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京
丹
波
の
夜
空
を
彩
る

大
輪
の
花
火

丹波高原文化の郷づくり
Special Edition 同志社大学が京丹波町に提言



　

ま
ち
の
将
来
計
画「
京
丹
波
町
総
合

計
画
」の
基
本
構
想（
平
成
十
九
年
三

月
策
定
）に
掲
げ
る
十
年
後
の
ま
ち
の

将
来
像「
人
の
ぬ
く
も
り
と
ふ
れ
あ
い

が
奏
で
る
躍
動
の
ま
ち　

丹
波
高
原

文
化
の
郷
●
京
丹
波
」。本
町
は
昨
年

度
、こ
の
将
来
像
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
る「
丹
波
高
原
文
化
」に
つ
い

て
の
調
査
・
研
究
事
業
を
、同
志
社
大

学
政
策
学
部
・
井
口
貢
教
授
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル（
井
口
ゼ
ミ
）と
連
携
し
て
展

開
し
ま
し
た
。

　

同
事
業
は
、ま
ち
の
将
来
像
を
町
民

の
み
な
さ
ん
が
共
通
認
識
と
し
て
持

て
る
よ
う
、「
丹
波
高
原
文
化
」を
大
学

の「
人
材
」や「
知
」、「
外
の
視
点
」に
よ

る
考
察
を
も
っ
て
定
義
す
る
こ
と
や
、

｢

丹
波
高
原
文
化
」を
活
用
し
た
ま
ち

づ
く
り
の
展
開
手
法
の
調
査
・
研
究
な

ど
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
、今

年
三
月
に
は
井
口
ゼ
ミ
か
ら
、約
一
年

に
わ
た
る
調
査
結
果
を
ま
と
め
た「
京

丹
波
町―

丹
波
高
原
文
化―

二
〇
〇

八
年
度
調
査
・
研
究
事
業
報
告
書
」が

京
丹
波
町
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、同
報
告
書
を
も

と
に
学
生
た
ち
の
瞳
に
映
る
京
丹
波

の
姿
や
調
査
に
協
力
し
た
町
民
の
声
、

井
口
教
授
の
提
言
な
ど
を
交
え
、「
丹

波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
」を
め
ざ
す

京
丹
波
町
の
、今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の

あ
り
方
を
考
え
ま
す
。

さ
と

わ
た
し
た
ち
は
見
つ
け
た―

。

京
丹
波
が
持
つ
、揺
る
ぎ
な
い

「
個
性
の
核
」の
存
在
を
。

丹波高原文化のイメージ図
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丹波高原文化 の郷づくり
同志社大学連携事業「丹波高原文化調査・研究事業」Special Edition

　 同 志 社 大 学 が

京 丹 波 町 に 提 言
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◎井口ゼミが考察した「丹波高原文化」の定義 「京丹波町―丹波高原文化―2008年度調査・研究事業報告書」から

生活の中に存在するもの
京丹波の魅力を探った。豊かな「食」
と「自然」。いにしえの心息づく「伝統
芸能」や「行事」。また、食と自然を結
ぶ「農」や、自然と行事の間に存在す
る「習わし」、伝統芸能と行事にある
「信仰」、そして昔からの営みの中で
はぐくまれる食と伝統芸能に存在す
る｢営み」という要素。いずれも今まで
の生活の中で培われてきた。

キーワードは「人」
これら８つの要素の中に、「人」も
はっきりと定義することが重要。す
なわち、自然をうまく活用し、この地
に食を根づかせたのは「人」であり、
伝統芸能や地域の行事を守り支え
ているのは、まぎれもなく「人」であ
る。人を介して8つの要素が有機的
に結びつけられることで丹波高原
文化が構成される。

まちづくりの核に
以上のことから丹波高原文化は右
上の図のとおり。重要なのは8つの
要素を円で結ぶだけでなく、中心に
「人」を位置づけて、各要素を支える
というイメージをはっきりとさせるこ
とである。8つの要素を「人」が中で
支えることにより崩れにくい構造と
なるのである。こうした揺るぎないイ
メージは、「丹波高原文化」をまちづ
くりの核として、ビジョンをつくる作
業において重要である。

[シリーズ]和知診療所の方向性

新型インフルエンザに備えて

Dr’s Message いきいき健康術

英語に親しむ機会を
―新ＡＬＴとしてメリンダさんとジョエンさんが来日

交通網整備の充実を目指して
―三促進協議会

人権について考える機会を
―街頭啓発と「ひゅうまんシネマフェスタ２００９」を
　実施

夏祭り

2

No.47

りんご飴や金魚すくいなどの屋台が立ち並び、多くの
人でにぎわう「夏祭り」。今年もたんば夏まつりでは、夏
の夜空を鮮やかに彩る花火が打ち上げられ、訪れた
人々を幻想的な世界へ引き込みました。
（関連記事を16ページに掲載）
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ま
ち
を
歩
き

人
と
出
会
い

築
い
た

定
義
の
礎

　

同
志
社
大
・
井
口
ゼ
ミ
は
、

「
丹
波
高
原
文
化
」の
定
義
を
導

き
出
す
ま
で
に
、大
学
で
の
調

査
・
研
究
は
も
と
よ
り
、京
丹
波

町
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク（
現
地

調
査
）や
、町
民
と
の
座
談
会

（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）を
通
じ
て
、

ま
ち
の
現
状
や
魅
力
・
課
題
な

ど
の
情
報
収
集
に
力
を
注
ぎ
ま

し
た
。定
義
の
礎
は
ま
さ
に
、学

生
た
ち
が
ま
ち
を
歩
き
、町
民

と
出
会
い
、共
に
語
り
あ
っ
て
築

か
れ
た
も
の
で
す
。

　

町
民
と
学
生
、 

互
い
に

　

