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か
や
ぶ
き
雪
灯
廊
を
撮
り
に
行

き
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

美
山
の
冬
の
ぬ
く
も
り
を
知
っ
て

も
ら
お
う
と
、
地
元
の
方
々
が
中
心

と
な
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
か
ら
発
信
す
る
地
域
の
良

さ
が
、
灯
ろ
う
の
明
か
り
と
と
も

に
、
人
々
の
心
を
包
み
込
む
よ
う

で
し
た
。
積
雪
地
帯
に
暮
ら
す

人
々
に
は
、
雪
は
生
活
の
大
き
な

負
担
で
す
が
、
雪
の
降
る
季
節
こ

そ
、
人
や
家
の
ぬ
く
も
り
が
実
感

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
Ｓ
）
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「〝雪ニモマケズ  元気に走るぞ！」〝

も　く　じ

1／27　大堰川ジョギング大会

2 特集・ものづくりのまち南丹市
6 晴れやかに二十歳の門出を祝う　̶平成20年南丹市成人式̶
10 行政トピックス
14 いきいき南丹／ぶらりなんたん　～西乗寺～
16 図書館へようこそ／人権の窓／なんたんミュージアム

月号2
し　おり

　今年で４回目を迎えたかやぶき雪灯廊。かやぶきの里の集落内や田んぼやあぜ
道などに小さな雪のかまくらを作り、中にロウソクを立て明かりを灯します。雪景色に
温かく揺らめく灯ろうの明かりと、ライトアップされたかやぶき民家の幻想的な風景
が、訪れた人たちを郷愁へといざないます。

■かやぶき雪灯廊（美山町北）

「もうすぐ一年生ですね。すくすくと育ってください」
（パパ・ママより）

樋口　詩織ちゃん （６歳５ヵ月）
●美山町

とも
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3

▲各学校から出展があった南丹美術工芸教育展

▲市民の力作が並んだ文化事業共同展示会 ▲工芸サークルの方による作品

　
平
成
二
十
三
年
に
国
民
文
化
祭

が
京
都
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
「
南
丹
市
な
ら
で
は
の
国
民

文
化
祭
」
に
向
け
た
意
識
の
高
揚

を
図
る
た
め
、
二
月
二
日
・
三
日

に
『
「
美
」
と
「
和
」
で
「
輪
」

ぶ
　
南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ

グ
ラ
ム
二
〇
〇
七
』
を
市
国
際
交

流
会
館
・
市
文
化
博
物
館
で
開
催

し
、
お
よ
そ
三
、
二
〇
〇
人
が
来

場
し
ま
し
た
。

　
南
丹
市
は
、
伝
統
工
芸
を
通
じ

た
も
の
づ
く
り
の
盛
ん
な
ま
ち
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

市
内
で
活
躍
さ
れ
る
工
芸
作
家
や

団
体
の
活
動
と
、
市
民
や
小
・
中

学
生
な
ど
の
工
芸
へ
の
関
わ
り
を

紹
介
す
る
こ
と
で
、
暮
ら
し
に
根

付
く
「
も
の
づ
く
り
」
を
発
掘

し
、
も
の
づ
く
り
か
ら
は
じ
ま
る

「
ま
ち
づ
く
り
」
を
支
援
し
よ
う

と
、
南
丹
市
・
府
南
丹
広
域
振
興

局
・
府
南
丹
教
育
局
な
ど
が
共
同

で
開
催
し
ま
し
た
。

　
会
場
で
は
、
南
丹
市
内
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
々
や
団
体
の
作
品

を
展
示
し
た
「
南
丹
工
芸
文
化

祭
」
、
南
丹
市
、
亀
岡
市
、
京
丹

波
町
の
公
立
幼
稚
園
や
保
育
所
、

小
・
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別

支
援
学
校
の
幼
児
・
児
童
・
生
徒

と
、
京
都
伝
統
工
芸
大
学
校
の
学

生
・
卒
業
生
の
美
術
工
芸
作
品
が

一
同
に
展
示
さ
れ
た
「
南
丹
美
術

工
芸
教
育
展
」
、
そ
し
て
地
域
に

お
け
る
文
化
の
次
世
代
育
成
と
継

承
に
つ
い
て
考
え
る
「
次
世
代
へ

つ
な
ぐ
南
丹
地
域
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
を
同
時
開
催
し
ま
し
た
。

　
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
京
都
匠
塾
の
代
表
高
橋
博
樹

さ
ん
に
よ
る
、
「
伝
統
工
芸
を
活

か
し
た
地
域
づ
く
り
　
〜
次
世
代

継
承
を
通
じ
て
〜
」
と
題
し
た
講

演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
京
都
匠
塾

は
、
京
都
伝
統
工
芸
大
学
校
の
卒

業
生
ら
若
手
職
人
が
、
技
を
受
け

継
ぎ
、
活
躍
で
き
る
場
と
し
て
設

立
し
、
作
品
の
創
作
や
伝
統
工
芸

文
化
の
普
及
活
動
を
行
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
園
部
町
本
町
に
開
設
さ

れ
た
、
町
屋
工
房
「
息
吹
」
を
拠

点
に
さ
れ
た
、
伝
統
工
芸
を
生
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
に
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
高
橋
さ
ん
は
、

