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「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
や
、

互
い
に
支
え
合
い
、
助
け
合
う
心
な
ど
、

そ
ん
な
『
田
舎
な
ら
で
は
の
良
さ
』
を
い

つ
ま
で
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
話
す
の
は
、
平
成
三
年
か
ら
和
知
地
区

広
野
区
の
民
生
児
童
委
員
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
片
山
勝
紀
さ
ん
だ
。

片
山
さ
ん
は
、
十
五
年
間
に
わ
た
り
民

生
児
童
委
員
と
し
て
区
内
の
お
年
寄
り

の
相
談
や
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
な
ど
地

域
福
祉
の
向
上
と
推
進
に
尽
力
。
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
こ
の
ほ
ど
、
社
会
福
祉
事

業
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
功
労
者
と
し
て
知
事

表
彰
を
受
賞
し
た
。

「
就
任
し
た
こ
ろ
は
、
各
ご
家
庭
と
の

信
頼
関
係
が
う
ま
く
築
け
な
い
こ
と
も

あ
り
、
戸
惑
い
や
、
し
ん
ど
さ
を
感
じ
る

と
き
が
多
く
あ
り
ま
し
た
」
と
片
山
さ
ん
。

当
時
を
振
り
返
り
苦
笑
い
を
浮
か
べ
る
も
、

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
な
ど
を
月
に

三
回
訪
問
し
て
話
し
相
手
に
な
り
、
と
き

に
は
買
い
物
の
手
伝
い
や
病
院
の
送
迎

な
ど
、
そ
の
地
道
で
熱
心
な
活
動
ぶ
り
に
、

区
民
か
ら
片
山
さ
ん
へ
寄
せ
ら
れ
る
信

頼
は
大
き
い
。

さ
ら
に
片
山
さ
ん
は
現
在
、
三
カ
月
に

一
回
、
区
内
の
お
年
寄
り
が
集
い
、
食
事

を
し
た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
し
て
交
流

を
深
め
る
「
あ
た
た
か
活
動
」
を
展
開
中
。

同
活
動
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
務
め
る
区

民
と
と
も
に
、
春
は
花
見
、
夏
は
流
し
そ

う
め
ん
、
秋
・
冬
は
あ
た
た
か
い
鍋
を
囲

む
な
ど
、
高
齢
者
の
憩
い
の
場
を
設
け
て

い
る
。

「
お
年
寄
り
の
皆
さ
ん
は
、
三
カ
月
に

一
回
の
集
い
を
本
当
に
楽
し
み
に
さ
れ

て
い
ま
す
。
童
心
に
か
え
っ
て
笑
っ
た
り
、

ゲ
ー
ム
に
真
剣
に
な
っ
た
り
さ
れ
て
い

る
姿
を
見
る
と
、
そ
れ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
ま
す
」
と
片
山
さ
ん
。
こ
れ
か

ら
も
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
活
動
を
積
極
的

に
続
け
て
い
き
た
い
と
話
し
て
く
れ
た
。

少
子
高
齢
化
が
進
む
昨
今
、
区
内
を
見

て
も
約
半
分
が
高
齢
者
。
ま
た
、
全
国
的

に
子
ど
も
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
中
、

い
じ
め
や
虐
待
な
ど
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
お
び
や
か
す
事
件
が
増
え
て

い
る
の
は
非
常
に
悲
し
い
と
し
た
う
え
で
、

「
そ
う
い
う
社
会
情
勢
だ
か
ら
こ
そ
、
人

と
人
と
の
き
ず
な
、
ふ
れ
あ
い
が
大
切
。

地
道
な
活
動
で
す
が
、
そ
れ
が
住
民
の
皆

さ
ん
の
心
に
和
や
か
さ
や
ゆ
と
り
を
与
え
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
つ

な
が
れ
ば
い
い
で
す
ね
」
と
片
山
さ
ん
は
、

や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
で
締
め
く
く
っ
た
。

少子高齢化社会だからこそ、
人と人とのきずな、ふれあいが大切
社会福祉事業・ボランティア事業功労者知事表彰受賞

片山 勝紀さん（５９歳）広野
かた　 やま まさ き
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このコーナーは、町営バスの利用実態を皆さんにご理解いただくため、
毎月、１カ月間の路線ごとの町営バス利用状況をお知らせしています。

 
路線名

  利用者数（人）
   一般 生徒学生など 計

丹 波 和 知 線

丹 波 桧 山 線

高 原 下 山 線

竹 野 線

小 野 鎌 谷 線

猪鼻戸津川線

質 美 線

仏 主 線

長 瀬 線

才 原 大 簾 線

上 乙 見 線

合 計

丹 波 和 知 線

丹 波 桧 山 線

高 原 下 山 線

竹 野 線

小 野 鎌 谷 線

猪鼻戸津川線

質 美 線

仏 主 線

長 瀬 線

才 原 大 簾 線

上 乙 見 線

合 計

935（＋255）

109（＋037）

222（－015）

83（＋017）

344（＋052）

278（－058）

800（＋033）

383（－040）

494（＋009）

209（＋066）

52（＋003）

3,909（＋359）

　7月  

758

73

184

86

294

298

664

377

457

150

28

3,369

　8月  

1,081

112

265

51

241

288

646

472

597

176

55

3,984

　9月  

680

72

237

66

292

336

767

423

485

143

49

3,550

　10月  

935

109

222

83

344

278

800

383

494

209

52

3,909

3,778（＋134）

2,295（＋002）

2,997（＋231）

0（±000）

914（－032）

651（＋047）

1,561（＋075）

770（＋043）

764（＋030）

2,494（＋150）

2,024（＋060）

18,248（＋740）

4,713（＋0,389）

2,404（＋0,039）

3,219（＋0,216）

83（＋0,017）

1,258（＋0,020）

929（－0,011）

2,361（＋0,108）

1,153（＋0,003）

1,258（＋0,039）

2,703（＋0,216）

2,076（＋0,063）

22,157（＋1,099）

路線名

（　）は前月比
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京
丹
波
町
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
息
づ
い
た
民
俗
芸
能
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、地
域
の
風
土
や
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
。

ま
ち
の
個
性
と
し
て
輝
き
、人
び
と
の
心
を
つ
な
ぎ
、人
を
、ま
ち
を
育
て
る
貴
重
な
財
産
で
す
。

わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
価
値
に
気
づ
き
、共
通
認
識
と
し
て
持
て
た
と
き
、

民
俗
芸
能
の
灯
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
輝
き
続
け
、

ま
ち
づ
く
り
に
大
き
な
力
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

「
一
人
遣
い
」
と
い
う
個
性

京
丹
波
町
和
知
地
区
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
の
ひ
と
つ
・

和
知
人
形
浄
瑠
璃
。そ
の
魅
力
は
、―
一
人
遣
い
。

一
般
的
に
文
楽
人
形
は
三
人
で
操
ら
れ
ま
す
が
、和
知

人
形
浄
瑠
璃
で
は
、一
人
で
大
型
の
人
形
を
操
る「
一
人
遣

い
」を
行
い
、こ
れ
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
一
人
遣

い
の
た
め
に
、人
形
の
操
り
方
や
仕
掛
け
に
独
特
の
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
の
技「
一
人
遣
い
」。こ
れ
ま

で
大
切
に
守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
固
有
の
技
は
、和
知
人

形
浄
瑠
璃
の
魅
力
と
し
て
輝
い
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
に
は
、そ
の
土
地
の
風
土
や

長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
地
域
文

化
が
あ
り
ま
す
。そ
の
中
で
も
人
び
と
の

生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
、受
け
継
が
れ
て

き
た
民
俗
芸
能
に
は
、地
域
固
有
の
歴
史
、

文
化
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

魅
力
あ
る
美
し
い
ふ
る
さ
と
に
は
、人

び
と
の
生
活
の
中
に
、地
域
に
、し
っ
か
り

と
根
付
い
た
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
伝
統

文
化
が
あ
り
、そ
れ
ら
が
地
域
の
個
性
・
魅

力
と
し
て
輝
い
て
い
ま
す
。

和
知
人
形
浄
瑠
璃
、文
七
踊
り
、小
畑
万

歳
、和
知
太
鼓
、丹
波
八
坂
太
鼓
、質
美
八

幡
宮
曳
き
山
行
事
な
ど
、こ
れ
ら
は
京
丹

波
町
に
息
づ
く
民
俗
芸
能
。先
人
た
ち
の

息
吹
や
歴
史
の
重
み
が
し
っ
か
り
と
刻
み

込
ま
れ
た
こ
れ
ら
こ
そ
、京
丹
波
町
が「
京

丹
波
ら
し
く
」あ
る
た
め
に
必
要
な
地
域

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ（
地
域
の
個
性
）の
源

で
あ
り
、魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
に
は
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
要
素
な
の

で
す
。

民
俗
芸
能
は「
ま
ち
の
個
性
」の
源

人形浄瑠璃の頭
保存会には女形や文七老婆

など５０数個もの人形の頭が保
存されています。

民
俗
芸
能

特集

ひ

づ
か
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江
戸
時
代
末
期
、
大
迫
村
（
現
京
丹
波
町
大
迫
）
で
農

閑
期
に
楽
し
ん
で
い
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
当
初
は
「
大
迫
人
形
」
と
呼
ば
れ
、
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
は
「
和
知
文
楽
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭

和
六
十
年
に
京
都
府
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
を

契
機
に
「
和
知
人
形
浄
瑠
璃
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

代
表
演
目
は
和
知
に
伝
わ
る
直
訴
事
件
を
物
語
化
し
た

「
長
老
越
節
義
之
誉
」
や
「
傾
城
阿
波
ノ
鳴
門
」
な
ど
十
作

品
。
台
本
を
現
代
風
に
手
直
し
す
る
工
夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
形
浄
瑠
璃
は
三
業
一
体
の
芸
。
人
形
と
と
も
に
太
夫

は
台
詞
と
語
り
で
、
三
味
線
弾
き
は
撥
さ
ば
き
で
、
人
情
や

愛
情
を
舞
台
に
綴
っ
て
い
き
ま
す
。

和
知
太
鼓
の
源
流
と
な
る
広
野
太
鼓
の
起
こ
り
は
、
お

伽
草
子
「
酒
呑
童
子
」
に
か
か
わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。平

安
時
代
中
期
、
源
頼
光
が
天
皇
の
命
を
受
け
、
大
江

山
の
酒
呑
童
子
と
い
う
鬼
の
討
伐
に
向
か
う
途
中
、
激
し
い

雷
雨
に
あ
い
、
広
野
（
現
京
丹
波
町
広
野
）
に
あ
る
藤
森
神

社
で
雨
宿
り
を
し
ま
し
た
。
い
ざ
出
陣
の
と
き
、
頼
光
の
武

運
長
久
を
祈
願
し
て
村
人
た
ち
が
打
ち
鳴
ら
し
た
奉
納
太
鼓

が
継
承
さ
れ
、
今
の
和
知
太
鼓
に
な
り
ま
し
た
。

和
知
太
鼓
に
は
太
鼓
一
張
り
に
二
人
の
打
ち
手
が
つ
く

「
相
打
ち
」
と
、
打
ち
手
が
自
作
自
演
す
る
「
乱
れ
打
ち
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
音
は
広
野
太
鼓
の
手
法
を
受
け
継
ぎ
、

素
朴
な
中
に
も
人
の
心
を
鼓
舞
さ
せ
る
勇
壮
な
響
き
を
も
っ

て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
毎
年
正
月
に
現
在
の
兵
庫
県
あ
た
り
か
ら

来
た
三
人
が
各
戸
を
回
り
玄
関
で
万
歳
を
披
露
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
衣
装
が
小
畑
区
の
民
家
に
残
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
昭
和
九
年
に
安
栖
里
区
の
耕
地
整
理
事
業
の
し
ゅ
ん
工

式
で
、
小
畑
の
有
志
三
人
が
播
磨
流
の
万
歳
を
披
露
し
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
人
一
組
で
演
じ
る
古
典
万
歳
で
、
烏
帽
子
に
羽
織
、