刺
激
し
あ
え
た
調
査
過
程

　

一
年
間
の
調
査
の
中
で
、フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
重
ね
た
井
口
ゼ
ミ
。昨
年
五
月

三
十
一
日
と
六
月
四
日
に
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
は
、道
の
駅
や
観
光
ス
ポ
ッ

ト
、重
要
文
化
財
な
ど
の
見
学
や
各
分
野

で
活
躍
し
て
い
る
町
民
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

通
じ
て
京
丹
波
町
の
魅
力
を
調
査
。そ
の

後
、八
月
二
十
九
日
に
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
は
、農
業
や
商
業
、福
祉
、教
育

な
ど
各
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
町
民
か
ら

現
状
や
課
題
、今
後
の
展
望
な
ど
を
聞
き

ま
し
た
。学
生
た
ち
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

か
ら
、京
丹
波
町
な
ら
で
は
の
活
用
可
能

な
資
源
が
十
分
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
や

各
分
野
の
現
状
・
課
題
を
つ
か
み
ま
し
た
。

　

次
に
井
口
ゼ
ミ
は
、自
分
た
ち
の「
第
三

者
視
点
」の
考
察
に
、実
際
に
地
域
で
暮
ら

す
住
民
の「
内
な
る
視
点
」を
加
え
、ま
ち
の

新
た
な
側
面
を
見
い
だ
し
て
い
こ
う
と
十

月
五
日
、歴
史
の
薫
り
漂
う
旧
須
知
小
講

堂
で
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
京
丹
波
の
魅
力―

同
志
社
大
生
と
語
ろ
う
」を
開
催
。学
生
と

町
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
ま
ち
の
誇

れ
る
宝
物
を
あ
げ
、そ
の
活
用
方
法
に
つ
い

て
ア
イ
デ
ア
を
出
し
あ
い
ま
し
た
。

　

学
生
た
ち
の
柔
軟
な
発
想
や
視
点
に
ふ

れ
た
町
民
。ま
た
、町
民
の
地
域
へ
の
思
い
や

愛
着
の
強
さ
を
感
じ
と
っ
た
学
生
た
ち
。互

い
の
考
え
方
や
思
い
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、

熱
心
に
語
り
あ
う
双
方
の
目
は
本
当
に
輝

い
て
い
ま
し
た
。

フィールドワークの様子。農家や商工業者、学校、各種団体、
Iターンの町民などから現状や課題、まちづくりへの思いなど
を聞きました。（上は三ノ宮小周辺、下は大迫にある飲食店内）

ワークショップ「京丹波の魅力～同志社大生と語ろう～」で、京丹波町の魅力について話しあ
う大学生と町民のみなさん。（旧須知小講堂、須知）

ワークショップでは、住民の視点と学生たちの「外からの視点」によって、地域の魅力を生か
すさまざまなアイデアが出されました。最後はグループで話しあった内容やアイデアを発表
し、参加者で情報を共有しました。

丹波高原文化の郷づくり
Special Edition 同志社大学が京丹波町に提言

大学生と京丹波町民、交差する内外の視点。

魅力の生かし方、外への発信がカギ。  まちを見つめなおす良い機会になった。
　同志社大生のみなさんの調査に役立てればと思
い、まちづくりへの思いなどをお話しました。こうした
取り組みを次のステップにつなげていくためにも、調
査結果を提供し、町民で共有することが大切でしょう。
　この地に移り住んで18年。田舎の不便さを差し引
いても、この住環境は魅力的です。山・川でのいろん
な体験を子どもたちに与えられる環境や豊かな産品
など、このまちの個性をどう生かすか、魅力の部分を
いかに外へ発信していくかが、これからのまちづくり
には重要ではないでしょうか。

　同志社大生のみなさんとのワークショップは、すべ
てが新鮮なものでした。わたしたちが日ごろ何気なく
見ている風景や当たり前すぎて意識しないものが、
学生のみなさんには「魅力」として映っている、そうし
た「外の視点」や柔軟な発想にふれられたことはとて
も新鮮でしたし、住んでいるまちを見つめなおす良い
機会になりました。町民の一体感をはぐくむために
も、こうした旧町の枠を超えて多くの町民が一堂に会
してまちづくりを語りあえる場や交流の機会を積み重
ねていくことが大切だと思います。

フィールドワークに協力した

永田隆郎さん（56）

ながた・たかお
平成３年に京都市から移住。現
在、桧山公民館職員として活躍。
大朴在住

ワークショップに参加した

文字倭子さん（75）

もんじ・しずこ
旧和知町婦人会長などを歴任。
現在、町消費生活グループ役員
として活躍。本庄在住

　1年間調査して、京丹波町に愛着がわいてきました。友
人と近くに来たときには「いい場所あるから」と誘って、道
の駅にぶらり、立ち寄ることもあります。これからのまちづく
りは「あるものをどう生かすか」が重要だと思います。

　「机の上だけの勉強ではいけない」ということに気づくこ
とができた今回の調査は、大きな経験になりました。京丹
波町には新鮮な農産物などさまざまな魅力があるので、外
へのPRにもっと力を入れるべきだと思います。

　町民のみなさんのまちへの愛着の強さを感じた一方で、
都会にはない魅力がたくさんあるのに、それを実感してい
る人は少ないと感じました。自然の中で生きていることを
プラスに変えていくことが大切だと思います。

　ワークショップを通じて京丹波の人の「つながりの強さ」
を感じました。いろんなコミュニティーで人がつながってい
るんだなと。時代が変わっても「変わらずそのままで」ある
べきものが、まちづくりには必要だと思います。

