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世
代
間
交
流
に
よ
る

島
内
福
祉
の
充
実
を
目
指
し
て

︱
移
住
者
の
職
能
を
活
か
す
仕
組
み
づ
く
り

《
団
体
名
》  

は
ぐ
は
ぐ
⦿
て
し
ま
（
香
川
県
土
庄
町
）

《
事
業
名
》  

小
離
島
に
移
住
し
た
医
療
福
祉
系
専
門
職
能
と
子
育
て
世
帯
が
地
域
福
祉
に

与
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人
材
育
成
・
交
流
促
進
事
業

証
を
行
な
っ
た
。

　

①
で
は
、
明
治
大
学
大
学
院
の
園
田
眞
理

子
教
授
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
人
口
動
態

や
福
祉
予
算
の
再
分
配
構
造
か
ら
推
測
さ
れ

る
島
内
老
人
福
祉
事
業
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

そ
の
結
果
、
特
定
高
齢
者
や
軽
度
要
介
護
者
、

保
育
事
業
に
対
し
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
が
届
き

に
く
い
構
造
が
明
ら
か
と
な
り
、
こ
の
課
題

を
「
豊
島
の
福
祉
を
考
え
る
協
議
会
部
会
」

で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

豊
島
は
、
独
居
化
や
家
族
に
よ
る
介
護
力

の
低
下
な
ど
が
進
み
、
在
宅
医
療
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
。
私
が
向
き
合
っ
て
き
た
②
地

域
課
題
と
は
、
こ
の
島
で
最
期
ま
で
暮
ら
す

た
め
に
は
、
島
内
唯
一
の
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
「
豊
島
ナ
オ
ミ
荘
」
の
将
来
構
想
や
人

材
確
保
・
育
成
に
対
し
て
、
全
島
的
に
取
り

組
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
①
と
連
動
し
、
介
護
予
防
事
業
な
ど

の
展
開
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

は
ぐ
は
ぐ
⦿
て
し
ま
代
表　

小
澤 

詠
子

3km

小豆島

豊島

直島

高松港へ

高松港へ

豊島：小豆島の西3.7km、標高340m
の壇山を中心とした山がちの島で、海
岸沿いと丘陵地に6つの集落がある。
面積14.50km2、人口764人（令和2年
12月1日現在）。水が豊富で古くから
稲作が営まれ、沿岸漁業に加えてオ
リーブや柑橘栽培、酪農、豊島石の
加工が主産業だった。

島
内
福
祉
の
課
題
解
決
に
向
け
て

　

近
年
の
豊て

島し
ま

の
移
住
者
を
み
る
と
、
看
護

師
や
保
育
士
、
介
護
福
祉
士
な
ど
の
医
療
福

祉
職
従
事
者
の
割
合
が
安
定
し
て
い
る
。
今

回
、
私
た
ち
は
、
①
そ
の
背
景
構
造
を
明
ら

か
に
し
て
、
②
私
が
豊
島
の
看
護
師
と
し
て

十
年
来
向
き
あ
っ
て
き
た
地
域
課
題
が
そ
の

構
造
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
確
認

し
、
③
未
来
志
向
型
の
テ
ス
ト
事
業
で
の
検

離
島
人
材
育
成
基
金
助
成
事
業  

令
和
元
年
度
優
良
事
例
報
告 

③ 
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ら
も
年
々
拡
大
し
て
い
る
。

　

豊
島
の
医
療
福
祉
現
場
の
変
化
は
著
し
い
。

と
り
わ
け
、
要
介
護
二
以
下
の
高
齢
者
の
特

養
入
居
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
表
情

も
快
活
な
軽
度
要
介
護
状
態
の
方
が
、
認
知

症
な
ど
の
た
め
に
島
を
離
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
逆
に
、
本
人
が
自
宅
で
最
期
を
迎
え
た

い
と
望
ん
で
も
、
不
本
意
な
施
設
入
居
と
な

る
事
例
も
増
え
て
い
る
。私
は
、こ
れ
が
②
地

域
課
題
の
象
徴
で
あ
る
と
捉
え
、
移
住
者
の

職
能
を
地
域
福
祉
に
活
か
し
な
が
ら
、
と
も

に
こ
の
課
題
解
決
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」づ
く
り
は
、
互
助
・