袴
の
太
夫
が
舞
い
、
才
蔵
が
鼓
を
打
ち
な
が
ら
ボ
ケ
役
を
演

じ
ま
す
。
そ
し
て
、
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
三
味

線
。
台
詞
の
中
に
そ
の
土
地
の
風
土
や
行
事
な
ど
の
即
興
句

を
盛
り
込
む
の
が
特
徴
で
す
。
平
成
十
三
年
に
は
京
都
府
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

和
知
人
形
浄
瑠
璃

和
知
太
鼓

下
山
区
に
あ
る
京
都
祇
園
八
坂
神
社
の
御
分
社
・
尾
長

野
八
坂
神
社
に
は
「
牛
の
神
様
」
が
ま
つ
ら
れ
、
昭
和
初
期

ま
で
牛
を
連
れ
て
の
参
拝
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
牛
の
疫
病
が
流
行
り
、
病
退
散
の
祈
り
を

込
め
て
神
前
で
打
ち
な
ら
し
祈
願
さ
れ
た
こ
と
が
、
丹
波
八

坂
太
鼓
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
六
年
に
区
民
ら
の
手
で
「
尾
長
野
八
坂
太
鼓
」

と
し
て
復
興
し
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
後
「
丹
波
八
坂

太
鼓
」
と
組
織
変
更
。
丹
波
地
区
（
旧
丹
波
町
）
唯
一
の
太

鼓
民
俗
芸
能
と
し
て
、
春
の
自
主
公
演
や
、
毎
年
、
尾
長
野

で
行
わ
れ
る
「
御
田
祭
」、
京
都
市
の
「
祇
園
祭
」
で
の
公

演
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

丹
波
八
坂
太
鼓

和知人形浄瑠璃の定期公演（道路情報センター伝統芸能常設館，坂原）

小
畑
万
歳

天
暦
年
間
（
九
四
七
―
九
五
九
年
）
に
創
建
さ
れ
た
質

美
八
幡
宮
（
京
丹
波
町
質
美
）。
曳
き
山
行
事
の
起
源
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
畿
地
方
の
ほ
か
の
曳
き
山
お
よ

び
囃
子
と
比
べ
て
も
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

樹
齢
数
百
年
の
雄
大
な
杉
並
木
の
参
道
に
は
、
豪
華
絢

爛
な
四
基
の
山
鉾
が
悠
々
と
立
ち
並
び
、
屋
台
か
ら
は
笛
、

三
味
線
、
太
鼓
、
鉦
が
奏
で
る
伝
統
の
祭
り
囃
子
が
流
れ
、

訪
れ
た
人
び
と
の
祭
り
気
分
を
盛
り
立
て
ま
す
。

山
車
と
囃
子
屋
台
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
曳
き
山
行
事
は

府
内
で
も
珍
し
く
、
昭
和
六
十
二
年
に
は
京
都
府
の
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

質
美
八
幡
宮
曳
き
山
行
事

町文化祭での小畑万歳の舞台（和知ふれあいセンター，本庄）

「DONと来い」丹波八坂公演（旧須知小講堂，須知）

囃子屋台で太鼓をたたく子どもたち（質美八幡宮）

和
知
文
七
踊
り
の
起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

江
戸
時
代
中
期
か
ら
浄
瑠
璃
く
ず
し
の
音
頭
が
愛
好
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
踊
り
が
生
ま
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
文
七
踊
り
の
「
文
七
」
は
人
形
浄
瑠
璃
に
使
わ

れ
る
代
表
的
な
頭
の
「
文
七
」
が
名
の
由
来
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

文
七
踊
り
は
、
浄
瑠
璃
の
義
太
夫
節
を
語
る
音
頭
と
り

と
輪
並
び
し
た
踊
り
子
の
手
拍
子
と
掛
け
声
の
み
に
合
わ

せ
て
踊
る
の
が
特
徴
。
全
盛
期
に
は
若
者
た
ち
の
出
会
い

の
場
で
も
あ
り
、
盆
踊
り
を
は
し
ご
し
、
明
け
方
近
く
ま

で
踊
り
続
け
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
。
当
時
を
知
る
人
び
と

が
集
ま
っ
た
保
存
会
は
、
夏
祭
り
な
ど
で
踊
り
を
盛
り

上
げ
て
い
ま
す
。

和
知
文
七
踊
り

わちふるさと祭りでの文七踊り（JR和知駅前，本庄）

和知太鼓の迫力ある演奏（道の駅「和」，坂原）

ち
ょ
う
ろ
う
ご
え
せ
つ
ぎ
の
ほ
ま
れ

た
ゆ
う

ば
ち

つ
づ

け
い
せ
い
あ
　
わ

の

な
る   

と

京
丹
波
の

民
俗
芸
能

と
ぎ

ら
い 

こ
う

ぞ
う
し

し
ゅ
て
ん
ど
う 

じ

は
か
ま

え 

ぼ 

し

け
ん

ら
ん

は
や
し

民俗芸能特集

か
し
らか

ね
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民
俗
芸
能
は

地
域
の
一
体
感
を
育
む

踊
り
は
、今
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
娯
楽
が
な
か
っ
た
昔
、

地
域
の
人
び
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
で
し
た
。

踊
り
の
輪
が
人
び
と
の
心
を
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。

五
穀
豊
穣
に
感
謝
し
始
ま
っ
た
祭
り
は
、し
だ
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
り
、

地
域
の
一
体
感
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

心
を
つ
な
ぐ

伝
統
の
祭
り
囃
子

毎
年
十
月
十
五
日
に
一
番
近
い
日
曜
日
、

質
美
八
幡
宮
曳
き
山
行
事
が
催
さ
れ
ま
す
。

豪
華
絢
爛
な
山
鉾
は
四
基
。そ
れ
ぞ
れ
の
山

鉾
の
あ
と
を
囃
子
屋
台
が
続
き
、雄
大
な
杉

並
木
を
巡
行
し
ま
す
。

こ
の
祭
り
は
、地
元
質
美
地
域
の
人
び
と

の
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、そ
の
伝
統
が

受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

「
祭
り
囃
子
は
耳
と
口
伝
え
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
も
の
」だ
と
話
す
の
は
質
美
地
域

の
下
村
区
文
化
財
保
存
会
会
長
・
大
西
修
さ

ん（
質
美
）。経
験
を
経
た
区
内
の
熟
練
者
た

ち
が
指
導
者
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
手
ほ

ど
き
を
し
ま
す
。祭
り
の
一
カ
月
も
前
か
ら

毎
晩
、各
区
の
公
民
館
に
集
ま
り
、お
囃
子
の

稽
古
に
励
み
、来
る
べ
き
祭
り
の
本
番
に
備

え
ま
す
。

熟
練
者
た
ち
が
三
味
線
、笛
、鉦
で
奏
で
る

節
に
合
わ
せ
て
、子
ど
も
た
ち
は
太
鼓
を
た

た
き
ま
す
。子
ど
も
た
ち
は
太
鼓
を
た
た
き

な
が
ら
お
囃
子
の
音
色
、節
を
覚
え
、や
が
て

大
人
に
な
っ
た
と
き
、次
代
の
子
ど
も
た
ち

へ
と
伝
承
し
て
い
く
の
で
す
。

「
お
囃
子
の
稽
古
を
通
じ
て
地
域
住
民
の

親
ぼ
く
や
、き
ず
な
が
深
ま
っ
て
い
ま
す
」と

大
西
さ
ん
。秋
の
夜
、静
か
な
山
里
に
響
く
素

朴
な
祭
り
囃
子
は
、質
美
地
域
の
人
び
と
の

心
を
一
つ
に
し
ま
す
。

伝
統
の
祭
り
が
地
域
の
人
び
と
に
郷
土
へ

の
愛
着
や
誇
り
を
与
え
、地
域
住
民
同
士
の

一
体
感
を
育
ん
で
い
ま
す
。

民
俗
芸
能
か
ら
伝
わ
る

美
し
い
農
山
村
の
す
が
た

今
の
よ
う
に
娯
楽
が
な
か
っ
た
時
代
、踊

り
は
人
び
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

で
あ
り
、同
じ
土
地
に
住
む
者
同
士
の
一
体

感
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

和
知
地
区
に
伝
わ
る
伝
統
の
踊
り「
和
知

文
七
踊
り
」。そ
の
保
存
会
の
会
長
・
藤
田
正

和
さ
ん
は
、「
こ
れ
も
時
代
の
流
れ
な
の
で
し

ょ
う
か
。年
々
踊
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
き

て
。昔
は
、や
ぐ
ら
を
囲
ん
で
何
重
も
の
輪
が

で
き
て
い
た
も
の
で
す
」と
当
時
を
懐
か
し

み
ま
す
。

「
音
頭
と
り
の
素
語
り
と
踊
り
手
の
手
拍

子
、掛
け
声
の
み
で
踊
る
た
め
、難
し
さ
も
あ

る
の
で
す
が
ね
。お
囃
子
を
入
れ
て
親
し
み

や
す
く
し
た
ら
ど
う
か
、と
い
う
意
見
も
あ

り
ま
す
が
、原
型
を
崩
さ
ず
に
、文
七
踊
り
の

も
つ
独
特
の
素
朴
さ
を
受
け
継
い
で
い
か
ね

ば
と
い
う
思
い
も
あ
り
、保
存
の
難
し
さ
を

感
じ
て
い
ま
す
」と
藤
田
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

文
七
踊
り
は
、子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
す
べ
て
の
人
が
参
加
で
き
る
民
俗
芸
能
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
、地
域
住
民
一
人

ひ
と
り
の
保
存
意
識
が
な
い
と
、一
つ
の
民

俗
芸
能
の
灯
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。

暮
ら
し
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、美
し

い
農
山
村
の
良
さ
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。時
代
が
足
早
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
中
、

祭
り
や
踊
り
は
、人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
、

地
域
の
一
体
感
と
い
っ
た
田
舎
な
ら
で
は
の

良
さ
を
つ
な
ぎ
止
め
て
く
れ
て
い
る
貴
重
な

財
産
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わちふるさと祭りで初めて文七踊りを踊っ
た北村始子さん（和田）
合併したのだから、これまで他の町だった文化にも親

しもうと思い、踊りました。古くから伝わる踊りをずっと
守り続けてきた和知の皆さんはすばらしいと思います。

文七踊りの音頭とり
「イヤ ヤットコショ」「アラヨウホイセー ヤットコショ」。
音頭とりと踊り子の小気味良い掛け合いが魅力です。

旧３町の踊りに親しむ丹波音頭愛好会
丹波音頭愛好会（立野道子代表、平成３年発足）は、こ
の地域に伝わる丹波音頭の普及活動を行うとともに、旧
丹波町の丹波町民音頭、旧瑞穂町の瑞穂音頭、旧和知町
の和知文七踊りにも親しんでいます。
文七踊りには伝統の重みを感じるという会員の船越
幸子さん（口八田）は「丹波音頭も年々踊る人が少なく
なっています。時代は変わってきていますが、踊りの良
さを伝えていきたいですね」と話します。

和知文七踊り保存会
会長・藤田正和さん（西河内）

民俗芸能特集

質美八幡宮曳き山行事

祭り囃子の稽古の様子（下村区公民館）

文七踊りを練習する会員（町中央公民館）

和知文七踊り
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受
け
継
い
だ
誇
り

―
伝
え
た
い

「
新
し
い
か
た
ち
」

民
俗
芸
能
の
保
存
に
携
わ
る
若
手
の
後
継
者
た
ち
。

彼
ら
は
、長
い
歴
史
の
中
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
芸
能
を

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、こ
れ
か
ら
の
保
存
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

