠
の
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
す
ら
忘
れ

去
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
製
作
技
術
の
継
承
も
危

機
的
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

文
書
整
理
委
員
会
の
会
員
は
、
菅
笠
づ
く

り
を
身
近
に
し
て
育
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
技

術
が
消
滅
す
る
こ
と
に
危
機
感
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
会
員
の
中
か
ら
、
特
産
品
と
し
て

菅
笠
を
見
直
そ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
、
令

和
元
年
に
同
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に

「
菅
笠
の
里
づ
く
り
」
実
行
委
員
会
委
員
長　

池
田 

哲
夫

新潟

両津

小木

直江津

佐渡島

20km

佐渡島：新潟市の北西45kmに位置す
る周囲280.9km、面積855.61km2、人
口53,645人（令和2年4月末日現在）
の日本最大の離島。北の大佐渡山地
と南の小佐渡丘陵に挟まれた中央部
に広大な国中平野が広がる。対馬暖
流の影響で、冬は暖かく、夏は涼しい。
トキや金銀山、能など文化財の宝庫。

菅
笠
文
化
の
伝
承
に
向
け

実
行
委
員
会
を
設
立

　

佐
渡
市
両
津
港
に
ほ
ど
近
い
秋あ
き

津つ

地
区
は
、

江
戸
時
代
後
期
に
佐
渡
奉
行
所
の
役
人
に
よ

っ
て
編
ま
れ
た
『
佐
渡
四
民
風
俗
』
と
い
う

記
録
に
、「
耕
作
の
隙
菅す
げ
が
さ笠

を
多
く
拵こ
し
ら

え
売

り
出
し
候
」
と
記
述
さ
れ
、
古
く
か
ら
佐
渡

で
菅
笠
の
生
産
を
独
占
的
に
行
な
っ
て
き
た

地
域
で
す
。

　

同
地
区
に
は
、
水み
ず
そ
う
だ
い

総
代
と
い
う
役
職
が
あ

り
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
現
在
ま
で
代
々
引

離
島
人
材
育
成
基
金
助
成
事
業  

令
和
元
年
度
優
良
事
例
報
告 
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菅
笠
の
伝
承
者
を
加
え「
菅
笠
の
里
づ
く
り
」

実
行
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
菅
笠
の
製
作
技
術

を
地
区
の
文
化
的
な
資
源
と
し
て
と
ら
え
、

菅
笠
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
や

具
体
的
な
製
作
方
法
を
記
録
し
、
技
術
を
伝

え
て
い
く
こ
と
で
す
。

加
え
て
地
域
巡
検
を
行
な
っ
た
こ
と
で
、
秋

津
地
区
の
特
色
を
改
め
て
実
感
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
例
え
ば
同
地
区
の
屋
敷
の
構

え
は
、
母
屋
の
ほ
か
に
穀
物
・
道
具
・
味
噌

を
入
れ
る
土
蔵
、
野
菜
を
栽
培
す
る
畑
・
菅

田
、
こ
れ
ら
を
取
り
囲
む
笠
骨
を
つ
く
る
た

め
の
竹
林
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
菅
笠
の
材
料
の
ほ
と
ん
ど
が
作
り
手
の

家
で
自
給
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し

令和元年6月に開催した「秋津の話を聞く会」では、地区の有識者が講演した。

スゲの刈り取りの様子。

　

今
回
、
離
島
人
材
育
成
基
金
助
成
事
業
を

活
用
し
、
菅
笠
文
化
に
関
す
る
記
録
を
と
り

ま
と
め
る
と
と
も
に
、
伝
承
教
室
な
ど
の
開

催
に
よ
る
地
域
の
人
材
へ
の
技
術
の
継
承
に

取
り
組
み
ま
し
た
。

暮
ら
し
の
な
か
に
菅
笠
文
化
が
残
る

集
落
景
観

　

秋
津
地
区
で
は
、
昭
和
末
年
頃
か
ら
ス
ゲ

の
栽
培
が
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
委
員
会
で
は
、
会
員
が
所
有

す
る
放
置
状
態
の
菅す
げ

田た

を
提
供
し
て
も
ら
い
、

ス
ゲ
を
つ
く
る
こ
と
か
ら
活
動
を
始
め
ま
し

た
。
会
員
の
多
く
は
素
人
で
し
た
が
、
ベ
テ

ラ
ン
農
家
の
指
導
に
よ
り
、
な
ん
と
か
栽
培

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
菅
田
は
県
道
の

そ
ば
に
あ
る
た
め
、「
菅
笠
の
里
・
菅
田
」
と

い
う
看
板
を
建
て
、
秋
津
地
区
へ
の
周
知
を

は
か
り
ま
し
た
。
他
の
地
区
の
方
々
の
目
に

と
ま
る
こ
と
も
多
く
、「
秋
津
は
面
白
い
こ

と
を
始
め
た
」
と
い
う
噂
も
立
つ
こ
と
で
、

会
員
の
事
業
に
対
す
る
意
識
の
向
上
に
も
つ

な
が
り
ま
し
た
。

　

刈
り
取
り
や
乾
燥
、
竹
林
の
整
備
な
ど
に
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ら
の
住
民
と
の
間
に
は
、
地
域
に
対
す
る
思

い
に
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
交
流
の

場
を
設
け
、
菅
笠
づ
く
り
と
い
う
文
化
を
共

有
す
る
こ
と
で
、
そ
の
差
も
少
し
ず
つ
埋
め

ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
財
指
定
が
次
な
る
目
標

　