共
助
に
基
づ
く
「
地
域
包
括
ケ
ア
」

と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

元
来
、
互
助
力
の
強
い
離
島
は
、
先

人
の
経
験
な
ど
か
ら
学
ぶ
こ
と
（
温

故
知
新
）
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
そ

の
反
面
、
医
療
福
祉
職
の
専
門
化
と

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
が
進
む
な

か
、
島
の
実
情
は
や
や
特
殊
性
を
帯

び
て
い
る
と
も
い
え
る
。
医
療
福
祉

職
は
、
し
ば
し
ば
「
感
情
労
働
」
と

　

③
は
、
そ
の
テ
ス
ト
事
業
と
し
て
、
ナ
オ

ミ
荘
に
有
資
格
の
移
住
者
を
配
置
し
、
土と
の
し
ょ
う庄

町
の
介
護
予
防
事
業
を
受
託
で
き
る
よ
う
に

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
。
ま
た
、
地
域
展
開

の
拠
点
づ
く
り
を
念
頭
に
、
空
き
家
調
査
、

移
動
販
売
へ
の
同
行
や
商
店
主
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
よ
る
福
祉
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
勉
強
会
や

視
察
な
ど
を
行
な
っ
た
。

医
療
福
祉
職
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
を

　

戦
後
四
〇
〇
〇
人
を
数
え
た
豊
島
の
人
口

は
、
現
在
約
七
五
〇
人
に
減
少
、
高
齢
化
率

は
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
診

療
所
に
看
護
師
と
し
て
勤
務
す
る
私
に
は
、

人
口
減
・
高
齢
単
身
世
帯

増
と
い
う
環
境
の
変
化
に

よ
り
、
島
の
命
そ
の
も
の

が
じ
わ
じ
わ
と
締
め
上
げ

ら
れ
て
い
る
現
状
の
よ
う

に
思
え
る
。
島
内
の
看
取

り
の
場
で
も
あ
る
ナ
オ
ミ

荘
の
役
割
は
、
高
齢
福
祉

だ
け
で
な
く
、
移
住
者
の

雇
用
の
確
保
と
い
う
点
か

も
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
管
理
が
特
に
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
も

し
メ
ン
タ
ル
を
支
え
る
環
境
が
な
け
れ
ば
、

従
事
者
は
燃
え
尽
き
て
し
ま
い
、
十
年
単
位

で
の
継
続
は
難
し
い
。

　

豊
島
で
は
、「
あ
の
人
が
逝
っ
て
し
ま
っ

た
」
な
ど
従
事
者
の
感
情
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る

体
験
が
、
高
頻
度
か
つ
長
期
的
に
更
新
さ
れ

続
け
て
い
く
よ
う
に
感
じ
る
。
医
療
福
祉
職

は
、
担
当
す
る
高
齢
者
の
全
プ
ロ
セ
ス
に
伴

走
し
、
当
人
の
覚
悟
や
老
化
に
よ
る
不
条
理

に
耐
え
る
苦
渋
の
表
情
に
日
々
接
し
て
い
る
。

豊
島
で
島
内
葬
を
出
せ
な
く
な
っ
て
久
し
い

が
、
地
域
葬
が
島
の
方
々
の
死
生
観
を
培
う

役
割
（
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
）
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
実
感
し
て
い
る
。

こ
の
故
人
を
偲
ぶ
機
会
の
喪
失
に
よ
り
、
生

死
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
記
憶
や
健
や
か
な

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
も
う
と
す
る
島
人

た
ち
の
感
情
が
風
化
し
、
か
つ
て
は
当
た
り

前
に
あ
っ
た
互
助
の
歴
史
な
ど
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼

ら
と
接
す
る
医
療
福
祉
職
の
孤
軍
化
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

ナオミ荘での介護予防教室の様子。
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録
（
ア
ー
カ
イ
ブ
）
す
る
事
業
に
取
り
組
む
準

備
を
し
て
い
る
。

ヨ
ガ
教
室
に
よ
る
世
代
間
交
流

　

こ
の
ほ
か
今
回
の
事
業
で
は
、
ヨ
ガ
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
・
か
わ
だ
ゆ
き
み
氏
を
招
い