打
て
ば
打
つ
ほ
ど
心
に
響
く
伝
統
の「
重
み
」

丹
波
八
坂
太
鼓
保
存
会
の
若
手
後
継
者
・
谷
山
和
光
さ
ん
。和
太
鼓
の
勇

壮
な
響
き
に
魅
せ
ら
れ
て
、中
学
二
年
の
と
き
同
保
存
会
に
入
会
し
ま
し

た
。「

入
会
し
た
当
時
は
、早
く
先
輩
た
ち
の
よ
う
に
う
ま
く
な
り
た
い
一
心

で
、伝
統
芸
能
の
保
存
に
携
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
か
、そ
う
い
う
気
持
ち
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
、十
二
年
が
過
ぎ
た
今
、『
保
存
会
の
重
み
』と
い
う
も
の

を
少
し
ず
つ
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
」と
谷
山
さ
ん
。太
鼓
を

打
て
ば
打
つ
ほ
ど
、丹
波
八
坂
太
鼓
の
復
興
・
保
存
に
汗
を
流
し
て
き
た
人

び
と
の
努
力
や
、つ
ら
さ
を
感
じ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

和
知
太
鼓
保
存
会（
野
間
和
幸
会
長
）の
若
手
・
山
口
奈
緒
美
さ
ん
も
、伝

統
芸
能
の
保
存
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
重
み
を
少
し
ず
つ
感
じ
始
め

て
い
る
ひ
と
り
で
す
。

和
知
太
鼓
の
響
き
は
、小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
、わ
た
し
の
近
く
に

あ
っ
た
も
の
。好
き
な
太
鼓
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
―
、そ
れ
だ
け
だ

っ
た
山
口
さ
ん
の
心
に
も
、和
知
太
鼓
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、「
今
、自
分
は

伝
統
芸
能
の
保
存
に
携
わ
っ
て
い
る
の
だ
」と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
て

き
た
の
だ
そ
う
で
す
。

伝
統
の「
か
た
ち
」に
、新
風
を
吹
き
込
む

「
諸
先
輩
方
の
地
道
な
保
存
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、今
の
活
動
が
あ

る
の
で
す
」と
話
す
の
は
、和
知
太
鼓
保
存
会
の
出
野
文
隆
さ
ん（
大
倉
）。

中
堅
と
し
て
保
存
会
を
引
っ
張
っ
て
い
ま
す
。出
野
さ
ん
は
、伝
統
芸
能
の

保
存
に
つ
い
て
、こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
民
俗
芸
能
の『
伝
統
の
か
た
ち
』を
保
存
し
て
い
く
だ
け
で
は
、途
絶
え

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。だ
か
ら
と
い
っ
て
全

く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。和
知
太
鼓
の
正
調
の
リ
ズ
ム
は

大
切
に
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、そ
の
う
え
で
新
し

い
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
、こ
れ
か
ら
の『
保
存
の
か
た
ち
』な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

小
畑
万
歳
の
四
代
目
継
承
者
の
正
田
哲
也
さ
ん
。舞
台
で
は「
才
蔵
」を

演
じ
て
い
ま
す
。年
間
十
二
回
程
度
、町
内
で
の
定
期
公
演
や
町
外
の
敬
老

会
な
ど
に
出
か
け
る
そ
う
で
す
。

「
料
理
に
例
え
る
と
、浄
瑠
璃
や
太
鼓
は
高
級
な
懐
石
料
理
。そ
れ
に
比

べ
小
畑
万
歳
は「
肉
じ
ゃ
が
」で
す
」と
正
田
さ
ん
。「
だ
け
ど
、そ
の
庶
民
派

の
味
わ
い
こ
そ
小
畑
万
歳
の
魅
力
な
の
で
す
。人
の
心
を
和
ま
せ
、お
客
さ

ん
に
気
楽
に
見
て
も
ら
え
る
、そ
ん
な
庶
民
派
の
芸
を
守
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
」と
話
し
ま
す
。

「
古
典
万
歳
と
し
て
府
内
に
残
っ
て
い
る
の
は
小
畑
万
歳
た
だ
一
つ
。そ

れ
が
誇
り
で
も
あ
り
、次
代
へ
伝
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
」と
し
た
う
え
で
、「
た
だ
、時
代
に
合
っ
た
ア
レ
ン
ジ
の
必
要

性
も
感
じ
て
い
ま
す
。万
歳
と
名
の
つ
く
か
ぎ
り
は『
普
通
の
し
ゃ
べ
り
』

で
笑
わ
せ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
正
田
さ
ん
。伝
統
は
引

き
継
ぎ
つ
つ
、そ
こ
に
新
風
を
吹
き
込
む
こ
と
へ
の
試
行
錯
誤
が
続
き
ま

す
。 新

し
い
も
の
を

積
極
的
に

取
り
入
れ
て

い
き
た
い
で
す
ね

太
鼓
を
通
じ
て
、

色
ん
な
も
の
見
て
、

聞
い
て
、吸
収
し
て

い
き
た
い
で
す

谷
山
和
光
さ
ん（
安
井
）

山
口
奈
緒
美
さ
ん（
長
瀬
）

世の中悲惨な事件が
多いけど、
万歳ができるという
のは平和の証。
平和への願いを小畑から
発信していきたいですね

民俗芸能特集

正田哲也さん（小畑）

民
俗
芸
能
を
担
う
若
者
た
ち

あかし
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受
け
継
が
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
の
灯
。

そ
の
輝
き
を
途
絶
え
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

次
代
へ
し
っ
か
り
と
引
き
継
い
で
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

学
校
の
総
合
学
習
や
ク
ラ
ブ
活
動
で

郷
土
の
民
俗
芸
能
を
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
の
考
え
や
、

各
保
存
会
の「
伝
承
」に
対
す
る
思
い
に
迫
り
ま
す
。

和
知
中
で
は
、地
元
に
伝
わ

る
民
俗
芸
能
へ
の
関
心
を
高
め

る
た
め
、三
年
前
か
ら
総
合
学

習
の
時
間
を
利
用
し
て
生
徒
た

ち
が
和
知
人
形
浄
瑠
璃
と
和
知

太
鼓
の
習
得
に
励
ん
で
い
ま
す
。

「
民
俗
芸
能
に
ふ
れ
る
こ
と
で
生
徒
た

ち
に
は
、ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
心
や
、地
域

の
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
、大
人

の
考
え
方
な
ど
色
々
な
こ
と
を
学
ん
で
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
」と
友
松
勝
之
校
長
。国

際
社
会
の
中
で
自
国
の
文
化
を
伝
え
ら
れ

な
い
日
本
人
の
弱
さ
を
指
摘
し
、郷
土
の

文
化
を
一
つ
で
も
身
に
つ
け
、海
外
へ
出

た
と
き
自
信
を
持
っ
て
紹
介
で
き
る
、そ

ん
な
生
徒
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い

も
あ
る
と
話
し
ま
す
。

三
年
間
、人
形
浄
瑠
璃
を
学
び
通
し
た

藤
田
寿
広
さ
ん
と
、藤
本
琢
磨
さ
ん
。

「
保
存
会
の
人
た
ち
の
浄
瑠
璃
へ
の
熱

意
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。高
校
生
に
な

っ
て
も
、定
期
公
演
を
見
に
い
く
な
ど
、浄

瑠
璃
に
ふ
れ
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」と
話
す
藤
田
さ
ん
。一
方
、

藤
本
さ
ん
は
、「
自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち
に

す
ば
ら
し
い
文
化
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。将
来
、担
い
手
と
し
て
の
役
割

を
果
た
せ
る
よ
う
に
な
れ
れ
ば
」と
の
意

志
を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。

三
年
間
の
指
導
の
中
で
、地
域
の
子
ど

も
た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
育
め
た
と
話
す

和
知
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会
会
長
の
大
田
喜

好
さ
ん
。「
郷
土
の
芸
能
を
学
ぶ
中
で
、生

ま
れ
育
っ
た
ま
ち
に
対
す
る
思
い
入
れ
や
、

先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
す
ば
ら
し
い

文
化
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
持
っ
て
も

ら
え
れ
ば
」と
話
す
大
田
さ
ん
の
思
い
は
、

生
徒
た
ち
の
心
に
し
っ
か
り
と
響
い
て
い

ま
す
。

和
知
文
七
踊
り
に
は
音
頭
と
り
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。芸
歴
六
十
年
、二
十
一
歳
の
こ

ろ
か
ら
文
七
踊
り
の
音
頭
を
歌
い
継
ぐ
板

谷
春
男
さ
ん
。こ
れ
ま
で
に
文
七
音
頭
を

伝
授
し
た
門
下
生
は
七
十
―
八
十
人
い
ま

す
。同
世
代
の
音
頭
と
り
が
他
界
す
る
中
、

文
七
音
頭
を
教
え
る「
師
匠
」と
し
て
は
、

板
谷
さ
ん
た
だ
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

「
文
七
踊
り
は
、こ
の
地
域
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
文
化
」だ
と
力
を
込
め
る
板
谷

さ
ん
。次
代
へ
と
音
頭
を「
教
え
ら
れ
る
後

継
者
づ
く
り
」が
課
題
だ
と
話
し
ま
す
。

「
芸
ご
と
は
、真
に
受
け
継
い
で
い
こ
う

と
い
う
気
持
ち
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ

と
」だ
と
話
す
和
知
人
形
浄
瑠
璃
保
存
会

の
大
田
会
長
。「
だ
か
ら
、後
継
者
づ
く
り

は
単
な
る『
人
集
め
』で
は
な
く
、焦
ら
ず
、

地
道
に
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
」。こ
の

三
―
五
年
で
定
年
退
職
さ
れ
る
人
や
、丹

波
・
瑞
穂
地
区
の
人
へ
も
保
存
活
動
へ
の

参
加
を
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
い
い
ま

す
。ま

た
、和
知
太
鼓
保
存
会
会
長
の
野
間

和
幸
さ
ん
は
、「『
文
化
と
い
う
も
の
は
、そ

の
地
域
の
者
が
守
っ
て
い
く
』。も
う
、そ

の
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」と
し
、「
例
え
ば
、幅
広
く
後
継
者
を

募
り
、伝
承
す
る
な
ど『
民
俗
芸
能
の
灯
を

絶
や
さ
な
い
努
力
』を
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
」だ
と
話
し
ま
す
。

民
俗
芸
能
か
ら

伝
わ
る
心

民
俗
芸
能
の
灯
を

絶
や
さ
な
い
努
力

伝
承
の

か
た
ち

和知中校長・友松勝之さん
総合学習で郷土の芸能に親しむ機会が持
てるのは、保存会の会員の皆さんや、教職
員たちの協力があってこその取り組みです。

大田喜好さん（大迫）
和知人形浄瑠璃保存会会長
人形浄瑠璃は三業一体の芸であるだ
けに、人と人との「和」が大切です。保
存会のチームワーク、和やかな雰囲気
づくりにも日々心がけています。

板谷春男さん（市場）
文七音頭を教える「師匠」は、現在では板谷さんただ
一人。「声が出るかぎり歌いつづけていきたいですね」。

石田泰寿さん（６年）右
・皆見茉友子さん（６年）左
「上手にたたけたときには達成感
があります」と皆見さん。
「大人になっても太鼓をたたいて
いきたいと思います」と石田さん。

総合学習で保存会の会員に人形浄瑠璃を教わる生徒（和知中・市場）

和知小
人形浄

瑠璃ク
ラブの

町文化
祭での

発表

（和知
ふれあ

いセン
ター，本

庄）

民俗芸能特集

民俗芸能を通じて、
地域の人たちのつながりを
実感できました。

藤本琢磨さん（３年）

丹波八坂太鼓の練習に励む下山小太鼓クラブの児童たち（下山小）

地
域
独
特
の
も
の
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
地
域
の
自
慢
や
誇
り
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

藤
田
寿
広
さ
ん（
３
年
）
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障害のある人が安心して暮らせる地域社会をめざして

地域生活支援事業がスタートしました
障害者自立支援法（平成18年4月1日施行）により、従来のサービスが10月1日から新しいサービス体系へと移行され

ました。これに伴い、地域生活支援事業として新しく開始される事業、内容が変わった事業を紹介します。

障害（身体・知的・精神障害）のある人や、保護者・介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や福祉サー