京丹波に愛着わき、プライ
ベートで立ち寄ることも。

奥村紫芳さん
（政策学部・4年、京都市出身）

まちの魅力のPRに、
もっと力を。

佐藤朋弥さん
（政策学部・4年、北海道出身）

都会にはないもの、磨けば
光る魅力がたくさんある。

大山 環さん
（政策学部・4年、大阪府出身）

人びとの「つながりの強さ」、
表に見えない魅力を知った。

八木翔介さん
（政策学部・4年、岐阜県出身）
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　丹波高原文化の調査研究事業において、井口
ゼミの先頭に立って引っ張った3人の大学院生。
果たして、調査を通じて3人の瞳に、魅力や課題な
ど京丹波町の姿はどのように映ったのでしょう。

学生たちの瞳に映る
丹波高原文化

高
齢
化
は
プ
ラ
ス
要
素
。

秘
め
た
可
能
性
は
大
き
い
。

そ
こ
に
は「
ほ
ん
も
の
」が
あ
る
。

郭 育仁
 Ikujin Kaku　　　　  さん

元井雄大
 Takehiro Motoi　　　　  　さん

池田優衣
 Yui Ikeda　　　　  　　　　さん

Interview　池田優衣 × 元井雄大 × 郭育仁

丹
波
町
の
強
み―

そ
れ
は「
都
会
に
近

い
田
舎
」。例
え
ば「
農
業
」。都
会
で
は

土
に
ふ
れ
る
機
会
す
ら
少
な
い
も
の
で
す
が
、

京
丹
波
に
行
け
ば
本
当
の
土
に
、森
に
ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
、「
食
育
」も
そ
う
、京
丹
波
で
な

ら
実
際
の
畑
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

教
え
ら
れ
る
ん
で
す
。京
丹
波
を
訪
れ
る
意
味

や
目
的
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、京
丹
波
だ
か
ら

こ
そ
実
現
で
き
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、し

か
も
都
市
近
郊
で
そ
う
し
た
環
境
が
あ
る
と
い

う
の
は
魅
力
で
す
。

　

今
回
、わ
た
し
た
ち
が
ま
と
め
た
報
告
書
が
、

京
丹
波
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け

に
、大
学
生
の
い
わ
ゆ
る「
ソ
ト
モ
ノ
視
点
」が
、

町
民
の
み
な
さ
ん
が
改
め
て
ま
ち
を
見
つ
め
な

お
す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

京

か
な
食
が
あ
り
、里
山
が
あ
り
、い
ろ

ん
な
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
、つ
か
み
ど

こ
ろ
が
な
い
。こ
れ
が
京
丹
波
町
の
第
一
印
象
で

し
た
。し
か
し
、調
査
し
て
い
く
中
で
見
え
て
き

た
も
の
は「
磨
け
ば
光
る
も
の
」が
多
く
あ
る
と

い
う
こ
と
。ど
こ
に
も
負
け
な
い
魅
力
が
あ
り

な
が
ら
、ア
ピ
ー
ル
で
き
て
い
な
い
だ
け
で
、実

は
元
気
な
ま
ち
で
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

を
秘
め
た
ま
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。一
年
間
調
査
に
携
わ
り
、今
、京
都
市
で
暮

ら
し
て
い
る
と
、京
丹
波
産
の
も
の
を
目
に
す

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。だ
か
ら
い
か
に
認

識
さ
せ
ら
れ
る
か
、そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
び

と
が
地
域
資
源
を
再
認
識
し
、「
京
丹
波
な
ら

で
は
の
も
の
」と
し
て
誇
り
を
持
っ
て
発
信
し
て

い
け
る
か
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

豊

習
の
す
ば
ら
し
い
土
壌
を
与
え
て
い

た
だ
い
た
京
丹
波
町
に
感
謝
し
て
い

ま
す
。多
く
の
町
民
の
み
な
さ
ん
と
出
会
い
、さ

ま
ざ
ま
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、教
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。特
に
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
が
、お
年
寄
り
の
知
恵
や
技
術

で
す
。フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、京
丹
波

の
過
去
・
現
在
を
貫
い
た
お
年
寄
り
の
知
恵
が
、

「
農
業
」や「
食
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
息

づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。「
高
齢
化
」

と
い
う
要
素
は
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、し
ば

し
ば「
危
機
」や「
マ
イ
ナ
ス
要
素
」と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、弱
み
で
は
な
く「
強
み
」

に
し
て
い
く
、お
年
寄
り
の
知
恵
や
技
術
を
ま

ち
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。　

学

「
ソ
ト
モ
ノ
視
点
」を
、

ま
ち
を
見
つ
め
な
お
す

き
っ
か
け
に
。

実
は
元
気
な
ま
ち
。

大
切
な
の
は
魅
力
の

再
認
識
と
発
信
。

お
年
寄
り
の

知
恵
や
技
術
を
、

ま
ち
づ
く
り
に
。

かく・いくじん
同志社大学大学院総合
政策科学研究科。
（台湾出身、留学生）

もとい・たけひろ
同志社大学大学院総合
政策科学研究科。
（神奈川県出身）

いけだ・ゆい
同志社大学大学院総合
政策科学研究科。
（京都市出身）
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丹波高原文化の郷づくり
のキーワード京丹波町総合計画に掲げる将来目標像の中のキー

ワード「丹波高原文化」とは一体どういうものなのか―。
「丹波高原文化の郷づくり」というのは、どんなまちづく
りをめざしていくことなのか―。
学生たちと共に京丹波町を見つめてきた井口貢教授
が、報告書に示した「丹波高原文化の定義」の本旨と、そ
れを活用した今後のまちづくりのあり方を熱く語ります。

同志社大学政策学部　教授

井口 貢 さん
Doshisha-Univ◉ Mitsugu Iguchi

ラ
な
状
態
に
あ
る
も
の
を
有
機
的
に
結

び
つ
け
た
も
の
が「
丹
波
高
原
文
化
」と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、有
機
的
に
結
び
つ
け
る
と
い
う