「
工
芸
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
文

化
を
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
が
し
っ

か
り
と
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

　
南
丹
工
芸
文
化
祭
で
は
、
「
文

化
事
業
共
同
展
示
会
」
「
工
芸
作

品
発
表
会
」
「
工
芸
品
展
示
会
」

の
三
つ
の
展
示
を
企
画
し
ま
し

た
。

　
「
文
化
事
業
共
同
展
示
会
」
で

は
、
能
面
・
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
・
人

形
・
押
し
花
・
草
木
染
・
陶
器
・

ち
ぎ
り
絵
・
は
り
絵
な
ど
、
地
域

の
工
芸
サ
ー
ク
ル
で
市
民
が
趣
味

や
生
涯
学
習
の
一
環
と
し
て
コ
ツ

コ
ツ
と
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
を

展
示
し
ま
し
た
。

　
「
工
芸
作
品
発
表
会
」
で
は
、

市
内
の
授
産
施
設
で
製
作
・
販
売

さ
れ
て
い
る
「
ほ
っ
と
は
あ
と
作

品
」
を
紹
介
。
よ
り
付
加
価
値
の

高
い
製
品
の
作
成
に
取
り
組
み
、

販
売
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
で
、

障
が
い
の
あ
る
方
の
社
会
的
自
立

と
経
済
的
自
立
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
「
ほ
っ
と
は
あ
と
」

事
業
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
展
示
な

ど
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
工
芸
品
展
示
会
」
で
は
、
南

丹
市
内
で
陶
芸
や
木
工
、
染
色
な

ど
の
工
芸
を
営
ん
で
い
る
工
芸
作

家
の
作
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
作
品

四
十
五
点
と
と
も
に
、
工
芸
を
始

め
ら
れ
た
き
っ
か
け
や
、
工
芸
に

対
す
る
作
者
の
思
い
な
ど
を
紹
介

し
ま
し
た
。
丹
精
込
め
て
作
ら
れ

た
一
つ
一
つ
の
作
品
を
間
近
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
工
芸
の
素
晴

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

南
丹
市
な
ら
で
は
の
文
化
祭

　̶

南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト

　
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
七̶

▲ほっとはあと作品が紹介された工芸作品発表会

▲出展された作品に見入る来場者

▲工芸品展示会には1,500人が来場しました

　
平
成
二
十
三
年
に
国
民
文
化
祭

が
京
都
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
「
南
丹
市
な
ら
で
は
の
国
民

文
化
祭
」
に
向
け
た
意
識
の
高
揚

を
図
る
た
め
、
二
月
二
日
・
三
日

に
『
「
美
」
と
「
和
」
で
「
輪
」

ぶ
　
南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ

南
丹
市
な
ら
で
は
の
文
化
祭

南
丹
市
な
ら
で
は
の
文
化
祭

̶　
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
七

　
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
七む

す

　
豊
か
な
風
土
を
生
か
し
た
南
丹
市
の
「
も
の
づ
く
り
」
。
今
、
こ
の
「
も
の
づ
く
り
」
の
魅
力
が
、

新
た
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
活
力
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
根

付
い
て
い
る
も
の
、
創
り
出
さ
れ
る
も
の
、
受
け
継
が
れ
る
も
の
…
。

　
二
月
二
日
・
三
日
に
開
催
し
た
『
「
美
」
と
「
和
」
で
「
輪
」
ぶ
　
南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ
グ

ラ
ム
二
〇
〇
七
』
の
様
子
と
あ
わ
せ
て
、
南
丹
市
の
「
も
の
づ
く
り
」
文
化
の
一
翼
を
担
う
「
京
都
伝

統
工
芸
大
学
校
」
と
「
京
都
新
光
悦
村
」
を
紹
介
し
ま
す
。

む
す

い
ぶ
き

南
丹
市
の
も
の
づ
く
り
を
発
信

　̶

南
丹
工
芸
文
化
祭̶

た
く
み
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い
る
工
芸
作

家
の
作
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
作
品

四
十
五
点
と
と
も
に
、
工
芸
を
始

め
ら
れ
た
き
っ
か
け
や
、
工
芸
に

対
す
る
作
者
の
思
い
な
ど
を
紹
介

し
ま
し
た
。
丹
精
込
め
て
作
ら
れ

た
一
つ
一
つ
の
作
品
を
間
近
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
工
芸
の
素
晴

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

南
丹
市
な
ら
で
は
の
文
化
祭

　̶

南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト

　
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
七̶

▲ほっとはあと作品が紹介された工芸作品発表会

▲出展された作品に見入る来場者

▲工芸品展示会には1,500人が来場しました

む
す

　
豊
か
な
風
土
を
生
か
し
た
南
丹
市
の
「
も
の
づ
く
り
」
。
今
、
こ
の
「
も
の
づ
く
り
」
の
魅
力
が
、

新
た
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
活
力
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
根

付
い
て
い
る
も
の
、
創
り
出
さ
れ
る
も
の
、
受
け
継
が
れ
る
も
の
…
。

　
二
月
二
日
・
三
日
に
開
催
し
た
『
「
美
」
と
「
和
」
で
「
輪
」
ぶ
　
南
丹
文
化
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ
グ

ラ
ム
二
〇
〇
七
』
の
様
子
と
あ
わ
せ
て
、
南
丹
市
の
「
も
の
づ
く
り
」
文
化
の
一
翼
を
担
う
「
京
都
伝

統
工
芸
大
学
校
」
と
「
京
都
新
光
悦
村
」
を
紹
介
し
ま
す
。

む
す

い
ぶ
き

南
丹
市
の
も
の
づ
く
り
を
発
信

　̶

南
丹
工
芸
文
化
祭̶

た
く
み
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南
丹
工
芸
文
化
祭
来
場
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

▲京都新光悦村では個人の工房も操業が始まっています

▲京都新光悦村では次々と工場が操業されています

四
十
五
点
と
と
も
に
、
工
芸
を
始

め
ら
れ
た
き
っ
か
け
や
、
工
芸
に

対
す
る
作
者
の
思
い
な
ど
を
紹
介

し
ま
し
た
。
丹
精
込
め
て
作
ら
れ

た
一
つ
一
つ
の
作
品
を
間
近
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
工
芸
の
素
晴