じ
つ
は
こ
れ
ま
で
の
秋
津
地
区
の
文
書
の

中
に
は
、
菅
笠
に
関
す
る
記
録
が
わ
ず
か
し

た
屋
敷
の
配
置
は
、
秋
津
な
ら
で
は
の
集
落

景
観
と
し
て
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
委
員

会
で
は
、
地
区
の
人
々
の
生
活
の
知
恵
が
息

づ
く
こ
れ
ら
景
観
も
、
大
き
な
財
産
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

菅
笠
づ
く
り
を
通
し
た
地
域
内
交
流

　

地
域
の
住
民
で
す
ら
普
段
意
識
す
る
こ
と

の
な
い
菅
笠
づ
く
り
を
、
秋
津
の
文
化
的
資

源
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
ほ
し
い
と
考
え
、

伝
承
教
室
と
菅
笠
集
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

通
算
で
五
回
開
催
し
た
伝
承
教
室
に
は
、

母
娘
や
嫁
姑
と
い
っ
た
世
代
を
つ
な
ぐ
方
々

も
訪
れ
、
参
加
者
か
ら
は
「
普
段
の
生
活
で

は
味
わ
え
な
い
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
」
と

い
う
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
回
を
重

ね
て
い
く
う
ち
に
、
経
験
を
積
ん
だ
ご
高
齢

の
方
が
指
導
者
役
に
回
っ
た
り
、
若
い
受
講

者
た
ち
と
語
り
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

菅
笠
づ
く
り
と
と
も
に
あ
っ
た
生
活
そ
の
も

の
が
歴
史
的
な
意
義
を
持
ち
、
次
世
代
に
伝

え
て
い
く
重
要
な
立
場
に
い
る
こ
と
を
自
覚

し
始
め
た
よ
う
で
す
。

　

菅
笠
集
会
に
は
、
約
二
五
名
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
。
道
具
の
展
示
を
は
じ
め
、
菅
笠

縫
い
の
実
演
や
記
録
映
像
の
上
映
会
、
菅
笠

の
思
い
出
に
つ
い
て
の
語
り
合
い
な
ど
を
通

し
て
、
菅
笠
に
対
す
る
住
民
の
理
解
が
深
ま

り
ま
し
た
。
受
け
継
い
で
き
た
技
術
に
対
す

る
誇
り
を
口
に
す
る
参
加
者
も
あ
り
、
改
め

て
秋
津
の
来
し
方
や
行
く
末
を
考
え
る
気
運

の
醸
成
に
も
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。　

　

秋
津
に
は
新
興
住
宅
地
も
あ
り
、
旧
来
か 計5回開催した伝承教室では、回を重ねるごとに参加者同士の交

流が深まっていった。

令和元年10月に伝承館で開催した菅笠集会（菅笠文化祭）。
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え
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。「
地
域
の
文

化
は
、
地
域
の
力
」
で
あ
り
、
そ
の
文
化
が

人
を
動
か
す
こ
と
を
菅
笠
づ
く
り
か
ら
学
び

ま
し
た
。

　

今
後
は
、
菅
笠
の
産
業
化
や
市
の
文
化
財

指
定
を
目
指
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
多
く
の

人
々
を
巻
き
込
み
、
菅
笠
文
化
を
軸
と
し
た

地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。 

■

か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
記
録
が
な

い
か
ら
と
い
っ
て
そ
こ
に
地
域
と
と
も
に
生

き
て
き
た
人
々
の
営
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
委
員
会
で
は
、
菅
笠
に
関

す
る
「
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
手
わ
ざ
」
を
記
録
と

し
て
ま
と
め
、『
菅
笠
の
里
秋
津
』
と
い
う

冊
子
を
発
行
し
、
報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
若
い
世
代
に
も
関
心
を
持
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　本事業の成果物である『菅笠の里秋津』には、
菅笠に関する古文書の分析や製作方法の記録、
秋津地区の風土や地史の紹介など、菅笠文化が
どのように秋津で育まれ、今日まで継承されて
きたのかが体系的にまとめられています。　
　加えて、菅笠文化を次世代につなげていくた
めに、菅田の整備やスゲの栽培、80歳代以上の
経験者を招いての伝承教室の開催、菅笠が地域
の工芸品として根づいている富山県高岡市への
視察など、実践的な活動にも幅広く当助成金を
活用し、菅笠を地区の文化的資源としてとらえ
た地域づくりを進めていました。
　池田委員長によると、次なる目標である菅笠
の文化財指定に向けて市に方針を仰いだところ、

「メンバーを増やし組織を盤石にする必要があ
る」と助言されたそうです。文化財に認定される
ことで、伝承者の自信につながるほか、後継者
の裾野の広がりも期待できます。
　当助成金は、単年度申請ではありますが、3年
間継続して活用可能です。令和2年度は独自に
取り組みを進めておられるようですが、また機
会をみつけて利用していただき、目標の達成に
つなげていただければと思います。
　当事業の地域や世代を巻き込んだ、多面的か
つ実践的な取り組みは、当助成金の活用を検討
されている方の参考になるものだと思います。 

　

菅
笠
づ
く
り
と
い
う
地
域
資
源
を
発
見
し
、

そ
の
技
術
・
伝
承
の
豊
か
さ
を
住
民
で
共
有

す
る
取
り
組
み
を
通
し
、
あ
ま
り
記
録
に
残

っ
て
い
な
か
っ
た
「
あ
た
り
ま
え
」
の
日
常

が
、
貴
重
な
地
域
資
源
と
な
り
得
る
と
い
う

自
信
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
報
告
書

を
作
成
す
る
な
か
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
廃
れ

て
し
ま
う
菅
笠
の
技
術
を
記
録
し
、
後
世
に

引
き
継
ぐ
こ
と
が
今
の
世
代
の
責
務
だ
と
考
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