
4
２０１７.7.１５

っ
て
取
り
組
む
祭
り
な
ど
の
伝
統
行
事
、
地
域

の
環
境
整
備
な
ど
に
お
け
る
共
同
作
業
や
助

け
合
い
、
生
き
が
い
に
つ
な
が
る
老
若
男
女
の

ふ
れ
あ
い
な
ど
、
誇
り
や
愛
着
を
育
む
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
力
が
あ
っ
て
こ
そ
持
続
で
き
る
も
の

で
あ
り
、
今
後
も
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
り

組
み
を
よ
り
一
層
促
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

さ
ら
に
、
地
域
や
集
落
が
持
続
す
る
た
め
に

は
、
生な

り

業わ
い

と
な
る
産
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、
事

業
者
の
安
定
し
た
経
営
や
住
民
の
生
活
が
確

保
で
き
る
た
め
の
基
盤
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

一
方
、
人
口
減
少
が
進
む
中
で
、
全
て
の
地

域
や
集
落
が
同
じ
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と

は
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
行
政
が
担
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も

同
様
で
す
。

今
後
は
、
公
共
施
設
の
配
置
の
有
無
だ
け
で

な
く
、
利
用
で
き
る
時
間
や
場
所
、
対
象
、
負

担
、
内
容
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
り
、
量
の
適

正
と
質
の
安
定
、
画
一
で
は
な
く
多
様
へ
の
変

化
、
そ
し
て
、
固
定
的
な
と
ら
え
方
で
は
な
く

柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
守
り
、
持
続

さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
各
地
域

や
集
落
の
特
徴
を
生
か
し
た
活
動
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
に
わ

た
っ
て
、
地
域
や
集
落
が
そ
の
枠
を
超
え
て
互

い
に
補
完
し
合
う
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。

本
市
は
、
平
成
１７
年
の
市
町
村
合
併
に
伴

い
、
広
大
な
面
積
を
有
し
、
か
つ
、
各
地
域
の

課
題
も
異
な
る
中
、
地
域
特
性
を
大
切
に
し
つ

つ
、
市
全
体
で
一
体
感
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に

努
め
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
ん

で
お
り
、
祭
の
伝
承
等
を
は
じ
め
様
々
な
地
域

活
動
や
経
済
活
動
に
お
い
て
担
い
手
が
不
足

す
る
な
ど
、
将
来
に
わ
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
維
持
や
産
業
振
興
な
ど
の
面
に
お
い
て
様
々

な
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

本
市
に
は
、
一
定
の
範
囲
の
中
に
経
済
活
動

や
ま
ち
づ
く
り
活
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が

集
積
し
て
い
る
地
域
と
、
点
在
し
た
集
落
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
地
域
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

地
域
の
範
囲
は
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
時
間
の
経
過
、
社
会
情
勢
の
変
化
と

と
も
に
変
わ
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
が
、
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
集

落
で
も
、
そ
の
地
に
は
人
の
営
み
が
あ
り
、
集

落
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
厳
然
と
存
在
し

て
い
ま
す
。

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
と
き
、
何

よ
り
も
尊
重
す
べ
き
こ
と
は
、
住
む
人
々
が
も

つ
“
自
分
た
ち
が
住
む
町
は
、
ど
の
よ
う
な
姿

が
望
ま
し
い
の
か
”
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
住

民
、
事
業
者
お
よ
び
行
政
が
同
じ
目
線
で
、
将

来
の
方
向
性
を
見
極
め
て
い
く
こ
と
で
す
。

ま
た
、
地
域
や
集
落
は
、
住
民
が
主
体
と
な

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性

公共施設等総合管理計画（基本方針）
を策定しました

平成29年2月、来館者数が400万人を超えた市図書館
「煥章館」

　市は、小中学校や市営住宅、文化・スポーツ施設といった建物や、
市道、農道、林道、上下水道といったインフラ施設などの公共施設を
保有しています。
　それらの多くは老朽化が進み、改修や建て替えなどの時期を迎え
ています。人口減少や少子高齢化の進展などにより、今後、厳しい財
政状況が見込まれる中、公共施設の利用需要は、地域住民の価値観
やライフスタイルの多様化など社会情勢に応じて変化しています。

　こうした状況を踏まえて、市では持続可能な行政経営を推進
するため、公共施設の現状を把握し、量と質の見直しや今後の
あり方などの検討を行い、公共施設の総合的かつ計画的な管
理・運営を行うため「高山市公共施設等総合管理計画（基本方
針）」を策定しました。
　今号では、基本方針の内容をお知らせするとともに、今後は個
別施設の具体的な対応等をまとめた「実施計画」の策定に向け
て実施する市民ワークショップの開催についてご案内します。

平成28年10月にオープンした高山駅・東西自由通路