の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

丹
波
高
原
文
化
は「
農
」や「
食
」な
ど

第
一
次
産
業
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と

ら
え
が
ち
で
す
が
、第
二
次
産
業
で
あ

る
加
工
や
第
三
次
産
業
で
あ
る
流
通
を

含
め
て
の「
農
」で
あ
り
、「
食
」で
あ
る
、

そ
し
て「
行
事
」や「
伝
統
文
化
」な
ど
ほ

か
の
要
素
と
も
関
連
づ
け
て
い
く
、す

な
わ
ち
第
一
次
産
業
、第
二
次
産
業
、第

　

丹
波
高
原
文
化
は
、

　
「
第
六
次
産
業
的
」な
文
化

京
丹
波
町
に
は
多
様
で
豊
富
な
地
域

資
源
が
存
在
し
て
い
ま
す
。前
述
の
イ

メ
ー
ジ
図（
２
ペ
ー
ジ
）に
示
し
た
自
然

や
食
、農
な
ど
八
つ
の
要
素
が
そ
れ
で

す
。こ
れ
ら
の
要
素
は
、ど
れ
一
つ
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い「
丹
波
高
原
文
化
」

の
重
要
な
構
成
要
素
な
の
で
す
。し
か

し
、そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
必
ず
し
も
結

び
つ
い
て
い
な
い
、だ
か
ら
個
々
バ
ラ
バ

三
次
産
業
を
融
合
し
た「
第
六
次
産

業
」的
な
文
化
が「
丹
波
高
原
文
化
」だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、農
・

自
然
・
食
・
伝
統
芸
能
・
行
事
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
要
素
を
担
い
、築
き
あ
げ
て
き

た
の
は「
人
」で
あ
り
、中
心
に
し
っ
か
り

と「
人
」を
位
置
づ
け
る
、「
す
べ
て
の
基

本
は『
人
』で
あ
り
、『
人
』を
介
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
要
素
は
結
び
つ
け
ら
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
」と
い
う
の
が
、わ
た
し

た
ち
が
考
察
し
た「
丹
波
高
原
文
化
」の

定
義
で
す
。

　

紡
が
れ
て
き
た「
旋
律
」を

　

揺
る
ぎ
な
い「
主
義
」へ

「
丹
波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
」は
、

京
丹
波
の
人
び
と
が
地
域
資
源
を
見
つ

め
な
お
し
、ま
ち
の
個
性（
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
）と
し
て
み
ん
な
で
共
有
し
て

い
こ
う
、そ
し
て
外
へ
発
信
す
る
こ
と
で

価
値
あ
る
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
い
う

概
念
で
す
。

今
の
暮
ら
し
は
当
然
、長
い
歴
史
の

中
で
紡
が
れ
て
き
た
も
の
。だ
か
ら
、こ

れ
か
ら
先
の
何
百
年
の
ま
ち
づ
く
り

は
、過
去
の
何
百
年
を
置
き
去
り
に
し

て
は
語
れ
ま
せ
ん
。す
な
わ
ち
、過
去
か

ら
築
か
れ
て
き
た
も
の
を
大
切
に
し
、

地
域
資
源
と
し
て
活
用
す
る
か
ら
こ

そ
、未
来
に
わ
た
る「
持
続
可
能
な
ま
ち

づ
く
り
」と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

「
食
」に
も｢

農
」に
も
こ
れ
ま
で
の
営

み
の
中
で
築
か
れ
て
き
た
京
丹
波
の
独

特
の
も
の
が
あ
り
、「
自
然
」に
も
、高
原

と
い
う
場
所
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す

が
、京
丹
波
な
ら
で
は
の
高
原
風
景
が

あ
る
は
ず
で
す
。そ
う
い
う
営
々
と
築

か
れ
て
き
た
京
丹
波
な
ら
で
は
の「
リ
ズ

ム（
旋
律
）」を
、誇
り
を
持
っ
て
外
へ
開

く
こ
と
で
、揺
る
ぎ
な
い
、ど
こ
に
も
負

け
な
い
京
丹
波
の「
イ
ズ
ム（
主
義
）」に

な
る
の
で
す
。

「
里
豆
霧
」も「
居
住
夢
」も
当
て
字
で

す
が
、内
な
る
誇
り
を
、自
信
を
持
っ
て

外
に
開
き
、夢
を
持
っ
て
住
み
続
け
ら
れ

る
場
所
に
し
て
い
こ
う
、そ
れ
が「
京
丹

波
里
豆
霧
」を「
京
丹
波
居
住
夢
」へ
。丹

波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
を
め
ざ
す
京

丹
波
町
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
わ
た

し
た
ち
の
提
言
で
す
。

 

京
丹
波「
里
豆
霧
」を
、

　
　
　
　
　

京
丹
波「
居
住
夢
」へ
。

リ

ズ

ム

イ

ズ

ム

   ◉Profile

いぐち・みつぐ
昭和31年滋賀県米原
町(現・米原市)生まれ。
同志社大学政策学部
教授。専攻は文化政策
学など。主な著書は「入
門・文化政策」ほか。

丹波自然運動公園

和知太鼓

道の駅「和」朝市

イ

ズ

ム

リ

ズ

ム

イ

ズ

ム

リ

ズ

ム

地
域
資
源
を
見
つ
め
な
お
し
、

京
丹
波
な
ら
で
は
の
も
の
、

す
な
わ
ち「
丹
波
高
原
文
化
」と
し
て

誇
り
を
持
っ
て
、自
信
を
持
っ
て
発
信
し
、

こ
の
地
で
暮
ら
す
こ
と
の
価
値
を
高
め
て
い
く
、

そ
れ
が
、「
丹
波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
」な
の
で
す
。

丹波高原文化の郷づくり
Special Edition 同志社大学が京丹波町に提言
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見
つ
け
ま
し
ょ
う
、

