
イタリア料理の永松氏（写真奥左）と日本料理の栫山氏（写真奥中）という異色の組み合わせが高い関心を集め、会場は満席となった。

出所：英誌『エコノミスト』の調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」（EIU）

ん
で
き
た
経
験
を
も
つ
。
そ
し
て
、
栫
山

一
希
氏
は
江
戸
時
代
の
大
坂
で
ふ
る
ま
わ

れ
た
本
膳
料
理
の
再
現
な
ど
を
通
し
過
去

に
学
び
、
現
代
性
を
融
合
し
て
新
た
な
大

阪
料
理
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
料
理

を
通
し
て
「
内
と
外
」「
過
去
と
現
在
」

を
つ
な
ぐ
ふ
た
り
の
経
験
か
ら
、
多
く
の

こ
と
が
学
べ
る
は
ず
だ
。

永
松
信
一
氏
の
話
は
、
日
本
よ
り
も
濃

密
な
イ
タ
リ
ア
の
地
域
性
を
強
調
す
る
も

の
と
な
っ
た
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
イ
タ

リ
ア
文
化
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い

理
を
食
べ
た
。
大
坂
に
は
か
つ
て
『
浮う

か
む
せ瀬

』

と
か
『
西さ

い

照し
よ
う

庵あ
ん

』
と
い
っ
た
、
誰
も
が
一

生
に
一
度
は
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ

う
な
料
亭
が
あ
っ
た
の
で
す
（
池
永
）」

五
感
で
感
じ
る
風
土
や
文
化
は
ど
う

や
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の
か
?　

そ
し
て
、

「
本
来
の
大
阪
」
や
「
本
来
の
近
畿
」
を

再
起
動
さ
せ
る
た
め
に
何
が
必
要
か
?

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
「
内
と
外
」

「
過
去
と
現
在
」
を
つ
な
ぎ
、
翻
訳
・
再

編
集
す
る
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、「
ル

ネ
ッ
セ
」
の
考
え
方
だ
。

今
回
の
ゲ
ス
ト
で
あ
る
永
松
信
一
氏
は

イ
タ
リ
ア
料
理
の
真
髄
を
伝
え
な
が
ら
日

本
の
食
材
や
風
土
に
合
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン

を
つ
く
り
、
地
方
に
新
し
い
風
を
吹
き
込

「
大
阪
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
で
表
す
と
何
色

で
す
か
?
」「
大
阪
の
音
と
い
え
ば
何
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
か
?
」「
大
阪
の
匂
い

は
?
」「
大
阪
の
味
は
?
」「
大
阪
の
イ

メ
ー
ジ
は
か
た
い
?　

や
わ
ら
か
い
?
」

少
々
意
外
と
も
い
え
る
質
問
の
連
続
か

ら
始
ま
っ
た
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
。
ま
ず
は

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

の
池
永
寛
明
所
長
が
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

目
に
見
え
る
色
や
形
、
耳
に
聴
こ
え
る

音
、
そ
し
て
匂
い
や
味
、
さ
ら
に
は
触
覚

ま
で
。
人
び
と
が
五
感
で
抱
く
「
大
阪
の

イ
メ
ー
ジ
」
に
は
、「
内
と
外
」
で
大
き

な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば

大
阪
に
暮
ら
し
て
い
る
人
の
多
く
は
、
自

分
の
ま
ち
を
「
水
の
都
＝
青
」
と
感
じ
て

い
る
の
に
対
し
、
外
部
の
人
が
抱
く
大
阪

の
イ
メ
ー
ジ
は
活
動
的
な
赤
だ
っ
た
り
、

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
黄
色
だ
っ
た
り
す
る
。

う
る
さ
い
、
治
安
が
悪
い
、
装
い
が
派

手
…
…
。
大
阪
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
、
こ

う
し
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
く
は
、

1
9
6
0
年
代
以
降
に
メ
デ
ィ
ア
を
通

し
て
拡
散
・
形
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と

い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
実
際
に
大
阪
で
暮

ら
し
て
い
る
人
び
と
が
普
段
か
ら
も
っ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
て
み
る
と
、
む

し
ろ
歴
史
的
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
リ
ア
ル
な
ま
ち
の
姿
に
近
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