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
工

芸
作
家
の
皆
さ
ん
が
長
い
年
月
を

か
け
て
培
っ
て
こ
ら
れ
た
匠
の
技

に
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
南
丹
市

の
魅
力
が
会
場
内
に
あ
ふ
れ
て
い

ま
し
た
。

　「
も
の
づ
く
り
」
の
ま
ち
南
丹

市
を
支
え
る
、
京
都
伝
統
工
芸
大

学
校
は
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の

振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く

全
国
で
初
の
施
設
と
し
て
、
平
成

七
年
に
園
部
町
小
山
東
町
に
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

　同
大
学
校
で
は
、
陶
芸
、
木
工

芸
、
金
属
工
芸
な
ど
、
京
都
の
伝

統
産
業
で
活
躍
す
る
現
役
の
伝
統

工
芸
士
が
、
教
授
や
講
師
と
し
て

直
接
指
導
さ
れ
、
多
く
の
卒
業
生

が
、
伝
統
産
業
の
後
継
者
と
し
て

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
同
大
学
校
で
は
、
地
域

の
小
学
生
が
工
芸
に
ふ
れ
る
機
会

と
し
て
、
府
南
丹
教
育
局
が
主
催

す
る
「
南
丹
パ
ー
ト
ナ
ー
ス
ク
ー

ル
」
に
協
力
さ
れ
て
お
り
、
大
学

校
の
生
徒
が
木
箱
作
り
、
木
彫
刻

の
講
師
と
し
て
市
立
園
部
小
学

校
・
園
部
第
二
小
学
校
の
児
童
た

ち
に
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
伝

え
ま
し
た
。
完
成
し
た
作
品
は
南

丹
美
術
工
芸
教
育
展
で
展
示
さ
れ

ま
し
た
。

　ま
た
、
南
丹
工
芸
文
化
祭
に
は

同
大
学
校
の
学
生
の
作
品
も
展
示

さ
れ
、
そ
の
高
い
技
術
力
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。

▲園部町内林町・瓜生野地区にある京都新光悦村

　江
戸
時
代
初
期
に
、
芸
術
家
の

「
本
阿
弥
光
悦
」
に
よ
っ
て
京
都

洛
北
・
鷹
ヶ
峰
に
形
成
さ
れ
た
職

人
の
村
「
光
悦
村
」
で
は
、
次
々

と
新
し
い
技
や
表
現
が
生
み
出
さ

れ
、
日
本
の
芸
術
・
工
芸
の
発
展

に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
光
悦
村
」
の
精

神
を
受
け
継
ぎ
、
「
新
た
な
生
活

文
化
の
創
造
と
産
業
の
活
性
化
を

め
ざ
す
新
産
業
拠
点
」
と
し
て
京

都
府
と
南
丹
市
が
連
携
し
整
備
し

た
の
が
、
京
都
新
光
悦
村
で
す
。

　平
成
十
八
年
九
月
に
分
譲
を
開

始
し
、
精
密
金
属
加
工
の
工
場

や
、
木
製
品
製
造
の
工
房
な
ど
が

操
業
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
精
密
研

磨
・
和
菓
子
製
造
な
ど
の
企
業
が

進
出
を
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　陶
芸
や
木
工
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の

工
芸
作
家
や
食
品
産
業
、
機
械
金

属
、
電
子
部
品
な
ど
先
端
技
術
の

企
業
な
ど
か
ら
京
都
新
光
悦
村
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
伝
統

産
業
と
先
端
産
業
が
融
合
す
る
こ

れ
か
ら
の
「
も
の
づ
く
り
」
の
拠

点
と
し
て
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　京
都
新
光
悦
村
の
誘
致
に
関
す

る
最
新
の
情
報
は
京
都
府
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
（
ア
ド
レ
ス
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
http://

w
w
w
.pref.kyoto.jp/shin-

koetsu/index_j.htm
l）

ほ
ん 

あ    

み  

こ
う
え
つ

「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」南
丹
市

　南
丹
市
に
は
六
十
人
を
超
え
る

南
丹
工
芸
文
化
祭
へ
来
場
い
た
だ
い
た
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
書
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　
写
真
入
り
で
作
家
紹
介
が
し
て
あ
っ
た
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
も
作

家
が
い
る
の
か
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
各
町
で
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
作
品
を

拝
見
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
、
ま
た
そ
の
地
へ
行
っ
て
み
た
い

気
持
ち
も
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
工
芸
を
南
丹
市
か
ら
発
信
し
よ
う
と
い
う
思
い
と
、
も
の
づ
く
り

の
楽
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
は
、
な
か
な
か
大
人
の
作
品
展
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が

な
い
の
で
、
自
分
た
ち
の
作
品
を
見
て
、
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
作
品

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
僕
も
こ
ん
な
作
品
、
作
っ
て
み
た
い
！
」
と
意
欲
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
女
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
普
段
な
か
な
か
知
り
得
な
い
工
芸
文
化
に
触
れ
、

も
の
づ
く
り
へ
の
興
味
が
わ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
歳
代
　
女
性
）

　
本
物
を
見
る
機
会
が
少
な
い
中
、
近
い
と
こ
ろ
で
開
催
さ
れ
て
い

る
の
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
教
育
展
な
ら
ば
そ
の
保
護
者
く
ら
い
し
か
訪
れ
な
い
し
、
ま
た
、

工
芸
展
だ
け
な
ら
ば
そ
の
関
係
者
の
方
だ
け
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
関
係
に
な
る
こ
と
で
、
互
い
に
参
加
者
が
増
え
て
と
て
も
良

い
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
心
の
荒
廃
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
感
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
と
同
時

に
、
プ
ロ
の
作
品
に
ふ
れ
て
い
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
も
の
づ
く
り
」
の
意
味
に
つ
な
が
る
の
か
？
根
底
は
そ
う
で
あ