こ
の
ま
ち
に
生
き
る
揺
る
ぎ
な
い
価
値
観
を
。

そ
し
て
、
次
代
に
伝
え
ま
し
ょ
う
、

こ
の
ま
ち
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
。

併
四
年
―
。こ
の
ま
ち
に

住
む
、
ど
れ
く
ら
い
の
人

び
と
が
京
丹
波
町
と
し
て

の
一
体
感
を
感
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
調
査
に
携
わ
っ
た
学

生
た
ち
は
、こ
う
指
摘
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
三
つ
の
地
域（
丹
波
・
瑞
穂
・
和
知
）そ

れ
ぞ
れ
に
は
輝
く
も
の
が
あ
っ
て
、い
い

も
の
が
あ
る
け
れ
ど
、ひ
と
つ
の
町
と
し

て
の
一
体
感
は
あ
ま
り
感
じ
ま
せ
ん
」と
。

　

で
は
、京
丹
波
町
と
し
て
一
体
感
を
は

ぐ
く
む
た
め
に
何
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

「
そ
れ
は
時
が
解
決
し
て
く
れ
る
も
の
」で

は
な
く
、京
丹
波
町
民
と
し
て
共
有
で
き

る
、共
通
認
識
と
し
て
持
て
る
も
の
が
必
要

だ
と
思
う
の
で
す
。井
口
ゼ
ミ
の
報
告
書
の

お
わ
り
に
こ
う
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。「
合
併

を
具
現
化
し
た
新
町
に
と
っ
て
の
新
た
で

大
き
な
課
題
は
、い
か
に
し
て
そ
の
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ（
個
性
）を
構
築
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」と
。

　

こ
の
丹
波
高
原
文
化
調
査
・
研
究
事

業
の
意
義
は
ま
さ
に
、京
丹
波
町
民
が

共
有
で
き
る
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

づ
く
り
。井
口
ゼ
ミ
は
い
わ
ゆ
る「
外
か

ら
の
視
点
」で
、こ
の
地
に
生
き
る
わ
た

し
た
ち
が
共
通
認
識
と
し
て
持
つ
べ
き
、

ひ
と
つ
の
理
念
を
示
し
て
く
れ
た
の
で

す
。「
今
一
度
、
過
去
か
ら
築
か
れ
て
き

た
地
域
資
源
を
再
認
識
し
、こ
こ
で
の

暮
ら
し
に
誇
り
と
自
信
を
持
と
う
」と
。

波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
。

そ
れ
は
、京
丹
波
町
民
で
あ

る
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
生
き
方
の
理
念
。丹
波
高
原
の
大
地
で
、

そ
の
豊
か
な
自
然
の
潤
い
に
抱
か
れ
た
暮

ら
し
に
喜
び
や
価
値
を
見
い
だ
し
、こ
の
地

で
誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
生
き
て
い
こ
う

と
い
う
理
念
な
の
で
す
。「
魅
力
を
な
く
し

て
い
る
地
域
と
い
う
の
は
、先
人
か
ら
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
を
失
い
か
け

て
い
る
」。こ
れ
は
井
口
教
授
の
言
葉
―
。地

域
社
会
が
、い
わ
ば「
逆
境
」に
あ
る
今
だ

か
ら
こ
そ
、京
丹
波
で
生
き
る
揺
る
ぎ
な

い
価
値
観
を
し
っ
か
り
と
持
ち
、そ
し
て
、

次
代
に
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。こ
の
ま
ち

で
生
き
て
い
く
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
。

丹
波
高
原
文
化
の
郷
づ
く
り
は
、

わ
た
し
た
ち
の
生
き
方
の
理
念
。

合

丹
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かかりつけ医がなく、受診先がわからない時や自宅療養について相談したい時は

新型
インフルエンザ
に備えて

　全国的に感染が拡大して
いる「新型インフルエンザ」。
このコーナーでは、 新型イン
フルエンザへの対策など、い
ざというときに備えた情報を
お伝えします。 

第2回 

最新の情報は
ホームページで

■厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp
■京都府　http://www.pref.kyoto.jp/shinflu/　  

保健福祉課
☎86－1800 

「インフルエンザかな」と思ったら

新型インフルエンザと診断されたら

受診方法

自分自身
について 

電話 受診

①発熱などにより医療機関を受診する時は、かかりつけ医療機関などに必ず事前に電話をかけて、診察時間や
場所について指示を受ける。

②受診の際は、マスク(不織布推奨)を着用し、手洗いをこまめにする。マスクがない場合は、せきエチケット（ハ
ンカチを口元にあてるなど）を心がけ、他の患者と離れたところに座る。
    ※医療機関までは、公共交通機関の利用を避けて、できるだけ自家用車などを利用してください。

患者の同居者
について

○軽症の方は、他の人への感染を予防するために、医師の指示に従って症状の
始まった日の翌日から7日間、自宅療養をする。入院は重症の方のみ。

○自宅療養中に重症化の兆候があれば、医療機関へ相談し、受診する。

●外出は控える。
●発熱などの症状があれば、医療
機関に事前に電話をして、速やか
に医療機関で受診する。

●持病がある方は、念のためにか
かりつけ医に相談する。

※持病がある方は重症になる可能性があるので、主治医に相談し、指示を受けてください。
※自宅療養している際のご質問などは、新型インフルエンザ相談窓口にご相談ください。

■次の持病などがある方　
　慢性呼吸器疾患（ぜんそく など）、慢性心疾患、糖尿病、
　人工透析中、免疫機能不全(ステロイド内服中)のある方。
■その他
　妊婦、乳幼児、高齢者。

南丹保健所

重症化するリスクの高い方

新型インフルエンザ相談窓口［対応時間　8:30～17:15］
☎0771－62－2979　☎ 0771－62－4751(代表)