「
今
、
多
く
の
外
国
人
が
大
阪
に
魅
力
を

感
じ
て
お
り
、
外
国
人
観
光
客
訪
問
率
は

国
内
ト
ッ
プ
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
に
お

け
る
『
住
み
や
す
い
都
市
ラ
ン
キ
ン
グ

2
0
1
8
』
で
も
、
ウ
ィ
ー
ン
、
メ
ル
ボ

ル
ン
に
次
い
で
三
位
に
選
ば
れ
て
い
ま
す

（
表
）。
で
も
実
を
い
う
と
、
大
坂
は
江
戸

時
代
の
頃
か
ら
今
と
変
わ
ら
ず
水
の
都
で

あ
っ
て
、
日
本
一
の
観
光
都
市
だ
っ
た
の

で
す
。
訪
れ
る
人
は
、
行
き
交
う
た
く
さ

ん
の
船
や
天
満
青
物
市
場
な
ど
を
見
て

『
天
下
の
台
所
』
の
活
力
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
し
て
四
天
王
寺
や
大
坂
城
を
訪
れ
、
道

頓
堀
で
芝
居
を
楽
し
み
、
さ
ら
に
大
坂
料

五
感
で
感
じ
る
大
阪
は
、

そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い

バ
ー
ル
（
お
酒
も
飲
め
る
喫
茶
店
の
よ
う
な

場
所
）
や
市
場
が
も
っ
て
い
る
重
要
な
役

割
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

「
イ
タ
リ
ア
で
修
業
し
て
い
た
頃
、
ま
だ

通
貨
が
リ
ラ
の
時
代
で
し
た
。
カ
プ
チ
ー

ノ
一
杯
が
当
時
、
60
～
70
円
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
人
び
と
は
バ
ー
ル
に
通
い
、
毎

日
7
杯
も
8
杯
も
飲
ん
で
い
た
。
バ
ー
ル

は
、
家
か
ら
歩
い
て
行
け
る
身
近
な
居
場

所
で
あ
り
、
そ
こ
で
地
域
と
の
つ
な
が
り

が
親
か
ら
子
へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
幼
な
じ
み
が
、
80
歳
に
な
っ
て
も

毎
日
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
、
サ
ッ
カ
ー
の

話
を
し
て
い
た
り
す
る
の
で
す
」

日
本
と
同
じ
く
核
家
族
化
が
進
ん
で
い

る
と
は
い
え
、
家
族
の
全
員
が
集
ま
り
長

い
時
間
を
か
け
て
食
べ
る
ラ
ン
チ
と
い
っ

た
イ
タ
リ
ア
な
ら
で
は
の
食
文
化
も
健
在

だ
。
食
を
通
し
て
承
継
さ
れ
る
文
化
の
あ

り
方
が
、
深
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形

づ
く
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
修
業
時
代
に
永
松

氏
が
よ
く
仕
入
れ
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
、

サ
ン
タ
ン
ブ
ロ
ー
ジ
ョ
市
場
の
様
子
も
写

真
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
た
。
近
郊
で
つ
く

ら
れ
た
新
鮮
な
野
菜
が
集
ま
り
、
質
の
よ

い
オ
リ
ー
ブ
や
チ
ー
ズ
、
生
ハ
ム
な
ど
、

小
規
模
な
生
産
者
が
昔
な
が
ら
の
製
法
を

守
り
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
る
商
品
を
扱
う

店
が
多
く
並
ぶ
美
し
い
場
所
だ
。
イ
タ
リ

ア
で
は
、
こ
う
し
た
小
規
模
の
市
場
で
買

い
物
を
す
る
人
が
多
い
と
い
う
。

「
ひ
と
つ
の
国
に
統
一
さ
れ
て
か
ら
の
歴

イ
タ
リ
ア
に
は「
本
物
は
ひ
と
つ
」と

呼
べ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る

■表：世界で最も住みやすい都市ランキング2018 トップ10
2018順位 2017順位 都市名 国名

1位 2位 ウィーン オーストリア
2位 1位 メルボルン オーストラリア
3位 ‐ 大阪 日本
4位 5 位 カルガリー カナダ
5位 ‐ シドニー オーストラリア
6位 3位 バンクーバー カナダ
7位 4位 トロント カナダ
7位 ‐ 東京 日本
9 位 ‐ コペンハーゲン デンマーク

10 位 5 位 アデレード オーストラリア

「
内
と
外
」「
過
去
と
現
在
」で
つ
な
が
る
食
文
化

ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー「
食
で
、ま
ち
を
変
え
ら
れ
る
の
か
」報
告

都
市
や
地
域
社
会
の
価
値
・
活
力
を
、
ど
う
す
れ
ば
再
起
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
?