る
が
。
し
か
し
、
子
ど
も
か
ら
プ
ロ
ま
で
の
作
品
が
一
堂
に
あ
る
の

は
お
も
し
ろ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
、
こ
の
作
品
展
を
ど
れ
く
ら
い
見
た
か
が
気
に
な

る
と
こ
ろ
。
し
か
し
、
そ
の
卵
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
明
る

い
希
望
を
も
て
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
作
品
同
様
、
鑑
賞
者
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
落
ち
着
い
て
味
わ
う
こ
と

が
で
き
か
ね
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
あ
く
ま
で
も
個
人
規
模
の
作
家
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
産
地
と
い
う

形
で
は
な
く
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
と
は
感
じ
に
く
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
か
ら
の
も
の
づ
く
り
と
い
う
点
か
ら
は
、
産
業
と
し
て
の
産
地

で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
や
る
気
の
あ
る
若
い
人
が
よ
り
多

く
、
自
然
発
生
的
に
集
ま
っ
て
く
れ
ば
、
よ
り
良
く
な
る
で
し
ょ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

伝
統
工
芸
の
人
材
育
成
を
担
う

　

̶

京
都
伝
統
工
芸
大
学
校̶

▲園部小学校での南丹パートナースクール

工
芸
作
家
が
、
市
内
で
創
作
活
動

を
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
環

境
に
あ
こ
が
れ
て
、
他
の
地
域
か

ら
南
丹
市
に
移
り
住
ん
で
来
ら
れ

た
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　ふ
る
さ
と
南
丹
市
の
風
土
や
特

徴
を
生
か
し
、
生
活
や
文
化
に
力

強
く
根
付
い
て
い
る
「
も
の
づ
く

り
」
。
今
回
は
、
「
工
芸
」
の
分

野
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
紹
介
し

ま
し
た
が
、
も
の
を
つ
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
工
芸
に
限
ら
ず
、
人

の
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
根
幹

で
す
。
土
を
耕
し
、
米
や
野
菜
を

作
る
農
業
、
木
を
植
え
て
守
り
育

て
る
林
業
な
ど
も
ま
た
、
豊
か
な

活
力
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち
の
発
展
に

重
要
な
「
も
の
づ
く
り
」
で
す
。

　南
丹
市
で
は
、
各
分
野
に
お
い

て
、
熟
練
し
た
技
を
つ
な
ぐ
「
も

の
づ
く
り
」
の
後
継
者
を
育
て
、

『
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く
ふ
る

さ
と
』
の
実
現
に
向
け
た
「
も
の

づ
く
り
の
ま
ち
」
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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南
丹
工
芸
文
化
祭
来
場
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

▲京都新光悦村では個人の工房も操業が始まっています

▲京都新光悦村では次々と工場が操業されています

四
十
五
点
と
と
も
に
、
工
芸
を
始

め
ら
れ
た
き
っ
か
け
や
、
工
芸
に

対
す
る
作
者
の
思
い
な
ど
を
紹
介

し
ま
し
た
。
丹
精
込
め
て
作
ら
れ

た
一
つ
一
つ
の
作
品
を
間
近
か
で

見
る
こ
と
が
で
き
、
工
芸
の
素
晴

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
工

芸
作
家
の
皆
さ
ん
が
長
い
年
月
を

か
け
て
培
っ
て
こ
ら
れ
た
匠
の
技

に
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
南
丹
市

の
魅
力
が
会
場
内
に
あ
ふ
れ
て
い

ま
し
た
。

　「
も
の
づ
く
り
」
の
ま
ち
南
丹

市
を
支
え
る
、
京
都
伝
統
工
芸
大

学
校
は
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の

振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く

全
国
で
初
の
施
設
と
し
て
、
平
成

七
年
に
園
部
町
小
山
東
町
に
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

　同
大
学
校
で
は
、
陶
芸
、
木
工

芸
、
金
属
工
芸
な
ど
、
京
都
の
伝

統
産
業
で
活
躍
す
る
現
役
の
伝
統

工
芸
士
が
、
教
授
や
講
師
と
し
て

直
接
指
導
さ
れ
、
多
く
の
卒
業
生

が
、
伝
統
産
業
の
後
継
者
と
し
て

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
同
大
学
校
で
は
、
地
域

の
小
学
生
が
工
芸
に
ふ
れ
る
機
会

と
し
て
、
府
南
丹
教
育
局
が
主
催

す
る
「
南
丹
パ
ー
ト
ナ
ー
ス
ク
ー

ル
」
に
協
力
さ
れ
て
お
り
、
大
学

校
の
生
徒
が
木
箱
作
り
、
木
彫
刻

の
講
師
と
し
て
市
立
園
部
小
学

校
・
園
部
第
二
小
学
校
の
児
童
た

ち
に
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
伝

え
ま
し
た
。
完
成
し
た
作
品
は
南

丹
美
術
工
芸
教
育
展
で
展
示
さ
れ

ま
し
た
。

　ま
た
、
南
丹
工
芸
文
化
祭
に
は

同
大
学
校
の
学
生
の
作
品
も
展
示

さ
れ
、
そ
の
高
い
技
術
力
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。

▲園部町内林町・瓜生野地区にある京都新光悦村

　江
戸
時
代
初
期
に
、
芸
術
家
の

「
本
阿
弥
光
悦
」
に
よ
っ
て
京
都

洛
北
・
鷹
ヶ
峰
に
形
成
さ
れ
た
職

人
の
村
「
光
悦
村
」
で
は
、
次
々

と
新
し
い
技
や
表
現
が
生
み
出
さ

れ
、
日
本
の
芸
術
・
工
芸
の
発
展

に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
光
悦
村
」
の
精

神
を
受
け
継
ぎ
、
「
新
た
な
生
活

文
化
の
創
造
と
産
業
の
活
性
化
を

め
ざ
す
新
産
業
拠
点
」
と
し
て
京

都
府
と
南
丹
市
が
連
携
し
整
備
し

た
の
が
、
京
都
新
光
悦
村
で
す
。

　平
成
十
八
年
九
月
に
分
譲
を
開

始
し
、
精
密
金
属
加
工
の
工
場

や
、
木
製
品
製
造
の
工
房
な
ど
が

操
業
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
精
密
研

磨
・
和
菓
子
製
造
な
ど
の
企
業
が

進
出
を
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　陶
芸
や
木
工
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の