て
全
四
回
の
ヨ
ガ
教
室
を
開
催
し
た
。
島
内

複
数
の
集
落
か
ら
、
〇
～
九
三
歳
の
住
民
が

一
堂
に
会
す
る
貴
重
な
交
流
の
場
と
な
り
、

参
加
者
か
ら
大
変
好
評
だ
っ
た
。

　

じ
つ
は
、
私
自
身
は
〇
歳
と
三
歳
の
子
を

抱
え
な
が
ら
本
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

苦
労
は
多
か
っ
た
が
、
同
様
に
子
育
て
中
の

友
人
た
ち
と
助
け
合
う
こ
と
で
無
事
に
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
特
に
、

島
出
身
者
で
育
児
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る

藤
崎
恵
実
さ
ん
が
合
流
し
、
住
民
と
移
住
者

の
ハ
ブ
を
担
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
、
円
滑
な

事
業
運
営
に
つ
な
が
っ
た
。

　

私
た
ち
は
、
島
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
育
児
世

帯
や
子
孫
を
育
て
て
き
た
諸
先
輩
た
ち
と

「
知
り
合
い
・
助
け
合
い
た
い
」
と
思
っ
て

い
る
。
移
住
し
て
き
た
育
児
世
帯
が
、
こ
の

交
流
を
通
し
て
、
そ
の
思
い
を
多
く
の
方
々

　

一
方
、
幸
い
に
も
私
た
ち
は
、
在
宅
や
特

養
で
家
族
や
友
人
な
ど
に
囲
ま
れ
て
天
寿
を

ま
っ
と
う
さ
れ
る
方
の
顔
が
、
ど
れ
ほ
ど
穏

や
か
で
美
し
い
も
の
か
も
知
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
こ
の
特
権
は
守
秘
義
務
に
裏
打
ち
さ

れ
て
お
り
、
個
人
の
胸
の
な
か
に
納
め
る
だ

け
で
あ
る
。
医
療
福
祉
職
が
、
専
門
性
を
損

な
わ
ず
に
こ
う
し
た
日
常
を
生
き
抜
い
て
い

く
た
め
に
は
、
や
は
り
メ
ン
タ
ル
を
支
え
る

環
境
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

職
能
を
活
か
し
た

地
域
の
記
憶
や
関
係
性
の
再
構
築

　

徳
島
県
神
山
町
に
あ
る
「
神
山
つ
な
ぐ
公

社
」
へ
の
視
察
か
ら
得
た
気
づ
き
は
大
き
い
。

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
田

中
泰
子
さ
ん
は
、
山
深
い
同
町
で
生
き
て
き

た
山
守
た
ち
を
映
像
に
収
め
、
地
域
で
自
主

上
映
を
重
ね
て
き
た
。
こ
の
取
り
組
み
が
、

多
世
代
の
住
民
有
志
に
よ
る
間
伐
な
ど
の
森

林
保
護
活
動
の
実
施
に
結
実
し
て
お
り
、
同

公
社
と
の
交
流
で
は
、
地
道
に
活
動
す
る
こ

と
の
意
義
や
意
欲
の
継
続
に
つ
い
て
、
有
意

義
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

特
に
、
医
療
福
祉
職
が
そ
の
職
能
を
活
か

し
て
「
地
域
の
記
憶
や
関
係
性
を
結
い
直
し

て
い
く
」
と
い
う
、
今
後
の
地
域
福
祉
に
対

す
る
活
動
イ
メ
ー
ジ
を
得
ら
れ
た
の
は
成
果

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
医
療
福
祉
職
の
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
支
援
に
も
有
効
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

実
際
、
健
康
講
話
で
豊
島
の
歴
史
に
触
れ

た
と
き
の
事
例
で
は
、
九
三
歳
の
参
加
者
が
、

後
日
、
き
れ
い
に
保
存
さ
れ
た
七
十
年
ほ
ど

昔
の
新
聞
の
切
り
抜
き
を
見
せ
て
く
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
何
気
な
い
交
流
に
潜
む
偶
然
が
、

私
た
ち
に
感
動
を
与
え
て
く
れ
る
。
仮
説
で

は
あ
る
が
、
豊
島
に
子
育
て
世
帯
や
医
療
福

祉
職
が
安
定
し
て
移
住
し
て
来
る
の
は
、
こ

う
し
た
感
性
へ
の
共
感
が
大
き
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
世
代
間
の
交
流
を