2
0
1
8
年
12
月
に
行
わ
れ
た
ル
ネ
ッ
セ
・
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
は
、「
食
で
、
ま
ち
を
変
え
ら
れ
る
の
か
」。

そ
し
て
、
こ
れ
に
相
応
し
い
ゲ
ス
ト
と
し
て
、
ふ
た
り
の
料
理
人
を
招
い
た
。

ひ
と
り
は
、
か
つ
て
奈
良
県
東
吉
野
村
で
「
リ
ス
ト
ラ
ン
テ 

ロ
ア
ジ
」
を
開
業
し
た
イ
タ
リ
ア
料
理
シ
ェ
フ
・
永
松
信
一
氏
。

も
う
ひ
と
り
は
「
日
本
料
理 

か
こ
み
」
を
開
業
し
、

江
戸
時
代
の
大
坂
料
理
の
再
現
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
若
手
料
理
人
・
栫

か
こ
い

山や
ま

一か
ず

希き

氏
で
あ
る
。

「
異
色
の
組
み
合
わ
せ
」
へ
の
関
心
も
高
く
、
会
場
に
は
食
や
ま
ち
づ
く
り
と
い
っ
た
仕
事
に
携
わ
る
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
主
婦
と
い
っ
た
幅
広
い
層
か
ら
熱
心
な
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
取
材
・
執
筆

橋
本
護
＝
撮
影
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リストランテ ロアジ高島
永松信一

（ながまつ・しんいち）

東京のレストランで修業後、1986
年イタリアに渡り、フィレンツェの
大学に籍をおきながら、イタリア
各都市のレストランで働く。帰国
後、東京などのレストランに勤め
たあと、1995年奈良県東吉野村
で「リストランテ ロアジ」を開業。
2015年滋賀県高島市琵琶湖畔で
パン店「パネ・クラシコ・イタリアー
ノ」、2016年「リストランテ ロア
ジ高島」を開業。イタリアと日本
を行き来し、地域の強みを活かし
たスローフードを実践している。

イタリアの豊かな食文化を支える、活力あふれる市場。 イタリアの地域社会には欠かせない存在であるバール。
上／大阪を代表する市場である大阪中央卸売市場（本場）。
下／栫山氏によって再現された本膳料理「与の膳（四の膳）」。

日本料理 かこみ
栫山一希

（かこいやま・かずき）

大阪・北新地で鶏鍋専門店を経
営していた父に憧れ、神戸や東京
などの料亭・旅館で日本料理を
学び、神戸・三宮のフレンチでも
修業したのち、「チャレンジキッチ
ン」で優秀賞を受賞、27歳で堂
島のホテルエルセラーン大阪で開
業。江戸時代の大坂・道修町で
ふるまわれた本膳料理の再現をは
じめとする大坂料理を研究し、過
去と現代とを融合した大坂料理の
あり方を産経新聞社主催「上方
生活文化堂」などで探求している。

史
が
浅
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
と
に

か
く
地
方
色
が
根
強
い
。
日
本
も
昔
は
そ

う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
シ
チ
リ
ア
に

し
か
な
い
食
材
、
プ
ー
リ
ア
に
し
か
な
い

食
材
と
い
っ
た
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て

い
て
、
そ
れ
し
か
食
べ
な
い
と
い
う
人
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
E
U
統
合
後
は

海
外
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
安
い
食
品
が

入
っ
て
き
ま
し
た
が
、
流
通
革
命
の
影
響

は
ま
だ
日
本
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
新
し
い

流
れ
に
逆
ら
っ
て
昔
な
が
ら
の
食
文
化
を

守
ろ
う
と
す
る
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
よ
う

な
運
動
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
」

2
0
1
5
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
「
食
文

化
創
造
都
市
」
に
認
定
さ
れ
た
パ
ル
マ
で

つ
く
ら
れ
る
パ
ル
ミ
ジ
ャ
ー
ノ
・
レ
ッ

ジ
ャ
ー
ノ
の
よ
う
に
、「
本
物
は
ひ
と
つ
」

と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
、
た
く
さ
ん
残

る
。
伝
統
を
守
り
、
簡
単
に
は
変
え
な
い
。

そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
食
文
化
が
も
つ
多
様
性

の
源
の
よ
う
だ
。
30
年
ほ
ど
で
食
生
活
が

が
ら
り
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
で
も
、

今
な
ら
ま
だ
イ
タ
リ
ア
の
経
験
に
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
考
え
さ