ビス利用についてのアドバイスなど必要な支援を行います。町では10月1日から、従来の町職員による相

談支援と併せて、「障害者生活支援センターこひつじ」（南丹市）に業務の一部を委託し、相談支援体制を

強化しています。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

入浴補助用具など日常生活が容易になる用具や住宅改修費を、町が定めた基準額の範囲内で給付しま

す。（所得制限はありません。）用具の種目や対象者など詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
※介護保険と同じ品目は、介護保険制度の利用が優先となります。

※10月からは点字器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助つえ（一本つえ）、収尿器、ストマ用装具（蓄便袋、蓄尿袋）、紙お

むつなどが補装具から日常生活用具の種目に変更されました。

障害のため屋外での移動が難しい方にガイドヘルパーを派遣し、外出支援を行います。ガイドヘルパー

の派遣対象は町内在住の身体障害者手帳（視覚障害、全身性障害等）、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳の所持者で、移動に著しく支障がある方です。また、10月からは団体に対するガイドヘルパーの派遣が

できるようになりました。

町が委託している障害福祉サービスの事業所で、日中の活動の場を提供し、見守りや必要な支援を行う

ことで、家族の負担を軽減することができます。対象は、町内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳の所持者などで、支援の必要があると認められる方です。

障害を持っている方の自宅にサポーター（ホームヘルパーなど）を派遣し、家事など必要な支援を行い

ます。対象は、町内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者などで、支援の

必要があると認められる方です。

地域生活支援事業の詳しい内容のお問い合わせ、利用を希望される方は障害に関する相談窓口までご連絡ください。

障害に関する
相談窓口

京都府身体障害者相談員
（敬称略）

京都府知的障害者相談員
（敬称略）

●保健福祉課 電話82－1800 FAX.82－2529

●瑞穂地域保健福祉室 電話86－1800 FAX.86－1233

●和知地域保健福祉室 電話84－0049 FAX.84－2179

●障害者生活支援センターこひつじ（電話相談は24時間対応可能）
　〒622-0051京都府南丹市園部町横田前11番地（地域福祉センターたいよう内）
 電話62－3364 ＦＡＸ.62－3382
［24時間相談対応］ 電話090－3057－3364（相談支援専門員携帯電話）

※上記の相談窓口以外にも、京都府身体障害者相談員として6人、京都府知的障害者相談員として3人の方が相談員活動をされていますので紹介します。

●坂本博（豊田） 電話82－1026 ●若松孝子（実勢） 電話82－1206

●上田未千子（妙楽寺） 電話86－1183 ●三好重則（質美） 電話86－0707

●西村正宏（広野） 電話84－0841 ●谷口智美（安栖里） 電話84－0855

●小松静子（蒲生） 電話82－2112 ●山内みや子（粟野） 電話86－0289

●藤井五都子（篠原） 電話84－1064

障害者相談支援事業

移動支援事業
（ガイドヘルパー派
遣事業）

日中一時支援事業

生活サポート事業

障害児（者）
日常生活用具
給付等事業

問い合わせ先／保健福祉課　182－1800

地
域
に
と
ど
め
ず
、

す
そ
野
を
広
げ
る

努
力
が
必
要

今
年
の
七
月
か
ら
和
知
民
芸
保
存
会

の
会
長
を
務
め
て
い
る
原
澤
孝
さ
ん
は
、

「
民
俗
芸
能
の
保
存
に
は
、
地
域
に
住

む
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
の
伝
統
の
重
み

に
気
づ
き
、
地
域
全
体
で
も
り
立
て
よ

う
と
す
る
気
運
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
民
俗
芸
能
に

ふ
れ
て
、
何
が
し
か
の
感
動
を
覚
え
て

く
れ
る
人
を
、
一
人
で
も
増
や
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
」
だ
と
話
し
ま
す
。

ま
た
、
原
澤
さ
ん
は
、
三
町
が
合
併

し
京
丹
波
町
と
な
っ
た
今
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
民
俗
芸
能
が
一
地
域
の
も
の

と
し
て
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
す
そ
野
を

広
げ
る
必
要
が
あ
る
と
話
し
ま
す
。

「
熱
心
な
人
の
思
い
と
い
う
も
の
は
、

人
び
と
の
心
を
揺
り
動
か
す
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
原
澤
さ
ん
。

伝
承
に
力
を
注
ぐ
各
保
存
会
の
情
熱
は
、

き
っ
と
、
ま
ち
の
人
び
と
の
心
に
響
く

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ま
ち
づ
く
り
は
、
郷
土
へ
の
愛
情

と
人
び
と
の
連
帯
感
が
土
台
」
だ
と
い

う
原
澤
さ
ん
。
一
地
域
の
民
俗
芸
能
が

町
全
体
に
浸
透
し
、
真
に
京
丹
波
の
伝

統
と
し
て
共
有
さ
れ
た
と
き
、
お
の
ず

と
、
町
と
し
て
の
一
体
感
が
生
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山内勝次さん（升谷）
京丹波町文化協会会長

「地域文化の持つ役割は多種多様。
文化活動は人を元気づけ、まちの
活性化にもつながります」

村上薫さん（下山）
丹波八坂太鼓保存会会長

「人の心を和ませ、ときには揺るがす、
それが太鼓の響き。太鼓を通じて、
人を、まちを元気づけていきたい
ですね」

原澤孝さん（中）
和知民芸保存会会長

「民俗芸能の灯が消えそうになった
そのとき、伝承への明かりをともし
た、そういう核となる人がいたから、
今に受け継がれているのです」

民俗芸能特集

地
域
の
文
化
は
、

人
を
、
ま
ち
を

育
て
る

「
文
化
活
動
が
盛
ん
な
ま
ち
は
、
活

気
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
切

り
出
す
京
丹
波
町
文
化
協
会
会
長
・
山

内
勝
次
さ
ん
。

文
化
活
動
は
、
仲
間
づ
く
り
や
、
い

き
が
い
づ
く
り
、
お
互
い
の
理
解
を
促

す
場
。

人
び
と
の
心
を
豊
か
に
し
、
元
気
づ

け
、
ま
ち
全
体
も
活
気
づ
か
せ
て
い
く
、

そ
う
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
だ

と
話
し
ま
す
。

和
太
鼓
の
響
き
で
人
び
と
の
心
を
和

ま
せ
、
元
気
づ
け
た
い
と
い
う
思
い
で

活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
丹
波
八
坂
太

鼓
保
存
会
会
長
の
村
上
薫
さ
ん
は
「
民

俗
芸
能
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

に
、
ま
ち
の
良
さ
を
伝
え
る
貴
重
な
も

の
。
心
を
豊
か
に
し
、
情
操
教
育
の
一

環
に
な
る
も
の
」
だ
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
を
、
ま
ち
を
育
て

る
地
域
文
化
は
、
合
併
し
た
三
つ
の
町

の
「
一
体
化
の
橋
渡
し
」
と
な
る
に
十

分
な
存
在
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

民
俗
芸
能
の
持
つ

力・
役
割

こう



広
が
る
ソ
バ
畑

ソ
バ
の
栽
培
が
盛
ん
な
瑞
穂
地
区
（
旧
瑞
穂
町
）。
初

秋
に
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
愛
ら
し
い
花
が
咲
き
、
ソ

バ
畑
一
面
に
白
い
じ
ゅ
う
た
ん
が
広
が
る
。

瑞
穂
地
区
で
ソ
バ
栽
培
が
始
ま
っ
た
の
は
平
成
十
一

年
。
遊
休
・
荒
廃
農
地
の
利
用
対
策
や
、
転
作
の
省
力
化

な
ど
を
目
的
と
し
て
、
当
時
の
旧
瑞
穂
町
農
業
委
員
会

を
中
心
に
始
ま
っ
た
。

旧
瑞
穂
町
は
ソ
バ
を
、
小
豆
や
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
に
次

ぐ
特
産
品
に
育
て
て
い
こ
う
と
、
ソ
バ
を
栽
培
す
る
農

家
へ
助
成
金
の
交
付
を
開
始
。
さ
ら
に
収
穫
用
機
械
、

製
麺
機
な
ど
を
財
団
法
人
瑞
穂
町
農
業
公
社
へ
導
入
し
、

生
産
か
ら
加
工
ま
で
の
一
貫
体
制
を
整
備
し
た
。

そ
の
結
果
、
各
集
落
で
も
農
家
組
合
を
中
心
に
集
団

栽
培
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
初
わ
ず
か
十
ア
ー

ル
程
度
で
あ
っ
た
作
付
け
面
積
は
年
々
増
え
、
今
年
は

二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
と
広
が
っ
た
。

ソ
バ
を
ま
ち
の
観
光
資
源
に

平
成
十
四
年
に
は
、
瑞
穂
町
商
工
会
青
年
部
が
「
ソ

バ
を
使
っ
た
新
し
い
取
り
組
み
を
開
始
し
た
。「
ソ
バ

を
瑞
穂
の
観
光
資
源
の
ひ
と
つ
に
成
長
さ
せ
、
ま
ち
の

活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
」。
白
い
花
が
咲
き
誇
る

ソ
バ
畑
の
美
し
い
風
景
が
青
年
部
の
メ
ン
バ
ー
の
心

を
動
か
し
た
。

メ
ン
バ
ー
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
「
そ
ば
打
ち
」。

メ
ン
バ
ー
全
員
で
そ
ば
打
ち
の
練
習
を
重
ね
る
一
方

で
、
町
内
の
休
耕
田
を
借
り
て
ソ
バ
栽
培
も
始
め
た
。

畑
一
面
に
白
い
花
が
咲
い
た
こ
ろ
に
は
写
生
大
会
、

住
民
参
加
に
よ
る
ソ
バ
の
収
穫
体
験
、
メ
ン
バ
ー
が
打

っ
た
新
そ
ば
の
試
食
会
な
ど
ソ
バ
栽
培
の
過
程
を
イ

ベ
ン
ト
化
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
事
業
を
展
開
し
た
。

事
業
開
始
か
ら
今
年
で
五
年
。
今
で
は
メ
ン
バ
ー
全

員
が
、
そ
ば
を
打
て
る
よ
う
に
な
り
、「
そ
ば
打
ち
道

場
」
と
銘
打
っ
て
、
そ
ば
打
ち
か
ら
試
食
ま
で
を
メ
ニ

ュ
ー
化
し
た
体
験
教
室
を
開
い
て
い
る
。
地
域
の
食
に

対
す
る
理
解
や
、
瑞
穂
で
の
思
い
出
づ
く
り
の
機
会
を

提
供
す
る
の
が
ね
ら
い
。
学
校
や
各
集
落
、
他
市
町
か

ら
の
申
し
込
み
も
あ
り
好
評
だ
。

ま
た
、
瑞
穂
産
ソ
バ
一
〇
〇
％
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
麺

と
、
つ
ゆ
も
開
発
。
青
年
部
長
を
務
め
る
武
内
秀
樹
さ

ん
は
今
後
の
構
想
に
つ
い
て
、「
特
産
の
黒
豆
の
粉
末

な
ど
を
使
っ
た
個
性
あ
る
麺
づ
く
り
や
、
空
き
店
舗
な

ど
を
利
用
し
て
、
そ
ば
打
ち
が
楽
し
め
る
ソ
バ
屋
の
開

業
な
ど
も
手
が
け
て
い
き
た
い
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

ソ
バ
の
魅
力

瑞
穂
地
区
で
、
そ
ば
料
理
店
を
営
む
沖
哲
司
さ
ん
。

瑞
穂
産
ソ
バ
に
惚
れ
込
む
一
人
だ
。「
こ
の
辺
り
は
ソ

バ
栽
培
に
と
っ
て
の
自
然
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
生

産
さ
れ
た
ソ
バ
の
質
に
関
し
て
、
何
ら
引
け
目
を
感
じ

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
香
り
も
良
い
」
と
絶
賛
す
る

沖
さ
ん
は
今
年
の
五
月
か
ら
瑞
穂
産
の
ソ
バ
だ
け
を

使
用
し
て
い
る
。

健
康
食
材
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
ソ
バ
。
八
種
類
の

必
須
ア
ミ
ノ
酸
を
含
む
良
質
な
タ
ン
パ
ク
質
や
、
カ
ル

シ
ウ
ム
、
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
が
多
く
、
血
管
を
強
化
し
て