工
芸
作
家
や
食
品
産
業
、
機
械
金

属
、
電
子
部
品
な
ど
先
端
技
術
の

企
業
な
ど
か
ら
京
都
新
光
悦
村
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
伝
統

産
業
と
先
端
産
業
が
融
合
す
る
こ

れ
か
ら
の
「
も
の
づ
く
り
」
の
拠

点
と
し
て
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　京
都
新
光
悦
村
の
誘
致
に
関
す

る
最
新
の
情
報
は
京
都
府
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
（
ア
ド
レ
ス
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
http://

w
w
w
.pref.kyoto.jp/shin-

koetsu/index_j.htm
l）

ほ
ん 

あ    

み  

こ
う
え
つ

「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」南
丹
市

　南
丹
市
に
は
六
十
人
を
超
え
る

南
丹
工
芸
文
化
祭
へ
来
場
い
た
だ
い
た
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
書
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　
写
真
入
り
で
作
家
紹
介
が
し
て
あ
っ
た
こ
と
で
、
こ
ん
な
に
も
作

家
が
い
る
の
か
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
各
町
で
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
作
品
を

拝
見
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
、
ま
た
そ
の
地
へ
行
っ
て
み
た
い

気
持
ち
も
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
工
芸
を
南
丹
市
か
ら
発
信
し
よ
う
と
い
う
思
い
と
、
も
の
づ
く
り

の
楽
し
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
は
、
な
か
な
か
大
人
の
作
品
展
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が

な
い
の
で
、
自
分
た
ち
の
作
品
を
見
て
、
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
作
品

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
良
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
僕
も
こ
ん
な
作
品
、
作
っ
て
み
た
い
！
」
と
意
欲
を
見
せ
て
い

ま
し
た
。
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
女
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
普
段
な
か
な
か
知
り
得
な
い
工
芸
文
化
に
触
れ
、

も
の
づ
く
り
へ
の
興
味
が
わ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
歳
代
　
女
性
）

　
本
物
を
見
る
機
会
が
少
な
い
中
、
近
い
と
こ
ろ
で
開
催
さ
れ
て
い

る
の
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
（
四
十
歳
代
　
女
性
）

　
教
育
展
な
ら
ば
そ
の
保
護
者
く
ら
い
し
か
訪
れ
な
い
し
、
ま
た
、

工
芸
展
だ
け
な
ら
ば
そ
の
関
係
者
の
方
だ
け
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
関
係
に
な
る
こ
と
で
、
互
い
に
参
加
者
が
増
え
て
と
て
も
良

い
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
歳
代
　
男
性
）

　
心
の
荒
廃
が
叫
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同
時

に
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思
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た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
歳
代
　
女
性
）

　
「
も
の
づ
く
り
」
の
意
味
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る
の
か
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子
ど
も
か
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プ
ロ
ま
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一
堂
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あ
る
の

は
お
も
し
ろ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

　
子
ど
も
た
ち
が
、
こ
の
作
品
展
を
ど
れ
く
ら
い
見
た
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気
に
な
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こ
ろ
。
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卵
が
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つ
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こ
と
に
、
明
る

い
希
望
を
も
て
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
作
品
同
様
、
鑑
賞
者
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
落
ち
着
い
て
味
わ
う
こ
と

が
で
き
か
ね
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
十
歳
代
　
男
性
）

　
あ
く
ま
で
も
個
人
規
模
の
作
家
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
産
地
と
い
う

形
で
は
な
く
、
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
と
は
感
じ
に
く
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
か
ら
の
も
の
づ
く
り
と
い
う
点
か
ら
は
、
産
業
と
し
て
の
産
地

で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
や
る
気
の
あ
る
若
い
人
が
よ
り
多

く
、
自
然
発
生
的
に
集
ま
っ
て
く
れ
ば
、
よ
り
良
く
な
る
で
し
ょ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
歳
代
　
男
性
）

伝
統
工
芸
の
人
材
育
成
を
担
う

　

̶

京
都
伝
統
工
芸
大
学
校̶

▲園部小学校での南丹パートナースクール

工
芸
作
家
が
、
市
内
で
創
作
活
動

を
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
環

境
に
あ
こ
が
れ
て
、
他
の
地
域
か

ら
南
丹
市
に
移
り
住
ん
で
来
ら
れ

た
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　ふ
る
さ
と
南
丹
市
の
風
土
や
特

徴
を
生
か
し
、
生
活
や
文
化
に
力

強
く
根
付
い
て
い
る
「
も
の
づ
く

り
」
。
今
回
は
、
「
工
芸
」
の
分

野
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
紹
介
し

ま
し
た
が
、
も
の
を
つ
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
工
芸
に
限
ら
ず
、
人