問い合わせ先

＊重症化の兆候とは：3日以上の発熱、顔色不良、呼吸困難、胸の痛み、意識障害、脱水、けいれん など
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■
療
養
型
老
健
施
設
の
開
設
に

　

向
け
て
準
備
チ
ー
ム
で
検
討

　

町
は
、療
養
型
老
健
施
設
の
開
設
に
向
け

て
、和
知
診
療
所
と
地
域
医
療
課
、保
健
福

祉
課
の
職
員
で
準
備
チ
ー
ム
を
組
織
し
、医

療
と
福
祉
・
介
護
が
連
携
し
た
仕
組
み
づ
く

り
の
た
め
に
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

準
備
チ
ー
ム
で
は
、和
知
診
療
所
が
従
来

の
外
来
診
療
を
維
持
し
つ
つ
、高
齢
者
の
在
宅

復
帰
を
目
指
し
た
支
援
と
在
宅
生
活
を
支
え

る
介
護
機
能
を
担
え
る
よ
う
に
、地
域
に
根

差
し
た
施
設
運
営
を
目
指
し
て
検
討
を
重
ね

て
い
ま
す
。

　

医
療
と
介
護
の
両
面
か
ら
町
民
の
み
な
さ

ん
の
健
康
と
暮
ら
し
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め

に
、病
床
転
換
を
間
近
に
控
え
た
現
場
の
声

を
お
届
け
し
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
、療
養
型
老
健
施
設
の
開

設
の
日
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。病
床

の
形
は
変
わ
り
ま
す
が
、従
来
に
も
増

し
て
、患
者
さ
ん
や
そ
の
家
族
の
方
を

は
じ
め
、地
域
の
み
な
さ
ん
と
心
が
通

い
合
い
、信
頼
さ
れ
る「
か
か
り
つ
け
診

療
所
」で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

常
勤
医
師
一
名
体
制
と
な
り
、診
療

所
で
で
き
る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
が
、国
保
京
丹
波
町
病
院
を
は
じ

め
、協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
活
用
し
、そ
の
人
に
必
要
な

医
療
と
介
護
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る

よ
う
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、地
域
の
み
な
さ
ん
か
ら
応

援
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
施
設
と
な
る

よ
う
、全
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
一
生
懸

命
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

療
養
型
老
健
施
設
に
は
、病
院
と
在
宅

の「
中
間
的
施
設
」と
し
て
の
役
割
が
あ

り
、一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
個
別

メ
ニ
ュ
ー
で
看
護
・
介
護
を
提
供
し
ま
す
。

　

開
設
後
は
、み
な
さ
ん
が
安
心
し
て

利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
一

同
、新
た
な
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

　

脳
卒
中
後
や
骨
折
手
術
後
な
ど
の
方

の
在
宅
生
活
を
目
指
す
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
施
設
と
し
て
、ま
た
、障
害
を
持

ち
な
が
ら
自
宅
生
活
を
さ
れ
て
い
る
方

の
リ
ハ
ビ
リ
支
援
施
設
と
し
て
、地
域
の

み
な
さ
ん
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
努
力

し
て
い
き
ま
す
。

中
なかむら

村 泰
やすなり

也  所長 

米
よねやま

山 栄
えいいち

一  看護師長大
おお た

田 有
ゆう じ

次  理学療法士

シリーズ　和知診療所の方向性 「和知診療所の方向性」では、和知診療所の病床転換について
2回シリーズでお伝えします。

地域に根差した
施設運営を目指して

　地域のみなさんの健康を守るために運営している和知診療所。本年10月1日には、町内医療施設の役割分
担と連携を基本として、病床すべてを「介護療養型老人保健施設（以下「療養型老健施設」）」に転換します。今
回は、療養型老健施設への病床転換に向けた医師やスタッフの思いをお伝えします。

第2回
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わたしたちの町
人　口

17,030（－9）
男

8,059（－9）
女

8,971（±0）
世帯数

6,506（－1）
9月1日現在／（　）は前年比

職
員
の
配
置

■
異
動（
九
月
一
日
付
）

　

山
森
要
子（
保
健
福
祉
課
看
護
師
） （

敬
称
略
）

語
に
親
し
む
機
会
を

新
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
し
て
メ
リ
ン
ダ
さ
ん
と

ジ
ョ
エ
ン
さ
ん
が
来
日

　

新
し
い
Ａ
Ｌ
Ｔ（
外
国
語
指
導
助
手
）

と
し
て
、ア
ン
タ
ラ
ミ
ア
ン
・
メ
リ
ン
ダ
・
ケ

イ
さ
ん（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
出
身
）が
七
月

二
十
六
日
、カ
ン
・
ジ
ョ
エ
ン
・
チ
ャ
オ
ア
ン

さ
ん（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
出
身
）が
八
月

二
日
に
来
日
。こ
れ
か
ら
一
年
間
、町
内
の

小
中
学
生
を
対
象
に
英
語
を
指
導
し
ま

す
。

　

メ
リ
ン
ダ
さ
ん
は
、オ
ー
ド
リ
ー
さ
ん

の
後
任
と
し
て
、和
知
・
蒲
生
野
中
学
校
や

丹
波
・
和
知
地
区
の
小
学
校
を
担
当
。ジ
ョ

エ
ン
さ
ん
は
、ブ
ラ
イ
ア
ン
さ
ん
の
後
任
と

し
て
、瑞
穂
・
蒲
生
野
中
学
校
や
瑞
穂
地

区
の
小
学
校
で
英
語
を
指
導
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
思
い
を
聞
く
と
、「
子
ど
も

権
に
つ
い
て
考
え
る

機
会
を

街
頭
啓
発
と「
ひ
ゅ
う
ま
ん
シ
ネ
マ

フ
ェ
ス
タ
二
〇
〇
九
」を
実
施

　