せ
ら
れ
る
話
だ
。

栫
山
一
希
氏
は
自
身
が
再
現
に
携
わ
っ

た
大
坂
の
本
膳
料
理
に
つ
い
て
、
美
し
い

お
膳
の
写
真
と
と
も
に
解
説
し
て
く
れ
た
。

基
に
な
っ
た
の
は
、
1
8
1
3
（
文
化
10
）

年
の
秋
、
道ど

修し
よ
う

町ま
ち

（
大
阪
市
中
央
区
）
で

長
崎
奉
行
所
の
役
人
に
出
さ
れ
た
と
い
う

献
立
で
あ
り
、
周
辺
の
町
民
が
お
金
を
出

し
合
っ
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
。

「
そ
も
そ
も
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
献

立
が
読
め
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
（
笑
）。
写
真
の
よ
う
な
直

接
的
な
資
料
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
あ
た
っ
て
当
時
の
旬

の
食
材
を
調
べ
た
り
、
絵
に
描
か
れ
た
も

の
を
見
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
再

現
料
理
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ご
覧
の
通
り

楽
し
む
も
の
、
そ
し
て
お
土
産
と
し
て
持

ち
帰
る
も
の
で
し
た
。
当
時
の
大
坂
の
人

が
も
て
な
し
に
か
け
た
労
力
の
大
き
さ
に

驚
く
と
と
も
に
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
料
理

と
い
う
も
の
の
役
割
を
改
め
て
強
く
感
じ

江
戸
時
代
の
料
理
を
学
び
な
が
ら
、

新
し
い
大
阪
料
理
を
生
み
出
す

と
に
か
く
品
数
が
多
く
、
汁
物
だ
け
で
3

つ
も
4
つ
も
あ
る
。
と
て
も
食
べ
き
れ
る

量
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
本
膳
に
始

ま
り
、
二
の
膳
、
三
の
膳
と
続
き
ま
す
が
、

後
半
は
ほ
と
ん
ど
見
る
だ
け
で
、
眺
め
て

ま
す
」

こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
栫
山
氏
は
大
坂

料
理
の
本
質
と
も
い
え
る
特
徴
を
い
く
つ

か
指
摘
す
る
。
大
坂
料
理
は
出
会
い
も
の
。

つ
ま
り
、「
天
下
の
台
所
」
に
集
ま
っ
て

く
る
旬
の
食
材
を
い
か
に
組
み
合
わ
せ
る

か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
引
き
立
て
る
料

理
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
始
末
の
料
理
。

船せ
ん

場ば

汁じ
る

が
そ
の
代
表
例
と
い
え
る
が
、
食

材
を
大
切
に
し
て
な
る
べ
く
無
駄
を
出
さ

な
い
。

「
先
人
の
知
恵
や
経
験
は
、
学
べ
ば
学
ぶ

ほ
ど
す
ご
い
と
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
料
理

は
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
。
正
し
い
伝

統
を
伝
え
、
守
る
こ
と
だ
け
に
固
執
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
私
も
『
奇
抜
な
』
と
は
少
し
違
い
ま
す

が
、
料
理
の
本
質
を
踏
ま
え
な
が
ら
つ
ね

に
新
し
い
も
の
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

先
に
永
松
氏
か
ら
紹
介
の
あ
っ
た
イ
タ

リ
ア
の
市
場
に
く
ら
べ
、
日
本
で
は
市
場

が
活
力
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
現
状
も
指
摘
さ
れ
た
。
栫
山
氏
が

日
々
の
仕
入
れ
に
通
っ
て
い
る
大
阪
中
央

卸
売
市
場
（
本
場
）
も
、
全
国
か
ら
あ
ら

ゆ
る
食
材
が
手
に
入
る
便
利
な
場
所
で
は

あ
る
が
、
と
に
か
く
広
す
ぎ
る
。
活
気
や

人
間
味
の
よ
う
な
も
の
が
薄
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

野
菜
で
有
名
な
天
満
の
青
物
市
、
雑ざ

喉こ

場ば

の
魚
市
を
描
い
た
古
い
絵
を
現
在
と
く
ら

べ
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
の
違
い
は
一
目
瞭

然
。
こ
れ
か
ら
の
大
阪
の
食
文
化
を
考
え

る
う
え
で
、
大
き
な
課
題
が
あ
る
と
感
じ

ら
れ
た
。

セ
ミ
ナ
ー
の
最
後
は
ふ
た
り
の
料
理
人

同
士
、
さ
ら
に
、
参
加
者
を
交
え
て
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。