の
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
根
幹

で
す
。
土
を
耕
し
、
米
や
野
菜
を

作
る
農
業
、
木
を
植
え
て
守
り
育

て
る
林
業
な
ど
も
ま
た
、
豊
か
な

活
力
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち
の
発
展
に

重
要
な
「
も
の
づ
く
り
」
で
す
。

　南
丹
市
で
は
、
各
分
野
に
お
い

て
、
熟
練
し
た
技
を
つ
な
ぐ
「
も

の
づ
く
り
」
の
後
継
者
を
育
て
、

『
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く
ふ
る

さ
と
』
の
実
現
に
向
け
た
「
も
の

づ
く
り
の
ま
ち
」
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。



▲成人の誓いのことばを述べる湯浅昌慶さん（左）▲326人の新成人が式典に出席

ど
多
数
が
出
席
さ
れ
、
新
成
人
を

盛
大
に
祝
い
ま
し
た
。

　式
典
で
は
、
齊
藤
進
市
教
育
委

員
会
教
育
委
員
長
の
開
会
宣
言
の

後
、
佐
々
木
稔
納
市
長
が
「
ふ
る

さ
と
南
丹
市
に
愛
着
を
持
ち
、
積

極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
の
若
い
力

に
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
」
と

式
辞
を
述
べ
ま
し
た
。
ま
た
、
出

席
し
た
新
成
人
に
南
丹
市
か
ら
記

念
品
を
贈
り
ま
し
た
。

　最
後
に
、
新
成
人
を
代
表
し
て

湯
浅
昌
慶
さ
ん
が
「
し
っ
か
り
と ▲久しぶりの再会に会話がはずみます

▲代表して記念品を受け取る岩佐知佳さん（左）

　本
年
の
成
人
式
の
対
象
者
は
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
六
十
三
年
四
月
一
日
生
ま
れ

で
、
南
丹
市
内
に
住
所
の
あ
る

方
、
四
百
六
十
八
人
（
園
部
町
二

百
七
十
八
人
・
八
木
町
八
十
九

人
・
日
吉
町
四
十
九
人
・
美
山
町

五
十
二
人
）
を
招
待
し
た
ほ
か
、

南
丹
市
内
の
小
・
中
学
校
の
卒
業

生
や
、
南
丹
市
か
ら
転
出
し
た
方
で

南
丹
市
で
の
成
人
式
を
希
望
さ
れ

る
方
な
ど
も
対
象
と
し
ま
し
た
。

　式
典
に
は
、
京
都
府
や
南
丹
市

議
会
な
ど
多
く
の
来
賓
と
、
小
・

中
学
校
時
代
の
担
任
の
先
生
方
な

6

2008.2

広報なんたん2月号 広報なんたん2月号

2008.2　

7

ー平成二十年南丹市成人式ー

　一
月
十
三
日
、
南
丹
市
成
人
式
を
南
丹
市
園
部
公
民
館
で
行
い
ま

し
た
。
式
に
は
三
百
二
十
六
人
の
新
成
人
が
出
席
し
、
晴
れ
や
か
に

門
出
を
祝
い
ま
し
た
。

真
っ
向
か
ら
社
会
に
立
ち
向
か

う
、
強
い
心
を
持
っ
た
社
会
人
に

な
り
ま
す
」
と
成
人
と
な
っ
た
抱

負
と
決
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　式
典
終
了
後
に
は
、
記
念
写
真

の
撮
影
や
各
地
域
ご
と
に
懇
親
の

場
を
設
け
ま
し
た
。
友
人
や
恩
師

と
の
久
し
ぶ
り
の
再
会
に
、
思
い

出
話
を
す
る
な
ど
、
す
が
す
が
し

い
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

▲記念撮影（日吉町）

八木 加奈江 さん
（八木町）

　大
人
と
し
て
、
自
覚
と
責
任

の
あ
る
行
動
を
し
、
こ
れ
か
ら

も
ふ
る
さ
と
を
大
事
に
し
て
い

き
た
い
で
す
。

若江　友美 さん
（美山町）

　小
学
校
で
働
い
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
元
気
に
成
長
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
を
応
援
し
た

い
で
す
。

中川　大樹 さん
（園部町）

　ま
だ
、
自
分
の
将
来
像
が
は

っ
き
り
決
め
ら
れ
て
い
な
い
け

れ
ど
、
い
っ
ぱ
い
勉
強
し
て
、

世
界
に
通
用
す
る
よ
う
な
仕
事

を
し
た
い
で
す
。

栃下　拓也 さん
（日吉町）

　今
は
、
市
内
で
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。
多
く
の
経
験
を
重
ね

て
、
大
人
と
し
て
一
人
前
と
認

め
て
も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
り

ま
す
。

成
人
に

　な
っ
た
感
想
を

　
　聞
き
ま
し
た

二十歳の決意を新たに記念撮影

晴れやかに二十歳の
　　　　　門出を祝う
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、
自
覚
と
責
任

の
あ
る
行
動
を
し
、
こ
れ
か
ら

も
ふ
る
さ
と
を
大
事
に
し
て
い

き
た
い
で
す
。

若江　友美 さん
（美山町）

　小
学
校
で
働
い
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
元
気
に
成
長
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
を
応
援
し
た

い
で
す
。

中川　大樹 さん
（園部町）

　ま
だ
、
自
分
の
将
来
像
が
は

っ
き
り
決
め
ら
れ
て
い
な
い
け

れ
ど
、
い
っ
ぱ
い
勉
強
し
て
、

世
界
に
通
用
す
る
よ
う
な
仕
事

を
し
た
い
で
す
。

栃下　拓也 さん
（日吉町）

　今
は
、
市
内
で
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。
多
く
の
経
験
を
重
ね

て
、
大
人
と
し
て
一
人
前
と
認

め
て
も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
り

ま
す
。

成
人
に

　な
っ
た
感
想
を

　
　聞
き
ま
し
た

二十歳の決意を新たに記念撮影

晴れやかに二十歳の
　　　　　門出を祝う
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9

▲記念撮影（美山町）

▲記念撮影（八木町）

▲記念撮影（八木町）

▲記念撮影（園部町）

▲記念撮影（園部町）

▲記念撮影（園部町）
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広報なんたん2月号 広報なんたん2月号

2008.2

9

▲記念撮影（美山町）

▲記念撮影（八木町）

▲記念撮影（八木町）

▲記念撮影（園部町）

▲記念撮影（園部町）

▲記念撮影（園部町）



▲団員の活動をたたえた表彰式

　式
典
で
は
、
益
田
武
彦
団
長

が
、
「
火
災
の
な
い
、
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
に
尽
力
し
て
ほ
し

