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高野地域の２保育所を統合し
移転・建て替えへ

女性児童課施設管理係　☎０８２４−７３−１１９２
高野支所市民生活室　　☎０８２４−８６−２１１４

高
野
地
域
の
保
育
所
の
現
状

　

高
野
地
域
に
は
、市
立
の
下
高
保
育
所
と

私
立
の
新
市
保
育
所
の
２
つ
の
保
育
所
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

下
高
保
育
所
は
、昭
和
51
年
に
建
築
さ

れ
築
後
35
年
が
経
過
し
、著
し
く
老
朽
化

し
て
い
ま
す
。

　

新
市
保
育
所
は
、昭
和
54
年
に
建
築
さ

れ
32
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。老
朽
化
と
と

も
に
、園
庭
は
増
築
な
ど
に
よ
り
と
て
も
狭

い
状
態
と
な
って
い
ま
す
。

　

高
野
地
域
の
対
象
児
童
数
も
減
少
傾
向

に
あ
り
、効
果
的
に
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
下
高
保
育
所
と
新
市
保
育
所
を

統
合
し
、耐
震
基
準
を
満
た
し
た
高
野
保

育
所（
仮
称
）を
建
築
し
ま
す
。

建
築
の
基
本
方
針

　

遊
び
は
子
ど
も
に
と
っ
て
、人
と
し
て
成

長
し
て
い
く
た
め
に
と
て
も
重
要
で
す
。

　

子
ど
も
同
士
や
保
育
所
職
員
と
の
触
れ

合
い
を
通
し
て
意
欲
的
に
あ
そ
び
を
展
開

し
、毎
日
喜
ん
で
登
園
し
た
く
な
る
よ
う
な

施
設
を
目
指
し
ま
す
。

　

施
設
は
地
域
材
を
使
っ
た
木
造
建
築
と

し
、木
造
の
利
点
を
生
か
し
た「
ぬ
く
も
り
」

と「
人
に
優
し
い
」施
設
で
、温
か
み
の
あ
る

保
育
空
間
を
確
保
し
ま
す
。環
境
に
配
慮

し
た
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
、防
犯
性
を

考
慮
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
設
置
な

ど
を
重
点
に
置
き
建
築
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

市は、高野地域にある２つの保育所を統合し、旧高野
中学校跡地に高野保育所（仮称）として移転・建て替
えを行い、平成２４年度中の完成を目指します。

取
り
組
み
状
況

　

事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、設
計
者
に
よ
る

創
造
性
、技
術
力
、豊
富
な
経
験
を
期
待
し

て
指
名
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
※
に
よ
る
設

計
者
選
定
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
催
し
ま

し
た
。市
民
が
見
守
る
な
か
、２
社
が
企
画

提
案
を
説
明
し
た
後
、選
定
委
員
会
の
厳

正
な
審
査
を
経
て
有
限
会
社
山
谷
建
築
設

計
事
務
所
を
設
計
者
に
決
定
し
ま
し
た
。

　平成 23 年度　旧高野中学校解体撤去工事・新園舎基本設計・実施設計
　平成 24 年度　建築工事（園舎建築・外構工事）

※�「プロポーザル方式」とは、技術提案書の提出を求め、それを審査し、最も優
れた提案を行った者と契約する方式です。
　発注者が要求する質の高い建築設計が可能になります。

主な工事スケジュール

高野中学校

高野小学校

至松江至松江

至口和至口和

市高野支所
高野郵便局

至三次

至比和

大鬼谷オート
キャンプ場

建設予定地
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※完成イメージ図

　

庄
原
市
観
光
協
会
連
合
会
は
、「
庄

原
さ
と
や
ま
博
」の
一
環
と
し
て
昨
年
、

“
古
式
の
農
事
”と
い
う
テ
ー
マ
で
、農
事

に
か
か
わ
る
伝
統
文
化
の
魅
力
を
掘
り

起
こ
し
情
報
発
信
す
る
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ンペ
ー

ン
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
11
月
に
は
12
年
に
１
度
開
催
さ