脳
卒
中
な
ど
を
防
ぐ
ル
チ
ン
、
脳
の
記
憶
細
胞
の
破
壊

な
ど
を
防
ぐ
ソ
バ
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
な
ど
も
含
む
う
え
、

ソ
バ
に
含
ま
れ
る
ア
ミ
ノ
酸
に
は
脂
肪
増
加
の
抑
制
作

用
が
あ
る
。

沖
さ
ん
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
「
マ
ク
ロ
ビ
オ

テ
ィ
ッ
ク
」
を
、
そ
ば
料
理
に
取
り
入
れ
た
「
そ
ば
屋

版
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
」
を
今
年
四
月
か
ら
始
め
た
。

マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
玄
米
な
ど
の
全
粒
穀
物

を
中
心
に
野
菜
、
豆
類
、
海
藻
類
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と

り
、
肉
や
卵
な
ど
の
摂
取
を
控
え
る
食
事
法
だ
。

「
町
外
か
ら
訪
れ
る
お
客
さ
ん
は
地
元
産
の
食
を
求

め
て
い
る
し
、
地
域
の
人
に
と
っ
て
も
地
元
で
と
れ
た

も
の
を
食
す
る
の
が
何
よ
り
の
健
康
づ
く
り
」
だ
と
沖

さ
ん
。「
ソ
バ
を
広
め
る
の
が
、
わ
た
し
の
仕
事
。
自
信

を
持
っ
て
『
ソ
バ
の
ま
ち
・
瑞
穂
』
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き

た
い
」
と
話
す
。

消
費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
す
る

沖
さ
ん
は
毎
月
五
百
件
、「
稲
刈
り
真
っ
最
中
」
や
「
紅

葉
シ
ー
ズ
ン
到
来
」
な
ど
の
地
元
情
報
を
流
し
て
い
る
。

ソ
バ
の
生
産
体
制
の
充
実
へ

ソ
バ
の
増
産
を
目
指
し
今
年
七
月
、「
瑞
穂
そ
ば
生

産
組
合
」（
畠
中
勉
組
合
長
、
下
大
久
保
）
が
発
足
し
た
。

組
合
員
は
三
十
九
人
。
今
年
の
作
付
け
面
積
は
二
十
五

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
昨
年
よ
り
も
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
増
え
た
。

し
か
し
、「
収
穫
量
は
平
年
並
み
の
十
ト
ン
に
届
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
」
と
同
組
合
の
事
務
局
を
務
め
る
瑞

穂
町
農
業
公
社
の
軽
尾
孝
さ
ん
。
八
月
下
旬
か
ら
の
長

雨
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
近
年
シ
カ
に
よ

る
被
害
も
深
刻
だ
。

「
良
質
な
ソ
バ
の
生
産
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
農

家
の
連
携
を
図
っ
て
い
き
た
い
」
と
畠
中
組
合
長
。
生

産
体
制
の
充
実
と
と
も
に
、
特
産
品
と
し
て
販
路
の
拡

大
も
重
要
だ
と
話
す
。

瑞
穂
で
生
産
さ
れ
た
ソ
バ
は
、
八
〇
％
が
そ
ば
処
と

し
て
有
名
な
出
石
町
（
現
兵
庫
県
豊
岡
市
）
へ
卸
さ
れ
、

残
り
が
町
内
消
費
。
地
元
消
費
も
伸
ば
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

軽
尾
さ
ん
は
「
今
後
は
、
コ
ン
バ
イ
ン
や
乾
燥
機
な

ど
さ
ら
に
機
械
化
を
進
め
、
作
付
け
面
積
を
五
十
ヘ
ク

タ
ー
ル
ま
で
広
げ
て
い
き
た
い
」
と
し
て
い
る
。
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瑞
穂
地
区
で
平
成
十
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
ソ

バ
栽
培
。
作
付
け
面
積
は
年
々
増
加
し
、今

で
は
二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
広
が
っ
た
。

今
年
七
月
に
は
、そ
ば
生
産
組
合
も
発
足
し
、

増
産
に
向
け
た
体
制
も
整
っ
た
。

「
ソ
バ
の
ま
ち
」
を
目
指
し
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
が

始
ま
っ
た
。

14

沖哲司さん（橋爪）

瑞穂町農業公社・軽尾孝さん（東又）

青年部長・武内秀樹さん（橋爪） ソバの刈り取り（保井谷地内）

そばを打つ青年部員（平成１６年１１月，きょうと瑞穂まつり，和田）

め
ん

ど
こ
ろ



京
丹
波
町
総
合
計
画
審
議
会（
谷
勝
彦
会
長
）は
十

月
十
七
日
、地
元
須
知
高（
湊
敏
校
長
）の
生
徒
と
、ま

ち
の
魅
力
や
将
来
像
な
ど
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式

で
話
し
合
う「
ま
ち
づ
く
り
共
同
研
究
会
」を
同
高
で

開
催
。

高
校
生
た
ち
が
考
え
る
京
丹
波
町
の
魅
力
、思
い
描

く
ま
ち
の
将
来
像
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
研
究
会
は
、住
民
参
加
に
よ
る
計
画
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
、次
代
を
担
う
若
い
世
代
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
の
が
ね

ら
い
で
、同
審
議
会
の
委
員
六
人
と
同
高
の
一
年
生
か
ら
三
年

生
二
十
四
人
が
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
別
れ
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
い
ま
し
た
。

参
加
者
ら
は
ま
ず
、京
丹
波
町
か
ら
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
内
容

を
カ
ー
ド
に
書
き
出
し
て
い
っ
た
後
、そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
を「
自

然
」や「
特
産
物
」「
人
」「
施
設
」「
交
通
」な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
ご

と
に
分
類
し
、そ
れ
を
も
と
に
、町
内
の
既
存
の
地
域
資
源
を
生

か
し
て
将
来
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
で
き
る
か
を
話
し
合
い

ま
し
た
。

【取り組み名】 日本一の朝市
【究極の目標】
地球環境を守る!!
【内容（何を）】
sお年寄りが、ふるさとの味を作り、自然体験をしつつ
（収穫）、自然公園で朝市（食べ歩き）を行う。
s売上金は植林に利用!!

高校生が考える京丹波町の魅力には、「豊かな自然環境」やマツタケ、クリ、黒大豆などの「食材・
特産物」、それらを使った「おいしい加工品」「人がやさしい、人情味がある」「ホッケー、カヌーが
盛ん」などの意見が多くありました。
これらの魅力を生かし、将来どのような取り組みができるのかについて、グループごとにまとめ
られた結果をみると、豊かな自然環境を土台に、「自然エネルギー開発」や「環境にやさしいまち
づくり」の推進、豊富な食材・特産物を生かした「日本一の朝市」構想や、「健康長寿のまち」「人工
マツタケの栽培技術の確立による観光振興」など、高校生ならではの新鮮で、ユニークなまちづ
くり構想が打ち出されました。

そのほか、こんな構想もありました。

s秘境丹波でぜいたく（健康で長生きできる日本をつくる）
全国の高齢者が丹波自然公園に集まり、丹波の名産・マツタケ、黒豆をつまみに丹波ワインで乾杯！

s須高茸開発プロジェクト（須高ブランド世界へ発進）
須高生が（学校の）裏山で丹波マツタケに勝る「須高茸」を開発し、特許を取って、学校を充実させる。

s取り組み名なし（特産品いっぱいの自然豊かなまち）
自然を生かして、自然エネルギーで特産品を生産。「環境のまち」としての京丹波町も外へ発信するなど。

sにぎわいをつくるプロジェクト（人が来る・住む町づくり）
豊かな自然や特産物、観光名所、農林業体験や伝統芸能体験などを生かして人を呼び込むとともに、道路整備や病院
などの施設を充実させて住んでもらえるまちをつくる。

s観光松茸園（京丹波町観光客・人口倍増計画）
マツタケ山の復活（高齢者に依頼）。人工マツタケ栽培技術の確立（須高の食品科学科）。インターネット、新聞で宣伝
するなど    
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高校生が考える
まちの魅力・将来像

将来のまちづくりを
須知高生と共同研究

審議会委員らとワークショップに取り組む須知高生（須知高）

グループで考えたまちづくり構想を発表

【取り組み名】 輝け！ 長老山
【究極の目標】
長老山でPRすることによって、京丹波町の
良さを知ってもらい、若い人にも住んでもら
う!
町のシンボル作りと、３町が一つになる!!
【だれが】
京丹波町のお年寄りと若い人（お年寄りと若
い人の交流）
【内容（何を）】
s自然エネルギー（仏主の水車で水力発電や、
長老山で風力発電や太陽光パネルなど）と、
高校生が自転車をこいでの発電（体力づく
り）で得た電力を使って、長老山（七色の木）
をイルミネーション。
　時期：夏休み（２回目）
s大量のホタルを放して長老山を光らせる。
⇒ホタルを増やすために、まずゴミ拾い（自
然保護）
時期：６月（１回目）
来てくださった人に丹波黒豆の加工品（須
高の食品科学科）をふるまう!!
販売も。（利益は運営費）

まとめ

総合計画
審議会情報
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地方の道路整備は
まだまだ不十分

道路特定財源制度による財源の確保が不可欠です
構造改革の一つとして、道路特定財源の見直し論が活発化しています。

「道路整備はかなり進んだ」「道路特定財源の役割は終わった」というような声も
聞こえてきますが、地方の道路整備はまだまだ十分だといえる状況にはありません。

道路特定財源がおびやかされることは
「地方の切り捨て」といえるのではないでしょうか。

道路特定財源とは
消費税などと異なり、受益者負担の考え方に基づき、使途

を特定して道路網の整備などにあてる目的で税制度の中に
位置づけられているガソリン税や自動車重量税などの収入
財源。
近年、道路整備が進み、特定財源の目的は達したとして、
国家財政の硬直化の中で、一般財源化への見直しの意見が
出ています。

改
良
を
要
す
る
道
路
が

ま
だ
多
く
存
在
。

防
災
面
で
も
不
安
要
素
が

京
都
府
内
に
お
け
る
一
般
道
路
の
改
良
率
は
、

府
管
理
道
路
の
改
良
率
が
五
六
・
七
％（
平
成

十
五
年
四
月
一
日
現
在
）で
、全
国
平
均
六
八
・

七
％
に
比
べ
低
い
状
況（
全
国
四
十
位
）に
あ

り
ま
す
。

高
規
格
道
路
に
つ
い
て
は
、計
画
に
対
す
る

供
用
率
は
約
七
割
に
進
展
し
て
い
ま
す
が
、

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
果
を
い
っ
そ
う

発
揮
す
る
た
め
に
は
、京
都
縦
貫
自
動
車
道（
京

丹
波
町
・
丹
波
Ｉ
Ｃ
―
綾
部
市
・
安
国
寺
Ｉ
Ｃ
）

な
ど
の
早
期
完
成
が
必
要
で
あ
り
、地
元
に

住
む
わ
た
し
た
ち
の
切
実
な
願
い
で
す
。

一
方
、町
道
に
お
い
て
は
、改
良
率
が
平
成

十
七
年
度
末
で
五
四
・
六
％
。
拡
幅
改
良
を
要

す
る
生
活
道
路
が
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
道
路
は
十
分
に
整
備
さ
れ

た
」「
道
路
整
備
は
も
う
必
要
な
い
」
な
ど
と

は
、と
て
も
い
え
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、本
町
の
よ
う
な
中
山
間
地
域
で
は
、