「
私
は
神
戸
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
修
業
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
手
間
や
技
術
を
か

け
た
こ
だ
わ
り
の
ソ
ー
ス
を
つ
く
る
こ
と

の
多
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
に
く
ら
べ
、
素
材

を
大
切
に
す
る
イ
タ
リ
ア
料
理
の
方
が
、

と
も
に
お
い
し
さ
を
共
有
す
る
時
間
が
、

豊
か
な
食
文
化
を
つ
く
っ
て
い
く
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上／栫山氏と永松氏を交えての和やかなクロストーク。
下／イベント参加者からも相次いで熱心な質問があった。

ルネッセ・セミナー「食で、まちを変えられるのか」

実施日　2018年12月8日（土）　10：00 〜 12：30

会場　グランフロント大阪 
　　　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所 都市魅力研究室

主催　大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所

イタリアと日本を行き来して「地域における食文化」を考える永松信一氏、江戸
時代の食と現代の食を融合して「大阪の食のあり方」を考える栫山一希氏をゲ
ストとして招き、大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所の池永寛明所長とともに、
都市や地域社会の活力における食の可能性について活発に意見を交換した。

イベントの後半に登壇した、永松氏と池永所長。 会場では、柿など高島市の特産品の展示スペースも。

ず
っ
と
日
本
料
理
に
近
い
と
感
じ
ま
す

（
栫
山
氏
）」

「
地
方
で
レ
ス
ト
ラ
ン
を
や
り
た
い
と

思
っ
た
の
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
郊
外
で
野

菜
づ
く
り
を
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
る
家

庭
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
を
見
た
こ
と
が
き
っ

か
け
。
地
元
の
か
ぎ
ら
れ
た
食
材
を
大
切

に
し
な
が
ら
つ
く
る
の
は
と
て
も
大
変
で

す
が
、
と
て
も
楽
し
い
こ
と
（
永
松
氏
）」

料
理
人
同
士
だ
か
ら
こ
そ
相
通
じ
る
話

題
の
一
方
、
会
場
か
ら
は
家
庭
で
の
食
事

に
つ
い
て
、
も
っ
と
語
っ
て
ほ
し
い
と
の

要
望
が
出
た
。「
食
で
、
ま
ち
を
変
え
ら

れ
る
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
家
庭

料
理
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
?

質
問
を
受
け
、
栫
山
氏
か
ら
は
「
日
本

料
理
の
基
本
は
水
と
出
汁
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
家
な
ら
で
は
の
出
汁
の
味
を

ぜ
ひ
つ
く
っ
て
み
て
ほ
し
い
」
と
の
提
案

が
あ
っ
た
。
一
方
の
永
松
氏
は
、
家
庭
で

も
旬
の
野
菜
を
も
っ
と
食
べ
て
ほ
し
い
、

と
リ
ク
エ
ス
ト
。
消
費
者
と
し
て
、
本
当

に
お
い
し
い
旬
の
野
菜
を
も
っ
と
食
べ
た

い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
と
も
に
生
産

者
や
市
場
に
送
ろ
う
と
呼
び
か
け
た
。

熱
心
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
締
め
く
く
っ
た

の
は
、
太
平
洋
戦
争
か
ら
戦
後
に
か
け
て

十
分
に
食
べ
も
の
が
な
い
苦
し
い
時
代
を

経
験
し
た
と
い
う
年
配
の
女
性
だ
っ
た
。

「
何
を
食
べ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
は
家

庭
の
主
婦
に
と
っ
て
難
し
く
、
な
か
な
か

一
概
に
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
お
い

し
い
ね
と
言
い
な
が
ら
食
べ
る
。
そ
ん
な

時
間
を
親
子
で
と
も
に
過
ご
す
こ
と
で
味

が
つ
な
が
っ
て
い
く
と
感
じ
ま
し
た
」
と

食
文
化
へ
の
思
い
を
語
っ
た
。
家
族
全
員

が
集
ま
る
賑
や
か
な
イ
タ
リ
ア
の
ラ
ン
チ

で
伝
わ
っ
て
い
く
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
そ

れ
だ
ろ
う
。
個
食
化
が
進
む
日
本
の
家
庭

で
、
こ
れ
か
ら
も
食
は
文
化
と
し
て
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
内
と
外
」
そ
し
て
「
過
去
と
現
在
」
が
、