れ
る
比
婆
荒
神
神
楽
、西
城
町
熊
野・

三
坂
地
区
の
大
神
楽
を
取
り
上
げ
広

く
Ｐ
Ｒ
。そ
れ
ぞ
れ
広
島
県
の
沿
岸
部
、

兵
庫
県
、岡
山
県
な
ど
か
ら
観
光
客
が

訪
れ
ま
し
た
。観
光
客
か
ら
は「
伝
統

民
俗
芸
能
を
地
域
が
懸
命
に
守
り
伝

え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
宝

だ
と
思
う
。感
動
し
た
」「
子
ど
も
の
こ

ろ
に
見
た
神
楽
を
思
い
出
し
懐
か
し

か
っ
た
。地
域
の
つ
な
が
り
が
う
ら
や
ま

し
い
」と
い
う
声
が
あ
る
な
ど
、こ
れ
ら

の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
庄
原
市
に
残
る
伝

統
文
化
の
価
値
を
再
認
識
す
る
機
会

に
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、観
光
素
材

と
し
て
の
魅
力
を
広
く
発
信
す
る
ツ
ー

ル
と
し
て
、地
域
に
あ
る「
伝
統
芸
能
」

「
た
た
ら
製
鉄
」「
木・
花
」「
食
」な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
さ
と
や
ま
文
化
を
つ
な

ぐ
新
た
な
観
光
ル
ー
ト
を
設
定
し
ま
し

た
。

新市保育所

下高保育所

※比婆斎庭神楽
比婆斎庭神楽は、比和・高野地域の神職のみによって伝承される。「斎庭」とは神を招くため清められた場
所という意味。舞いは素朴、古雅の趣きがあり、囃子も太鼓・笛・手拍子などに古式を伝える神楽。県無形
民俗文化財に指定されている。

さ
と
や
ま
の
原
風
景
を
望
む

２
つ
の
ル
ー
ト

古式の農事をつなぐ、新たな観光ルートを設定
　

今
年
は
ち
ょ
う
ど
古
事
記
編
纂
１
３
０
０

年
に
あ
た
り
、島
根
県
で
は
年
間
を
通
し

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
予
定

で
、山
陽
側
か
ら
山
陰
側
へ
向
か
う
観
光
客

が
増
え
る
と
予
想
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
観
光
ル
ー
ト
の
設
定
は
、山
陽
と
山

陰
の
中
間
点
に
位
置
す
る
庄
原
市
の
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
生
か
し
、さ
と
や
ま
の
魅
力
を
盛

り
込
ん
だ「
陰
陽
を
中な

か
つ
道
」を
Ｐ
Ｒ
す
る

こ
と
で
、通
過
点
で
は
な
く
目
的
地
に
し

て
も
ら
お
う
と
い
う
取
り
組
み
で
す
。ル
ー

ト
は
比
和・高
野
か
ら
出
雲
方
面
へ
向
か
う

『
比ひ

ば
さ
に
わ

婆
斎
庭
』ル
ー
ト
、西
城・東
城
か
ら
伯

耆
方
面
へ
向
か
う『
比ひ

ば
こ
う
じ
ん

婆
荒
神
』ル
ー
ト
を

設
定
し
ま
し
た
。

　

四
季
折
々
の
さ
と
や
ま
の
美
し
い
原
風
景

を
多
く
の
観
光
客
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
れ

ば
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、チ
ラ
シ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、動
画

配
信
な
ど
で
３
月
か
ら
発
信
す
る
予
定
で

す
。

　庄原市の東地域には米子方面に向かう伯耆街道があり、それぞれ国無
形民俗文化財である『塩原の大山供養田植』『比婆荒神神楽』が伝えられ
ています。西地域には出雲方面へ向かう出雲街道があり、それぞれ県無形
民俗文化財である『牛供養田植』『斎庭神楽』が伝えられています。

問い合わせ　庄原市観光協会連合会　☎０８２４−７５−０１７３

美
し
き
原
風
景
を
訪
ね
て

比婆斎庭
神楽

比婆荒神
神楽