大
雨
に
よ
る
土
砂
災
害
な
ど
が
起
こ
り
や
す

く
、こ
れ
に
よ
っ
て
道
路
が
寸
断
さ
れ
る
と
、

地
域
に
よ
っ
て
は
孤
立
状
態
に
な
り
、日
常
生

活
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
り
、防

災
面
を
み
て
も
、ま
だ
ま
だ
道
路
整
備
は
必

要
で
す
。

主
要
な
移
動
手
段
は
車
。

そ
の
た
め
、道
路
は
不
可
欠

公
共
交
通
網
が
未
発
達
な
中
山
間
地
域
に

お
い
て
は
、自
動
車
が
な
い
と
生
活
で
き
な
い

状
態
で
、日
々
の
暮
ら
し
に
不
可
欠
な
道
路

整
備
は
、ま
だ
ま
だ
必
要
で
す
。

ま
た
、山
間
部
な
ど
に
は
、ま
だ
ま
だ
せ
ま

い
道
路
が
多
く
、一
車
線
し
か
な
い
た
め
に
大

型
車
両
や
一
般
車
両
と
の
す
れ
違
い
が
ス
ム

ー
ズ
に
で
き
な
い
地
域
が
多
く
あ
り
、曲
が
り

く
ね
っ
た
急
な
Ｓ
字
カ
ー
ブ
が
続
く
な
ど
、運

転
し
に
く
く
危
険
な
と
こ
ろ
も
多
く
み
ら
れ

ま
す
。

さ
ら
に
未
改
良
道
路
の
多
い
山
間
部
な
ど

で
は
、病
院
へ
の
搬
送
に
時
間
が
か
か
っ
て
し

ま
い
、助
か
る
命
も
助
か
ら
な
い
事
態
が
危
ぶ

ま
れ
る
な
ど
、わ
た
し
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
も
道
路
整
備
は
必
要
で
す
。

道
路
は
、地
域
活
性
化
の

頼
み
綱
で
す

過
疎
化
が
進
み
、都
市
圏
に
比
べ
て
人
口
も

少
な
い
地
方
で
は
、必
然
的
に
公
共
交
通
網

が
未
発
達
で
あ
り
、本
町
に
お
い
て
も
町
民
の

日
常
生
活
や
経
済
活
動
は
大
き
く
道
路
に
依

存
し
て
い
ま
す
。

農
村
の
豊
か
な
自
然
や
豊
富
な
食
材
を
生

か
し
た
都
市
・
農
村
交
流
の
促
進
や
、既
存
の

観
光
資
源
を
生
か
し
た
交
流
人
口
の
増
加
、

企
業
誘
致
な
ど
本
町
の
今
後
の
活
性
化
を
考

え
る
う
え
で
、道
路
は
「
頼
み
綱
」
で
も
あ
り

ま
す
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、道
路
は
医
療
・

福
祉
・
産
業
・
防
災
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
住
民
生

活
の
基
盤
で
あ
り
、地
域
の
活
性
化
や
福
祉

の
向
上
を
図
る
た
め
に
も
、地
方
に
お
け
る
道

路
の
果
た
す
役
割
や
重
要
性
を
十
分
に
認
識

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

せまい道

京都縦貫自動車道丹波IC（須知）。
丹波─綾部間の早期完成が待たれる。

平成１６年１０月、台風２３号の爪あと。防災面においても道路の整備は、
まだまだ必要（質志地内）

急なS字カーブが連続するせまい道（府道和知市島線，大簾地内）

現在整備中の国道２７号下山バイパス（下山地内）

主要地方道丹波三和線（下山　知野辺地内）
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﹇
第
４
回
﹈

地
域
振
興
組
織﹇
１
﹈

広
島
県
安
芸
高
田
市
の
地
域
振
興
組
織

「
シ
リ
ー
ズ
・
地
域
自
治
の
ス
ス
メ
」で
は
、「
地
域
自

治
」に
よ
る
、住
民
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
ま
す

前
回
は
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
担
う
住
民
組
織
と
し
て
、「
行
政
区
・
自
治
会
」
、

「
地
域
振
興
組
織
」
、「
テ
ー
マ
型
住
民
組
織
」
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
な
ど
を
み

て
き
ま
し
た
が
、今
回
か
ら
は
、そ
の
中
で
も
「
地
域
振
興
組
織
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、

全
国
の
地
域
振
興
組
織
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
先
進
事
例
や
、町
内
の
既
存
の
地
域

振
興
組
織
の
概
要
な
ど
を
数
回
に
わ
た
っ
て
み
て
い
き
ま
す
。

初
回
は
、「
住
民
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
の
先
進
事
例
と
し
て
全
国
の
注
目

を
集
め
て
い
る
広
島
県
安
芸
高
田
市
に
お
け
る
地
域
振
興
組
織
の
取
り
組
み
を
紹
介

し
ま
す
。

地
域
振
興
組
織
設
置
の
背
景

安
芸
高
田
市
は
広
島
県
北
部
に
位
置
し
、

面
積
は
五
三
八
・
一
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
。
平
成
十
六
年
三
月
一
日
、
高
田
郡
六

町
（
吉
田
町
、
八
千
代
町
、
美
土
里
町
、

高
宮
町
、
甲
田
町
、
向
原
町
）
が
合
併
し

誕
生
。
戦
国
武
将
・
毛
利
元
就
が
生
涯
を

過
ご
し
た
地
と
し
て
も
有
名
な
安
芸
高
田

市
は
、
水
と
緑
が
調
和
し
た
豊
か
な
自
然

と
質
の
高
い
文
化
に
育
ま
れ
た
田
園
都
市

で
す
。

「
住
民
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を

重
要
施
策
に
掲
げ
る
安
芸
高
田
市
に
は
現

在
、
市
全
域
に
三
十
二
の
地
域
振
興
組
織

（
法
人
格
な
し
の
任
意
組
織
）
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
住
民
自
治
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

の
先
進
事
例
と
し
て
全
国
的
に
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

高
田
郡
六
町
合
併
協
議
会
に
お
い
て
策

定
さ
れ
た
「
新
市
建
設
計
画
」
の
中
で
、

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
一
つ
の
視
点
と
し

て
「
住
民
自
治
を
柱
に
据
え
た
ま
ち
づ
く

り
」
が
示
さ
れ
、
住
民
が
地
域
の
こ
と
を

自
ら
の
こ
と
と
し
て
共
に
考
え
行
動
し
、

成
果
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
地
域

振
興
組
織
」
の
設
置
を
、
合
併
後
の
ま
ち

づ
く
り
の
主
要
施
策
と
し
て
確
認
し
ま
し

た
。こ

れ
に
よ
り
、
安
芸
高
田
市
の
発
足
ま

で
に
、
各
旧
町
の
全
域
に
お
い
て
地
域
振

興
組
織
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
概
要

安
芸
高
田
市
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
地

域
自
治
シ
ス
テ
ム
の
概
要
は
図
１
に
示
す

と
お
り
。
三
十
二
の
地
域
振
興
会
の
組
織

の
規
模
は
五
十
―
二
千
戸
程
度
ま
で
。
範

囲
は
旧
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
図
ら
れ
て

き
た
大
字
単
位
や
小
学
校
区
単
位
が
主
と

な
っ
て
お
り
、
区
域
内
の
団
体
や
住
民
は
、

す
べ
て
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
が
原

則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
組
織
の
設
立
時
期
は
三
十
年
以
上
活

動
し
て
い
る
組
織
か
ら
、
合
併
を
機
に
結

成
し
た
組
織
ま
で
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
。
各

組
織
は
、
一
世
帯
あ
た
り
二
百
―
三
千
円

の
年
会
費
を
集
め
、
市
か
ら
の
活
動
助
成

金
や
イ
ベ
ン
ト
の
収
益
、
寄
付
な
ど
を
財

源
と
し
て
地
域
振
興
活
動
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
各
地
域
振
興
会
の
活
動
連
携
な

ど
を
図
る
た
め
、
旧
町
単
位
に
六
つ
の
地

域
振
興
連
合
組
織
が
あ
り
、
支
所
が
そ
の

事
務
局
を
担
っ
て
い
ま
す
。

■
財
政
支
援

同
市
は
、
組
織
運
営
や
事
業
活
動
を
育

成
す
る
た
め
、
六
つ
の
連
合
組
織
に
対
し

て
一
定
の
財
政
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
、
各
連
合
組
織
は
管
轄
の

地
域
振
興
会
に
ど
の
よ
う
に
分
配
を
行
う
の

か
を
協
議
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
財
政
支
援
に

は
、「
地
域
振
興
組
織
」
や
「
地
域
振
興
連

合
組
織
」
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
、
各

組
織
の
自
発
的
な
取
り
組
み
を
誘
導
す
る
役

割
が
あ
り
ま
す
。

■
人
的
支
援

同
市
で
は
、
地
域
振
興
組
織
の
活
動
方

法
や
、
住
民
と
行
政
と
の
協
働
の
あ
り
方

な
ど
に
つ
い
て
指
導
助
言
を
行
う
「
地
域

振
興
推
進
員
」
を
設
置
。
ま
た
、
市
職
員

自
ら
も
地
域
の
一
員
と
し
て
、
地
域
活
動

へ
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
各
種
制
度
の
紹

介
や
市
内
の
動
き
な
ど
の
情
報
提
供
を
通

じ
て
、
住
民
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
、

継
続
的
な
地
域
活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
旧
町
ご
と
に
支
援
窓
口
の

設
置
や
、
行
政
が
行
う
支
所
別
懇
談
会
、

地
域
振
興
会
が
主
催
す
る
自
治
懇
談
会
、

各
種
団
体
が
主
催
す
る
団
体
別
懇
談
会
を

通
じ
て
、
住
民
と
の
「
対
話
の
場
」
を
積

極
的
に
設
け
て
い
ま
す
。

■
ま
ち
づ
く
り
委
員
会

同
委
員
会
は
、
地
域
振
興
会
の
代
表
な

ど
を
含
め
三
十
人
で
構
成
。
三
十
二
の
地

域
振
興
会
活
動
の
継
続
と
充
実
を
図
る
た

め
の
サ
ポ
ー
ト
や
、
町
の
各
種
計
画
策
定

へ
の
参
画
、
新
市
建
設
計
画
の
チ
ェ
ッ
ク
、

地
域
課
題
の
施
策
へ
の
反
映
、
主
要
施
策

の
協
議
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
協
議
を
通
じ

て
、
住
民
と
行
政
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

 

安
芸
高
田
市
の
三
十
二
の
地
域
振
興
組

織
の
中
で
も
、
古
く
か
ら
取
り
組
ま
れ
、

先
進
地
と
し
て
全
国
各
地
か
ら
視
察
な
ど

が
相
次
ぐ
旧
高
宮
町
川
根
地
区
の
「
川
根

振
興
協
議
会
」
を
紹
介
し
ま
す
。

旧
高
宮
町
の
中
で
も
島
根
県
と
の
県
境

に
位
置
す
る
川
根
地
区
は
十
九
の
集
落
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
地
区
で
は
早
く

か
ら
後
継
者
不
足
・
過
疎
化
・
高
齢
化
が

深
刻
化
。
将
来
へ
の
危
機
感
か
ら
、
こ
う

し
た
地
域
課
題
を
全
地
域
住
民
で
考
え
、

住
民
自
ら
の
力
で
こ
れ
か
ら
の
地
域
振
興

に
努
力
し
よ
う
と
、
昭
和
四
十
七
年
に
「
川

根
振
興
協
議
会
」
が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

活
動
内
容
は
、
農
業
振
興
や
特
産
品
開

発
、
地
域
福
祉
活
動
、
日
用
品
の
販
売
、

青
少
年
の
健
全
育
成
、
伝
統
芸
能
や
祭
り

の
保
存
、
雇
用
を
創
出
す
る
地
域
開
発
ま

で
生
活
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

同
協
議
会
は
、
従
来
の
よ
う
な
要
求
型

の
組
織
で
は
な
く
、
地
域
で
何
が
で
き
る

の
か
を
考
え
、
行
政
に
提
案
で
き
る
組
織

づ
く
り
を
図
っ
て
き
た
の
で
す
。

●
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
川
根

中
学
校
が
廃
校
に
な
る
の
を
機
に
、
学

校
と
は
違
っ
た
文
化
を
地
域
に
創
出
し
よ

う
と
、
地
域
全
体
を
「
川
根
自
然
博
物
館
・

川
根
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
捉
え
、

そ
の
拠
点
施
設
に
学
校
跡
地
の
利
用
を
町

に
提
案
し
、
実
現
し
た
の
が
「
エ
コ
ミ
ュ

ー
ジ
ア
ム
川
根
」
で
す
。
同
協
議
会
を
中

心
と
す
る
二
十
団
体
が
出
資
す
る
エ
コ
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
川
根
運
営
協
会
が
同
施
設
を