八
月
を
人
権
強
調
月
間
と
し
て
、

全
国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が

展
開
さ
れ
る
中
、本
町
で
は
八
月
六

日
、人
権
擁
護
委
員
や
人
権
啓
発
推

進
協
議
会
委
員
を
は
じ
め
、商
工
会

や
社
会
福
祉
協
議
会
、農
協
な
ど
か

ら
約
三
十
人
が
参
加
し
て
、道
の
駅

や
Ｊ
Ｒ
和
知
駅
前
な
ど
で
街
頭
啓
発

を
行
い
ま
し
た
。

　

街
頭
啓
発
は
、広
く
町
民
に
対
し

て
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
擁
護
を
訴

え
、人
権
問
題
へ
の
理
解
と
認
識
を
深

め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
。委
員
ら

は
、行
き
交
う
人
た
ち
に
人
権
の
大

切
さ
を
伝
え
る
と
と
も
に
、人
権
問
題

通
網
整
備
の

充
実
を
目
指
し
て

三
促
進
協
議
会

　

平
成
二
十
一
年
度
三
促
進
協
議
会
の
理

事
総
会
が
八
月
十
九
日
、町
中
央
公
民
館

で
開
か
れ
、役
員
ら
約
四
十
人
が
出
席
し

ま
し
た
。

　

三
促
進
協
議
会
は
、中
部
地
域
の
山
陰

本
線
複
線
化
の
早
期
完
成
を
目
的
と
し
た

「
山
陰
本
線
京
都
中
部
複
線
化
促
進
協

議
会
」（
佐さ

さ

き
々
木
稔と
し
の
り納
会
長
、南
丹
市
長
）

と
、北
陸
新
幹
線
若
狭
ル
ー
ト
の
早
期
着

工
お
よ
び
口
丹
波
地
域
に
新
駅
設
置
を
目

英

人

交

た
ち
に
英
語
を
教
え
な
が
ら
、わ
た
し

も
が
ん
ば
っ
て
日
本
語
を
覚
え
た
い
」

と
ジ
ョ
エ
ン
さ
ん
。ま
た
、メ
リ
ン
ダ
さ

ん
は「
多
く
の
み
な
さ
ん
と
話
を
し
て

交
流
を
深
め
た
い
の
で
、町
内
で
見
か

け
た
ら
、日
本
語
で
気
軽
に
声
を
か
け

て
く
だ
さ
い
」と
話
し
ま
し
た
。

の
解
決
に
向
け
て
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、八
月
二
十
九
日
に
は
、親
子

で
人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
語
り
合

い
、人
権
意
識
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目

的
に「
ひ
ゅ
う
ま
ん
シ
ネ
マ
フ
ェ
ス
タ

二
〇
〇
九
」（
京
都
府
、京
丹
波
町
主
催
）

を
和
知
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
、

二
百
三
十
七
人
が
参
加
。今
回
は
、「
マ
ダ

ガ
ス
カ
ル
２
」と「
よ
っ
ち
ゃ
ん
の
不
思
議

な
ク
レ
ヨ
ン
」を
上
映
し
、命
や
自
然
の
大

切
さ
、友
情
と
助
け
合
い
の
素
晴
ら
し
さ

を
参
加
者
ら
に
伝
え
ま
し
た
。

的
と
し
た「
北
陸
新
幹
線
口
丹
波
建
設

促
進
協
議
会
」（
栗く

り
や
ま山
正ま
さ
た
か隆
会
長
、亀
岡

市
長
）、京
都
縦
貫
自
動
車
道
の
丹
波

―
和
知
間
の
早
期
完
成
を
目
的
と
し
た

「
京
都
縦
貫
自
動
車
道（
丹
波
―
和
知

間
）建
設
促
進
協
議
会
」（
松ま

つ
ば
ら原
茂し
げ
き樹
会

長
、京
丹
波
町
長
）の
三
つ
の
協
議
会
の

総
称
。本
町
と
亀
岡
市
、南
丹
市
の
二

市
一
町
の
理
事
者
や
議
会
議
員
、商
工

会
、森
林
組
合
な
ど
の
公
共
的
団
体
の

代
表
者
ら
が
委
員
と
し
て
参
画
し
て
い

ま
す
。

　

会
議
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
促
進
協
議

会
の
事
務
局
か
ら
、平
成
二
十
年
度
事

業
と
決
算
報
告
、平
成
二
十
一
年
度
事

新しいALTのメリンダさん（左）とジョエンさん（右）

業
計
画
と
予
算
案
が
提
案
さ
れ
、す
べ
て

の
議
案
が
承
認
・
可
決
さ
れ
ま
し
た
。ま

た
、二
年
任
期
で
行
わ
れ
る
役
員
改
選
で

は
、各
協
議
会
と
も
に
正
副
会
長
留
任
と

な
り
ま
し
た
。

理事総会であいさつをする松原町長
（町中央公民館・蒲生）

街頭啓発を行う委員（丹波マーケス前・須知）

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、町
立
病
院
・
診
療
所
の
医
師
や
専
門
職

員
が
み
な
さ
ん
に
お
届
け
す
る
健
康
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

　

今
回
の
担
当
は
京
丹
波
町
病
院
の
内
科
医
師　

村
上
憲
先

生
。暑
い
時
期
に
起
こ
り
や
す
い「
脱
水
症
」に
つ
い
て
の
お
話

で
す
。

水
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
か
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、ど
う

い
う
状
態
か
ご
存
じ
で
す
か
。

　