通
じ
て
島
の
地
域
福
祉
を
継
続
的
に
再
定
義

し
て
い
く
こ
と
が
、
島
内
福
祉
の
課
題
の
解

決
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
着
想
か
ら
、
現
在
、
私
は
仲
間
を
募

っ
て
の
回
想
療
法
（
自
分
の
過
去
を
話
す
こ
と

で
精
神
を
安
定
さ
せ
、
認
知
機
能
の
改
善
を
図
る
心

理
療
法
）
を
、
診
療
所
の
日
常
業
務
に
織
り

交
ぜ
、
交
流
を
し
な
が
ら
豊
島
の
文
化
を
記



97  264  2021.1

に
伝
え
る
こ
と
で
、
地
域
へ
の
自
己
紹
介
に

も
つ
な
が
っ
た
。
実
際
に
、
私
た
ち
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
茂
木
ま
り
や
さ
ん
は
、
与
え
ら

れ
た
場
所
や
遊
具
で
、
決
め
ら
れ
た
遊
び
を

す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
な
か
で
「
生
き

る
力
」
を
育
て
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
、

事
業
の
半
ば
に
自
主
保
育
サ
ー
ク
ル
を
立
ち

上
げ
た
。
平
井
絵
美
さ
ん
も
、
現
在
、
棚
田

の
休
耕
田
に
公
園
（
遊
具
な
ど
）
を
夫
と
自

主
製
作
す
る
な
ど
、
交
流
を
広
げ
て
い
る
。

価
値
を
見
出
し
な
が
ら
日
常
を
送
る
住
民
が

増
え
る
こ
と
で
、
足
腰
の
強
い
地
域
づ
く
り

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
島
は
昔
か
ら
そ
れ
を

実
践
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ

う
あ
り
た
い
と
願
う
。

　

本
事
業
を
通
じ
て
、
私
は
「
離
島
に
お
け

る
人
材
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
新
た
に
し
た
。

こ
れ
を
対
人
関
係
な
ど
に
活
か
す
こ
と
で
、

と
た
ん
に
日
常
が
賦ふ

活か
つ

さ
れ
、
私
は
感
動
し

な
が
ら
毎
日
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

 

■

　本助成事業では、申請事業の効果や影響
が一時的なものではなく、持続可能なもの
であるかどうかを評価の観点の一つとし
ています。理由は、事業を実施することで
広がるネットワークを活かし、地域づくり
への継続的な関わり方を模索しながら活
動に取り組んでいただきたいからです。
「はぐはぐ⦿てしま」の事業は、島内の商
店や元乳児院館長へのヒアリング、移動販
売に同行しながらの聞き取り調査などに
より島の現状を把握するとともに、乳幼児
から高齢者まで参加できるヨガ教室の開
催を通した、普段は接する機会の少ない育
児世代と高齢世代を結びつける場づくり
など、長期的な視点にたった設計がなされ
ているように感じます。実際、子どもの世
話を申し出る高齢者が現れたり、はぐはぐ
⦿てしまのメンバーが保育サークルを立
ち上げるなど、住民の方々の主体性を引き
出すような成果につながり、事業に副次的
な広がりがみられます。
　この取り組みは、自分たちの住む島で必
要とされているもの・ことを具体的に把
握・分析し、その課題解決策と進むべき方
向を住民の方々と議論しながら、着実に実
践している点において、持続可能性の高い
優良な事例です。

目
の
前
に
い
る
離
島
の
人
材

　

私
は
二
〇
年
前
、
豊
島
の
産
廃
事
件
を
論

文
に
す
る
た
め
こ
の
地
を
踏
ん
だ
。
そ
の
際
、

住
民
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
は
「
事
件
を
通
し
て

一
番
変
わ
っ
た
、
成
長
し
た
の
は
、
自
分
た

ち
だ
っ
た
」
と
い
う
実
感
を
語
っ
た
。
こ
の

一
言
を
、
い
ま
改
め
て
噛
み
し
め
て
い
る
。

人
材
は
、
常
に
目
の
前
に
い
る
。
専
門
性
の

有
無
を
問
わ
ず
、
目
前
の
人
々
や
出
来
事
に
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