運
営
。
何
か
ら
何
ま
で
地
域
が
運
営
す
る

宿
泊
施
設
に
は
年
間
約
六
千
人
が
訪
れ
、

地
区
外
と
川
根
を
つ
な
ぐ
交
流
の
場
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
お
好
み
住
宅

学
校
存
続
に
は
、
子
ど
も
の
い
る
若
者

定
住
が
必
要
だ
と
考
え
、
入
居
者
が
住
宅

の
設
計
段
階
か
ら
参
加
で
き
る
「
お
好
み

住
宅
」
を
町
に
提
案
。
家
賃
は
月
額
三
万

円
で
、
二
十
年
住
み
続
け
る
と
住
宅
は
そ

の
住
人
の
も
の
に
な
る
と
い
う
仕
組
み
で

す
。
現
在
、
十
六
世
帯
七
十
三
人
が
入
居

し
、
小
学
校
の
全
児
童
の
う
ち
、
こ
の
住

宅
か
ら
通
う
子
ど
も
が
約
半
数
を
占
め
て

い
ま
す
。

●
ふ
れ
あ
い
マ
ー
ケ
ッ
ト

農
協
の
統
廃
合
に
よ
り
、
店
舗
や
給
油

所
が
廃
止
さ
れ
た
の
を
機
に
、
農
協
か
ら

施
設
を
譲
り
受
け
、
一
戸
あ
た
り
千
円
を

出
資
し
て
、「
ふ
れ
あ
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
」「
ふ

れ
あ
い
ス
タ
ン
ド
」
と
し
て
運
営
。
経
営

も
地
元
住
民
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
店
が
な
く
な
る
と
、
地
区
外
ま
で
買

い
物
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た

め
、
住
民
に
と
っ
て
こ
の
店
の
存
在
価
値

は
大
き
い
も
の
で
す
。

事業展開

専門家
大学関係者
地域振興
アドバイザー

招致・指導
・提言

参画 連絡
連携 調整
情報 行動

参画 連絡
連携 調整
情報 行動

提案・議決
課題共有
情報共有

説明 招致

職員・関係者

報告・提案

財政支援
人的支援
情報提供

懇談会
課題共有
情報共有

財政支援
人的支援
情報提供

連携
行動

施策
予算措置

情報提供・助言
相談・要望

全市を対象とした課題解決

地域レベルでの課題解決

地域活動の実践
イベント・ワークショップ・
スポーツ・文化・
教育・環境・産業

まちづくり委員会

地域振興連合組織
６組織

地域振興組織
３２組織

住　　民

行政
（市長）

市議会

各支所

自治振興部
地域振興課

川
根
振
興
協
議
会
の
概
要

【図1】

地元住民らが運営するふれあいマーケット
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め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
現
代
社

会
、
さ
ら
な
る
快
適
さ
と
ス
ピ
ー
ド

化
を
追
求
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
の

日
常
生
活
。
そ
の
影
で
、
何
か
を
見

落
と
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
思
い
か
ら

今
回
、
特
集
「
民
俗
芸
能
」
を
組
ん
だ
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
な
く
、
人

び
と
の
心
や
地
域
の
つ
な
が
り
も
、

ど
こ
と
な
く
都
会
化
し
て
き
て
い
る

中
、
地
域
に
息
づ
く
伝
統
芸
能
は
、

わ
た
し
た
ち
が
、
つ
い
見
失
い
が
ち

に
な
る
美
し
い
農
山
村
の
あ
る
べ
き

姿
や
、
田
舎
な
ら
で
は
の
良
さ
を
心

に
つ
な
ぎ
と
め
て
く
れ
て
い
る
存
在

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
十
一
月
は
文

化
財
保
護
強
調
月
間
。
今
月
二
十
五

日
、
二
十
六
日
に
は
京
丹
波
町
文
化

祭
が
、
ま
た
、
二
十
五
日
に
道
の
駅
「
和
」

道
路
情
報
セ
ン
タ
ー
の
伝
統
芸
能
常

設
館
で
は
、
和
知
人
形
浄
瑠
璃
や
和

知
太
鼓
、
小
畑
万
歳
の
公
演
も
あ
る
。

深
ま
る
丹
波
高
原
の
秋
、
地
域
の
文

化
に
ふ
れ
、
こ
の
ま
ち
の
良
さ
を
見

つ
め
な
お
す
の
も
良
さ
そ
う
だ
。（

Ｙ
）

編
集
後
記

TO
W

N
N

EW
S 2006

フラッシ
ュ

青
少
年
育
成
協
会
が
発
足

町
内
八
小
学
校
が
陸
上
競
技
で
集
う

花
植
え
や
読
み
聞
か
せ
で

人
権
擁
護
委
が
啓
発
活
動

十
月
二
十
日
、町
中
央
公
民
館
で「
京

丹
波
町
青
少
年
育
成
協
会
」
の
設
立
総

会
が
行
わ
れ
、町
や
議
会
、学
校
関
係
者
、

保
護
司
会
な
ど
各
団
体
の
代
表
者
ら
約
二

十
人
が
出
席
。
家
庭
・
学
校
・
地
域
が
一
体
と

な
り
、青
少
年
が
主
体
的
に
「
生
き
る
力
」
を
獲

得
す
る
た
め
の

環
境
づ
く
り
や
、命
・
人
権
が
大
切

に
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

む
と
す
る
本
年
度
の
活
動
方
針
な

ど
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

役
員
に
は
、会
長
に
松
原
茂
樹

町
長
、副
会
長
に
は
岩
崎
正
子
さ

ん（
富
田
）、谷
勝
彦
さ
ん（
質
美
）

が
選
ば
れ
ま
し
た
。

人
権
の
花
運
動（
法
務
省
・
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
主
唱
）の

取
り
組
み
が
、十
月
十
八
日
、三
ノ
宮
小（
大
西
弘
二
校
長
・
児
童
数
五

十
七
人
）で
あ
り
、全
校
児
童
が
町
内
の
人
権
擁
護
委
員
ら
と
と
も
に
、

人
権
の
花
・
ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え
ま
し
た
。

こ
の
取
り
組
み
は
、花
の
栽
培
を
通
じ
て
児
童
の
情
操
を
豊
か
に
し
、

人
権
意
識
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、今
年
度
町
内
で
は
同

小
の
ほ
か
に
、丹
波
ひ
か
り
小
、和
知
小
が
取
り
組
み
ま
し
た
。

こ
の
日
、三
ノ
宮
小
で
は
、ス
イ

セ
ン
の
球
根
を
植
え
た
後
、低
学
年

児
童
を
対
象
に
人
権
擁
護
委
員
が

人
権
教
室
を
行
い
、絵
本
の
読
み

聞
か
せ
な
ど
を
通
じ
て
、友
だ
ち
を

大
切
に
す
る
こ
と
や
、仲
間
へ
の
思

い
や
り
の
重
要
性
を
呼
び
か
け
ま

し
た
。

平
成
十
八
年
度
京
丹
波
町
小
学
生
陸
上
運
動
交
歓
記
録
会
が
十
月
四
日
、府

立
丹
波
自
然
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
で
行
わ
れ
、町
内
八
小
学
校
の
五
・
六
年
の

児
童
ら
三
百
四
十
六
人
が
参
加
。
百
メ
ー
ト
ル
や
走
り
幅
跳
び
、ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

投
げ
な
ど
七
種
目
の
競
技
で
記
録
を
競
い
合
う
と
と
も
に
、仲
間
と
の
交
流
を

深
め
ま
し
た
。

同
記
録
会
は
、合
併
前
、旧
町
ご
と
に
行
わ
れ

て
い
た
も
の
で
、今
回
は
京
丹
波
町
発
足
後
初
め

て
の
開
催
。
開
会
式
で
は
、児
童
を
代
表
し
て
下

山
小
六
年
の
澤
田
塁
さ
ん
が
「
力
い
っ
ぱ
い
競
技

し
、仲
間
と
の
友
情
を
深
め
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
」

と
宣
誓
し
ま
し
た
。

児
童
た
ち
は
保
護
者
な
ど
の
声
援
を
受
け
、新

記
録
を
目
指
し
て
懸
命
に
競
技
を
行
う
と
と
も

に
、競
技
を
終
え
た
後
は
互
い
の
記
録
を
確
認
し

合
う
な
ど
し
て
交
流
を
深
め
て
い
ま
し
た
。
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設立総会であいさつする松原町長
（町中央公民館）

絵本を見ながら、思いやりの
大切さを学ぶ児童（三ノ宮小）

全
国
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
で

京
丹
波
町
が
入
賞

こ
の
ほ
ど
行
わ
れ
た
「
平
成
十
八
年
全
国
広
報
コ

ン
ク
ー
ル
」（
社
団
法
人
日
本
広
報
協
会
主
催
）
の
広

報
紙
町
村
の
部
に
お
い
て
、
広
報
京
丹
波
（
創
刊
号
、

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
発
行
）
が
入
賞
し
ま
し

た
。
こ
の
受
賞
を
励
み
に
、
さ
ら
に
充
実
し
た
広
報

活
動
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

口
丹
波
駅
伝
で
蒲
生
野
中
が
優
勝

「
口
丹
波
中
学
校
駅
伝
競
走
大
会
」（
口
丹
波
中
学
校
体
育
連
盟

主
催
）
が
十
月
十
四
日
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
み
ず
ほ
で
行
わ
れ
、

本
町
か
ら
蒲
生
野
中
、
瑞
穂
中
、
和
知
中
が
出
場
。
女
子
の
部
で

蒲
生
野
中
が
初
優
勝
。

こ
の
日
は
、
さ
わ
や
か
な
秋
晴

れ
に
恵
ま
れ
、
選
手
た
ち
は
沿
道

に
詰
め
掛
け
た
保
護
者
ら
の
声
援

を
受
け
て
力
強
い
走
り
を
見
せ
て

い
ま
し
た
。
優
勝
メ
ン
バ
ー
は
次

の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

一
谷
奈
歩
（
蒲
生
野
中
・
一
年
）

▼
鈴
木
柚
（
同
）
▼
平
井
伶
奈

（
同
・
二
年
）
一
谷
麻
美
（
同
）

▼
一
谷
維
（
同
）

広報京丹波（創刊号）全国コンクール入賞

防
犯
推
進
委
・
北
村
さ
ん
に
、府
警
本
部
か
ら
感
謝
状

南
丹
船
井
防
犯
推
進
委
員
協
議
会
瑞
穂
支
部

長
の
北
村
辰
男
さ
ん
（
和
田
）
に
こ
の
ほ
ど
、

同
氏
の
約
四
十
年
間
に
わ
た
る
地
域
安
全
活
動

へ
の
貢
献
に
対
し
、
京
都
府
警
本
部
長
か
ら
感

謝
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

府警本部長から感謝状
を受けた北村辰男さん

ゴールテープをきるアンカーの
一谷維さん（グリーンランドみずほ）

黒
豆
収
穫
体
験
イ
ベ
ン
ト 

都
市
住
民
ら
で
に
ぎ
わ
う

和
知
地
区
北
部
五
集
落
で
つ
く
る
地
域
振
興
組
織
「
京
丹
波
町

北
部
振
興
会
」（
藤
田
正
之
会
長
）
が
十
月
二
十
一
日
、
西
河
内

区
公
民
館
周
辺
で
都
市
住
民
を
対
象
に
、
地
元
特
産
の
黒
大
豆
収

穫
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
取
り
組
み
は
、
農
作
物
の
収
穫
体
験
を
通
じ
て
地
域
の
良