い
」
と
訓
示
。
ま
た
、
京
都
府
消
防

協
会
長
表
彰
お
よ
び
市
長
表
彰
、

団
長
表
彰
な
ど
が
行
わ
れ
、
日
ご

ろ
か
ら
献
身
的
な
消
防
団
活
動
を

し
て
き
た
団
員
を
た
た
え
ま
し

た
。　式

典
終
了
後
に
は
大
堰
川
沿
い

で
一
斉
放
水
を
行
い
、
団
員
ら
は

今
年
一
年
の
無
火
災
を
願
っ
て
放

水
を
披
露
し
ま
し
た
。

　最
後
に
参
加
者
全
員
で
万
歳
三

唱
を
行
い
、
地
域
の
安
心
・
安
全

を
守
る
誓
い
を
新
た
に
し
ま
し

た
。　な

お
、
被
表
彰
者
は
次
の
と
お

り
で
す
。
（
敬
称
略
）

ー
南
丹
市
消
防
団
出
初
式
ー

京
都
府
消
防
協
会
長
表
彰

●
功
績
章

【
八
木
支
団
】
服
部

　勝
也

【
日
吉
支
団
】
湯
浅

　美
嗣

●
勤
功
章

【
園
部
支
団
】
坂
矢

　勝
哉

【
八
木
支
団
】
池
田

　一
哉

▲勇壮な一斉放水を披露
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広報なんたん2月号 広報なんたん2月号

2008.2

11

安
心
・
安
全
を
守
る
誓
い
を
新
た
に

　一
月
六
日
、
南
丹
市
消
防
団
の
出
初
式
を
ス
プ
リ
ン
グ
ス
ひ
よ
し

体
育
館
で
行
い
、
市
消
防
団
か
ら
四
百
十
二
人
と
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
な
ど
二
十
台
が
参
加
し
ま
し
た
。

【
日
吉
支
団
】
久
野

　秀
一

●
精
績
章

【
園
部
支
団
】
角

　欣
也
▽
佐
々

谷

　隆
司

【
八
木
支
団
】
川
勝

　博
志
▽
廣

瀬

　輝
明

【
日
吉
支
団
】
小
林

　善
則
▽
吉

田

　晃

【
美
山
支
団
】
小
原

　昭
雄
▽
古

北

　勝
志
▽
中
島

　勲

●
精
勤
章

【
園
部
支
団
】
垣
村

　辰
男
▽
高

屋

　良
広
▽
西
田

　俊
樹
▽
奥
村

雅
史
▽
佐
井

　佳
孝
▽
斉
藤

　武

志【
八
木
支
団
】
谷

　英
樹
▽
西
田

敏
▽
岸
上

　直
樹
▽
榎
原

　克
幸

▽
平
井

　幹
也
▽
波
部

　吉
宏

【
日
吉
支
団
】
中
川

　貴
文
▽
小

林

　康
彦
▽
山
本

　和
彦
▽
土
井

賢
一
▽
中
川

　高
志
▽
中
坂

　昌

司【
美
山
支
団
】
梅
津

　博
英
▽
眞

壁

　正
志
▽
谷

　裕
之
▽
大
萱

　

聡
▽
下
東

　
　隆
▽
福
原

　
　樹

南
丹
市
長
表
彰

【
園
部
支
団
】
岡
田

　紀
章
▽
森

豊
貴
▽
内
藤

　稔
▽
森

　博
史
▽

内
藤

　康
明
▽
片
山

　信
玄
▽
西

田

　茂
樹
▽
中
井

　貴
信
▽
中
井

賢
次

【
八
木
支
団
】
井
上

　淳
▽
林

　

秀
隆
▽
松
本

　則
明
▽
栗
山

　一

也
▽
平
家

　忠
幸
▽
藤
井

　雅
章

▽
齊
藤

　整
▽
松
本

　誓
司
▽
福

田

　亘
孝

【
日
吉
支
団
】
湯
浅

　浩
史
▽
今

井

　二
郎
▽
小
林

　隆
良
▽
谷
内

和
也
▽
丸
山

　一
成
▽
宇
野

　俊

幸【
美
山
支
団
】
市
川

　小
夜
子
▽

西
野

　昭
一
▽
林

　紀
之
▽
山
﨑

浩
史
▽
中
村

　誠
▽
松
永

　茂
吉

南
丹
市
消
防
団
長
表
彰

【
園
部
支
団
】
谷
口

　敏
弘
▽
藤

田

　剛
潔
▽
坂
矢

　恵
太
▽
片
山

勝
司
▽
野
々
口

　大
介
▽
小
畠

　

完
▽
片
野

　修
実
▽
北
村

　良
行

▽
西
山

　嘉
一
▽
山
下

　真
司
▽

上
田

　善
郎
▽
山
内

　直
樹
▽
松

本

　勝
己
▽
奥
村

　昌
広
▽
中
尾

克
則
▽
安
達

　裕
行

【
八
木
支
団
】
松
本

　喜
孝
▽
木

村

　武
▽
片
山

　善
秋
▽
臼
井

　