不
思
議
な
化
学
反
応
を
見
せ
る
セ
ミ
ナ
ー

と
な
っ
た
。
多
く
の
参
加
者
に
と
っ
て
も
、

ま
ち
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
食
の
力
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
考
え
直
す
貴
重
な

時
間
と
な
っ
た
は
ず
だ
。

「縁
え ん

人
じ ん

」を軸にした
地域活性化の新しい形
滋賀県高島市がもつ豊かな自然と文化の魅力を、

「縁人」の力を借りて発信するというイベントが、
グランフロント大阪「ナレッジサロン」で開催された。

「内と外」の双方向から地域の魅力を捉え直し、
「再起動」へとつなげる試みを取材した。

Column

「高島縁人」とは何か？　滋賀県高島市がつくったこ

の造語は、住民から観光客まで高島に縁をもつ人
（いわゆる「関係人口」）の総称だ。なかでも焦点をあてるのが、

そのちょうど中間にあたる新しい移住者や半居住者、頻繁

に訪れるリピーターといった人たち。彼らの力を地域の活力

につなげる「エンジン」としたい、との願いをこめる。「内と

外」をゆるやかな形でつなげるための試みは、どんなもの

か？　12月に大阪で行われたキックオフイベント「大阪で高

島とつながる」に参加させてもらった。

師走の華やいだ雰囲気に包まれたグランフロント大阪で

開催されたイベントには、近畿圏から幅広い層の人びとが

集まった。まずは13年前に名古屋から高島市朽木に移住し

たというびわ湖高島観光協会の坂井田智宏氏と、高島市に

拠点をもつプロカメラマンの葛原よしひろ氏が、「発信応援

隊」として、外からやってきた人の視点を大切にしながら、

高島の豊かな自然や食文化を熱く語ってくれた。

つづいて登壇したのは、3年前に高島市新旭町饗
あ い

庭
ば

に居

を移し、パン店とイタリア料理店を営む永松信一氏と、高

島市深清水にログハウスを建て大阪との二拠点生活が11年

にもなる大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所の池永寛明所

長。パン店とレストランが高島市にとって新たな魅力となり、

別荘の居住者、外国人観光客、サイクリスト、そして地元

の農家といった多様な人びとをつなぐ拠点となりつつあるこ

とが紹介された。

永松氏は、「朝はパンを焼きながら、小浜の港まで新鮮

な海の幸を買いに行ったりすることもある。市内で穫れる地

元野菜だけでなく、山や湖の食材にも恵まれたこの地で、

さまざまな人と出会いながら仕事をするのは楽しい」と語っ

てくれた。池永所長は週末を高島の美しい自然のなかで過

ごすことのメリットを強調した。「時間的にも空間的にもすべ

てがつながってしまうIT時代だからこそ、高島で五感を働

かせる時間に想像力を刺激され、仕事でもクリエイティビ

ティ向上につながっている」と言う。また、高島のよさは自

然だけではないとし、『琵琶湖周航の歌』でも知られる湖上

ルート、日本海と京都をつなぐ要衝として栄えた高島市今

津の繁栄といった過去の歴史とポテンシャルにも目を向ける。

高島市の「内と外」、そのニーズ（期待していること）とシーズ
（提供できること）をつなぎ、新たな可能性を模索するプロジェ

クトはスタートしたばかり。今後、東京などでも同様のイベ

ントを開催する予定だ。小さなつながりがたくさん生まれ、

地域を「再起動」させるためのエンジンとなりうるのか、今

後も見守っていきたい。

高島縁人発掘プロジェクトキックオフイベント「大阪で高島とつながる」

実施日 2018 年12月8日（土）15：00 〜 17：30

会場 グランフロント大阪　ナレッジサロン

主催 滋賀県高島市

滋賀県高島市と縁をもつさまざまな立場の人「縁人」が登壇し、その
豊かな自然と文化の魅力を語った。移住者や半居住者といった人びと
を地域活性化の鍵と考え、本イベントをきっかけとして、参加者にも「縁
人」として高島市に関わってもらうことを呼びかけた。
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