さ
を
Ｐ
Ｒ
し
、
活
性
化
を
図
る
の
が
ね
ら
い
で
、
上
粟
野
区
出
身

の
梅
原
富
雄
さ
ん
が
現
在
、

大
阪
府
吹
田
市
で
経
営
す

る
ス
ー
パ
ー
と
タ
イ
ア
ッ

プ
し
た
も
の
。
こ
の
日
の

イ
ベ
ン
ト
に
は
同
ス
ー
パ

ー
の
顧
客
ら
約
百
人
が
参

加
し
、
さ
わ
や
か
な
秋
晴

れ
の
下
、
黒
大
豆
の
収
穫

を
体
験
し
た
後
、
摘
み
取

っ
た
ば
か
り
の
枝
豆
に
舌

鼓
を
打
っ
て
い
ま
し
た
。

おいしそうな黒豆を収穫し、満足する家族連れ
（西河内区公民館周辺）

森
消
防
団
長
に
「
府
民
の
消
防
賞
」

京
丹
波
町
消
防
団
長
・
森
良
行
さ
ん
（
安
栖

里
）
が
こ
の
ほ
ど
、
消
防
・
防
災
活
動
や
人
命

救
助
に
功
績
の
あ
っ
た
消
防
職
員
、
消
防
団
員

ら
を
た
た
え
る
第
二
十
四
回
京
都
新
聞
「
府
民

の
消
防
賞
」
を
受
賞
。

森
さ
ん
は
、
旧
和
知
町
消
防
団
長
当
時
か
ら

毎
月
一
日
を
「
災
害
ゼ
ロ
の
日
」
と
定
め
、
朝

夕
の
巡
回
広
報
な
ど
地
道
な
啓
発
活
動
に
汗
を

流
し
、
平
成
十
六
年
十
月
の
台
風
二
十
三
号
禍

で
は
団
長
と
し
て
住
民
の
避
難
誘
導
や
水
防
対
策
を
迅
速
に
進
め
、
被
害
を
最
小
限

に
食
い
と
め
る
な
ど
手
腕
を
発
揮
。
合
併
に
伴
う
旧
三
町
消
防
団
の
統
合
に
あ
た
っ

て
は
、
全
団
員
の
意
識
を
高
揚
・
総
括
し
、
新
消
防
団
の
消
防
力
の
強
化
に
並
々
な

ら
ぬ
情
熱
を
注
ぐ
な
ど
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
の
受
賞
で
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

府民の消防賞を受賞した森良行・消防団長

新記録目指してダッシュ（丹波自然運動公園
陸上競技場）

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
に
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
学
ぶ

国
内
外
で
活
躍
し
た
一
流
選
手
と
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
交
流
す
る
「
平
成
十

八
年
度
ス
ポ
ー
ツ
選
手
ふ
れ
あ
い
指
導
事
業
・
持
久
走
教
室
が
、十
月
十
七
日
、

丹
波
ひ
か
り
小（
今
泉
文
雄
校
長
、児
童
数
三
百
五
十
二
人
）で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、文
部
科
学
省
な
ど
が
推
進
す
る
「
子
ど
も
の
体
力
向
上
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の
指
導
に
よ

り
、子
ど
も
た
ち
が
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を

学
び
、運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
習
慣
の
形
成
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
日
の
教
室
で
は
、北
海
道
マ
ラ
ソ
ン
や

ソ
ウ
ル
国
際
マ
ラ
ソ
ン
で
優
勝
し
、世
界
で
活

躍
し
た
女
子
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
・
市
河
麻
由

美
さ
ん
を
講
師
に
、六
年
生
の
児
童
七
十
三

人
が
持
久
走
の
走
り
方
な
ど
を
教
わ
り
、実

際
に
市
河
さ
ん
と
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、

持
久
走
の
楽
し
さ
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。

交
通
安
全
啓
発
ポ
ス
タ
ー

コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催

町
内
の
小
学
生
を
対
象
と
し
た
交
通
安

全
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル（
南
丹
船
井

交
通
安
全
協
会
京
丹
波
支
部
主
催
）が
こ
の

ほ
ど
行
わ
れ
、応
募
作
品
三
百
二
十
五
点
の

中
か
ら
特
選
三
点
、優
秀
賞
六
点
、佳
作
十

二
点
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
通
じ

て
児
童
ら
の
交
通
安
全
意
識
を
高
め
る
と

と
も
に
、応
募
作
品
を
展
示
し
、町
民
の
交

通
安
全
意
識
の
普
及
・
浸
透
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
同
支
部
が
初
め
て
開
催
。
十
月
十
四

日
に
役
場
議
場
で
行
わ
れ
た
表
彰
式
で
は
、

入
賞
し
た
児
童
に
松
原
茂
樹
町
長
ら
か
ら

表
彰
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、十
月
十
三
日
か
ら
十
一
月
十
日
ま

で
、道
の
駅
「
丹
波
マ
ー
ケ
ス
」
な
ど
三
カ
所

で
作
品
の
展
示
が
行
わ
れ
、訪
れ
た
町
民
ら

は
子
ど
も
た
ち
の
作
品
を
見
な
が
ら
、交
通

安
全
意
識
を
新
た
に
し
て
い
ま
し
た
。

■
入
賞
者（
特
選
の
み
、敬
称
略
）

京
丹
波
町
長
賞

上
田
さ
く
ら

（
三
ノ
宮
小
・
六
年
）

南
丹
警
察
署
長
賞

細
見
青
葉

（
三
ノ
宮
小
・
四
年
）

南
丹
船
井
交
通

安
全
協
会
長
賞

大
西
実
佑

（
下
山
小
・一
年
）

 

講師の市河さんとランニングする児童たち
（丹波ひかり小）

作品展を訪れる家族連れ（道の駅・丹波マーケス）

人口 17,676(－15）
男 

8,394（－12）
女 

9,282（－ 3）
世帯数 6,493（＋ 1）

わたしたちの町

11月1日現在／（　）は前月比
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「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
や
、

互
い
に
支
え
合
い
、
助
け
合
う
心
な
ど
、

そ
ん
な
『
田
舎
な
ら
で
は
の
良
さ
』
を
い

つ
ま
で
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
話
す
の
は
、
平
成
三
年
か
ら
和
知
地
区

広
野
区
の
民
生
児
童
委
員
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
片
山
勝
紀
さ
ん
だ
。

片
山
さ
ん
は
、
十
五
年
間
に
わ
た
り
民

生
児
童
委
員
と
し
て
区
内
の
お
年
寄
り

の
相
談
や
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
な
ど
地

域
福
祉
の
向
上
と
推
進
に
尽
力
。
そ
の
功

績
が
認
め
ら
れ
こ
の
ほ
ど
、
社
会
福
祉
事

業
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
功
労
者
と
し
て
知
事

表
彰
を
受
賞
し
た
。

「
就
任
し
た
こ
ろ
は
、
各
ご
家
庭
と
の

信
頼
関
係
が
う
ま
く
築
け
な
い
こ
と
も

あ
り
、
戸
惑
い
や
、
し
ん
ど
さ
を
感
じ
る

と
き
が
多
く
あ
り
ま
し
た
」
と
片
山
さ
ん
。

当
時
を
振
り
返
り
苦
笑
い
を
浮
か
べ
る
も
、

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
な
ど
を
月
に

三
回
訪
問
し
て
話
し
相
手
に
な
り
、
と
き

に
は
買
い
物
の
手
伝
い
や
病
院
の
送
迎

な
ど
、
そ
の
地
道
で
熱
心
な
活
動
ぶ
り
に
、

区
民
か
ら
片
山
さ
ん
へ
寄
せ
ら
れ
る
信

頼
は
大
き
い
。

さ
ら
に
片
山
さ
ん
は
現
在
、
三
カ
月
に

一
回
、
区
内
の
お
年
寄
り
が
集
い
、
食
事

を
し
た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
し
て
交
流

を
深
め
る
「
あ
た
た
か
活
動
」
を
展
開
中
。

同
活
動
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
務
め
る
区

民
と
と
も
に
、
春
は
花
見
、
夏
は
流
し
そ

う
め
ん
、
秋
・
冬
は
あ
た
た
か
い
鍋
を
囲

む
な
ど
、
高
齢
者
の
憩
い
の
場
を
設
け
て

い
る
。

「
お
年
寄
り
の
皆
さ
ん
は
、
三
カ
月
に

一
回
の
集
い
を
本
当
に
楽
し
み
に
さ
れ

て
い
ま
す
。
童
心
に
か
え
っ
て
笑
っ
た
り
、

ゲ
ー
ム
に
真
剣
に
な
っ
た
り
さ
れ
て
い

る
姿
を
見
る
と
、
そ
れ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
ま
す
」
と
片
山
さ
ん
。
こ
れ
か

ら
も
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
活
動
を
積
極
的

に
続
け
て
い
き
た
い
と
話
し
て
く
れ
た
。

少
子
高
齢
化
が
進
む
昨
今
、
区
内
を
見

て
も
約
半
分
が
高
齢
者
。
ま
た
、
全
国
的

に
子
ど
も
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
中
、

い
じ
め
や
虐
待
な
ど
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
お
び
や
か
す
事
件
が
増
え
て

い
る
の
は
非
常
に
悲
し
い
と
し
た
う
え
で
、

「
そ
う
い
う
社
会
情
勢
だ
か
ら
こ
そ
、
人

と
人
と
の
き
ず
な
、
ふ
れ
あ
い
が
大
切
。

地
道
な
活
動
で
す
が
、
そ
れ
が
住
民
の
皆

さ
ん
の
心
に
和
や
か
さ
や
ゆ
と
り
を
与
え
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
つ

な
が
れ
ば
い
い
で
す
ね
」
と
片
山
さ
ん
は
、

や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
で
締
め
く
く
っ
た
。

少子高齢化社会だからこそ、
人と人とのきずな、ふれあいが大切
社会福祉事業・ボランティア事業功労者知事表彰受賞

片山 勝紀さん（５９歳）広野
かた　 やま まさ き
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このコーナーは、町営バスの利用実態を皆さんにご理解いただくため、
毎月、１カ月間の路線ごとの町営バス利用状況をお知らせしています。

 
路線名

  利用者数（人）
   一般 生徒学生など 計

丹 波 和 知 線

丹 波 桧 山 線

高 原 下 山 線

竹 野 線

小 野 鎌 谷 線

猪鼻戸津川線

質 美 線

仏 主 線

長 瀬 線

才 原 大 簾 線

上 乙 見 線

合 計

丹 波 和 知 線

丹 波 桧 山 線

高 原 下 山 線

竹 野 線

小 野 鎌 谷 線

猪鼻戸津川線

質 美 線

仏 主 線

長 瀬 線

才 原 大 簾 線

上 乙 見 線

合 計

935（＋255）

109（＋037）

222（－015）

83（＋017）

344（＋052）

278（－058）

800（＋033）

383（－040）

494（＋009）

209（＋066）

52（＋003）

3,909（＋359）

　7月  

758

73

184

86

294

298

664

377

457

150

28

3,369

　8月  

1,081

112

265

51

241

288

646

472

597

176

55

3,984

　9月  

680

72

237

66

292

336

767

423

485

143

49

3,550

　10月  

935

109

222

83

344

278

800

383

494

209

52

3,909

3,778（＋134）

2,295（＋002）

2,997（＋231）

0（±000）

914（－032）

651（＋047）

1,561（＋075）

770（＋043）

764（＋030）

2,494（＋150）

2,024（＋060）

18,248（＋740）

4,713（＋0,389）

2,404（＋0,039）

3,219（＋0,216）

83（＋0,017）

1,258（＋0,020）

929（－0,011）

2,361（＋0,108）

1,153（＋0,003）

1,258（＋0,039）

2,703（＋0,216）

2,076（＋0,063）

22,157（＋1,099）

路線名

（　）は前月比

特集