一
言
で
言
う
と
、体
内
の
水
分（
体
液
）が
不
足
し
た
状
態
で

す
が
、体
液
に
は
水
分
と
電
解
質（
ナ
ト
リ
ウ
ム
、カ
リ
ウ
ム
な

ど
）が
含
ま
れ
て
お
り
、失
わ
れ
る
体
液
の
中
で
、水
分
が
多
い

か
、電
解
質
が
多
い
か
で
症
状
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

水
分
不
足
に
よ
る
脱
水
は
、水
分
摂
取
量
が
少
な
か
っ
た
り
、

発
汗
な
ど
に
よ
り
多
量
の
水
分
を
失
っ
た
場
合
に
起
こ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、口
が
渇
く
、尿
が
減
る
な
ど
の
症
状
が
あ
り
ま
す
。一

方
、嘔お

う
と吐
・
下
痢
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
る
脱
水
は
、電
解
質
の
欠

乏
が
主
な
原
因
で
あ
り
、口
の
渇
き
は
あ
ま
り
感
じ
ず
、尿
量
も

保
た
れ
て
い
ま
す
。 

　

そ
の
た
め
、脱
水
症
は
水
分
不
足
の
み
が
原
因
で
は
な
く
、電

解
質
の
不
足
に
よ
っ
て
も
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
、実
際
に
入
院

さ
れ
る
患
者
の
中
に
は
き
ち
ん
と
水
分
を
摂
っ
て
い
た
方
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

脱
水
症
が
重
度
化
す
る
と
、意
識
障
害
や
精
神
障
害
を
は
じ

め
、血
液
が
粘

ね
ん
ち
ゅ
う稠
に
な
る
こ
と
で
脳
梗こ
う
そ
く塞
や
心
筋
梗こ
う
そ
く塞
を
引
き

起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、突
然
死
の
原
因
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。特
に
、高
齢
者
や
乳
幼
児
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　

治
療
が
遅
れ
る
と
危
険
な
状
態
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、次
の
よ
う
な
症
状
が
あ
れ
ば
、早
め
に
医
療
機
関
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

  

○
強
い
の
ど
の
渇
き
。 

  

○
尿
量
の
減
少
。

  

○
夏
場
に
皮
膚（
脇
の
下
な
ど
）

　

  

が
乾
燥
し
て
い
る
。

  

○
立
ち
く
ら
み
が
す
る
。 

　

脱
水
症
の
予
防
で
大
切
な
の
は
、水
分
と
と
も
に
電
解
質
を
補
給

す
る
こ
と
で
す
。多
量
の
発
汗
が
あ
る
と
き
や
、嘔
吐
・
下
痢
な
ど
が

強
い
と
き
の
水
分
補
給
は
、水
や
お
茶
よ
り
も
電
解
質
が
多
く
含
ま

れ
る
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な
ど
が
効
果
的
で
す
。ま
た
、ぎ
り
ぎ
り
ま

で
我
慢
せ
ず
、こ
ま
め
に
水
分
を
補
給
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

　

脱
水
症
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
し
て
生
活
し
て
く
だ

さ
い
。

いきいき健康術 第25回

脱

内科医師 村
むらかみ

上 憲
けん

先生（京丹波町病院）
［専門：膠

こうげんびょう

原病内科］

国
保
京
丹
波
町
病
院
で
は
、毎
月
の
第
二
・
第
四
土
曜
日
の

　

 

午
前
中
に
内
科
と
小
児
科
の
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

    （
電
話
）８
６
―
０
２
２
０

○
爪
を
押
し
た
と
き
白
く
な

　

ら
な
い
。 

○
頭
痛
・
め
ま
い
が
す
る
。 

○
強
い
脱
力
感
が
あ
る
。 

○
意
識
が
も
う
ろ
う
と
す
る
。 

﹇
用
語
説
明
﹈ 

粘ね
ん
ち
ゅ
う
稠
…
ね
ば
り
け
が
あ
っ
て
濃
い
こ
と
。
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2回目となる夏祭りの取
材。昨年と同じように祭
り風景を撮影していると、
「広報のおっちゃん、恥

ずかしいから撮らんといて」との声が。
聞きなれない「おっちゃん」の言葉に少
し落ち込みながらも、声をかけてもらっ
たことに喜びを感じる瞬間でした。▶今
年の夏は、編集子に息子が誕生し、生涯
忘れられない思い出の年となりました。
編集子には、子どもが見せる笑顔や泣
き顔、何気ない仕草などのすべてが新
鮮で、時間が経つのを忘れて見入ってし
まいます。新たな家族を迎え、より一層
充実した毎日が過ごせるように、仕事と
子育てをがんばりたいと思います。（Ｋ）

編集
後記

夏
祭
り

　

夏
の
風
物
詩
と
し
て
多
く
の
人
を
魅
了
す
る「
夏
祭
り
」。今
年
も
町
内
で

は
、た
ん
ば
夏
ま
つ
り（
八
月
五
日
）、み
ず
ほ
夕
涼
み
大
会（
八
月
十
六
日
）、わ

ち
ふ
る
さ
と
祭
り（
八
月
二
十
五
日
）が
盛
大
に
開
催
さ
れ
、訪
れ
た
多
く
の
人

た
ち
が
夏
の
風
情
を
楽
し
み
ま
し
た
。

屋台でカメすくいを
楽しむ子どもたち（たんば夏まつり）

保存会の音頭に合わせて和知文七踊りを踊るたくさんの人たち
（わちふるさと祭り）

会場を笑いの渦に
巻き込んだ千鳥の漫才
（わちふるさと祭り）

よさこい踊りを披露する
瑞穂婦人会（みずほ夕涼み大会）

祭り会場をパレードする
桧山小学校鼓笛隊（みずほ夕涼み大会）

多くの人でにぎわう祭りのメーン会場（たんば夏まつり）

子どもたちに大人気のカエル飛ばし大会（みずほ夕涼み大会）

勇壮な響きで祭りを盛り上げる和知太鼓保存会
（わちふるさと祭り）