出
▽
山
下

　尚
史
▽
雨
宮

　有
治

▽
竹
上

　利
晴
▽
羽
野

　晋
章
▽

岩
谷

　哲
也
▽
國
府

　司
▽
中
川

頼
宏
▽
所

　修
正
▽
前
川

　純
一

郎
▽
國
府

　剛
▽
福
嶋

　哲
也
▽

徳
山

　隆
司

【
日
吉
支
団
】
中
瀬

　孝
彦
▽
土

井

　淳
史
▽
筑
波

　智
史
▽
小
林

崇
泰
▽
塩
邊

　友
洋
▽
安
達

　実

▽
船
越

　英
志
▽
福
井

　政
美
▽

境

　健
次

【
美
山
支
団
】
磯
部

　力
▽
仲
田

佳
史
▽
小
畑

　幸
洋
▽
梅
津

　彰

男
▽
梅
津

　
　章
▽
長
野

　正
幸

▽
長
田

　充
真
▽
中
西

　明
広
▽

中
嶋

　竜
一
▽
小
関

　康
嗣
▽
相

模

　愛
子

二
十
年
勤
続
表
彰

【
八
木
支
団
】
池
田

　一
哉
▽
松
本

龍
二
▽
麻
田

　洋
二
▽
石
橋

　栄

次
▽
今
西

　正
明
▽
今
西

　均
▽

川
勝

　忠
和
▽
浅
田

　幹
雄
▽
福

田

　富
御
▽
井
尻

　博
也
▽
浅
田

誠
▽
麻
田

　昌
裕
▽
松
崎

　和
幸

▽
星
尾

　日
出
夫

【
日
吉
支
団
】
土
井

　賢
一
▽
竹
林

優
▽
船
越

　繁
樹
▽
吉
田

　幸
広

▽
内
藤

　俊
樹

【
美
山
支
団
】
小
野

　秀
明
▽
大

萱

　聡
▽
近
澤

　幸
次
▽
橋
本

　

乾
一
▽
大
家

　義
輝
▽
福
本

　晃

▽
木
戸

　芳
典
▽
樋
口

　也
寸
志

▽
内
牧

　裕
幾
▽
梅
津

　吉
弘
▽

梅
津

　政
弘

十
年
勤
続
表
彰

 

 

【
八
木
支
団
】
若
井

　睦
巳
▽
井

上

　淳
▽
木
村

　武
▽
片
山

　善

秋
▽
廣
瀬

　睦
▽
臼
井

　出
▽

佐
々
木

　達
也
▽
松
本

　清
臣
▽

平
家

　忠
幸
▽
國
府

　司
▽
中
川

頼
宏
▽
谷

　学
▽
小
畠

　融
▽
田

中

　篤
司
▽
筒
井

　敏
明
▽
齊
藤

整
▽
國
府

　剛
▽
山
田

　泰
正
▽

西
田

　眞
一
▽
西
田

　武
志
▽
水

口

　敏
明
▽
永
田

　育
立
▽
八
木

誠
▽
谷
口

　広
和

【
日
吉
支
団
】
鴨
井

　篤
司
▽
内

藤

　卓
磨
▽
山
内

　貴
之
▽
田
伏

昌
之
▽
山
浦

　淳
▽
久
野

　義
彦

▽
木
村

　亨
▽
仲
川

　円
▽
榎
本

洋
一
▽
竹
野

　宏
明
▽
出
野

　大

介
▽
宇
野

　賢
吾
▽
坂
本

　勇
▽

中
田

　勝
利
▽
吉
田

　利
一
▽
堀

康
徳
▽
松
原

　明
広
▽
田
鶴

　悟

▽
吉
田

　泰
久
▽
梶
本

　和
広
▽

加
地

　哲
也
▽
藤
井

　豊
彦
▽
藤

野

　日
出
海

【
美
山
支
団
】
小
崎

　真
弥
▽
仲

田

　佳
史
▽
長
野

　悦
史
▽
長
野

久
好
▽
溝
上

　智
也
▽
木
戸

　悟

▽
中
藤

　暢
行
▽
中
嶋

　竜
一
▽

朝
田

　啓
司
▽
木
本

　隆
次
▽
藤

原

　正
昭
▽
時
岡

　功
章

京
都
府
知
事
表
彰

●
功
労
章

【
日
吉
支
団
】
小
林

　敏
雄

●
永
年
勤
続
功
労
章

【
園
部
支
団
】
片
山

　智
文

【
日
吉
支
団
】
芦
田

　茂

【
美
山
支
団
】
東

　満

●
精
励
章

【
園
部
支
団
】
犬
石

　吉
洋
▽
中

川

　充
弘
▽
小
林

　秀
雄
▽
堀
江

貴
之

【
八
木
支
団
】
廣
瀬

　薫
▽
辻
田

浩
▽
明
田

　正
直
▽
松
本

　佐
六

【
日
吉
支
団
】
丸
山

　敏
夫
▽
湯

浅

　宜
孝
▽
栃
下

　宏
輝
▽
藤
岡

裕
英

【
美
山
支
団
】
岡
本

　哲
爾
▽
工

藤

　吉
幸
▽
勝
山

　賢
一
▽
近
澤

章丹
波
地
方
消
防
連
絡
協
議
会
長

表
彰

【
園
部
支
団
】
谷

　昇
▽
矢
野

　

伸
幸
▽
西
岡

　和
義
▽
松
本

　義

昭
▽
中
井

　忠
司

【
八
木
支
団
】
川
勝

　経
義
▽
麻

田

　洋
二
▽
石
橋

　栄
次
▽
西
田

武
志
▽
麻
田

　潤

【
日
吉
支
団
】
木
口

　富
男
▽
吉

川

　博
康
▽
鴨
井

　篤
司
▽
木
村

潔
▽
宇
野

　健
司

【
美
山
支
団
】
川
村

　明
彦
▽
大

家

　義
輝
▽
市
原

　睦
則
▽
廣
瀨

大
作
▽
原
田

　伸
二

英英英

英英英

英英茂

▲412人の消防団員が参加した出初式



▲団員の活動をたたえた表彰式

　式
典
で
は
、
益
田
武
彦
団
長

が
、
「
火
災
の
な
い
、
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
に
尽
力
し
て
ほ
し

い
」
と
訓
示
。
ま
た
、
京
都
府
消
防

協
会
長
表
彰
お
よ
び
市
長
表
彰
、

団
長
表
彰
な
ど
が
行
わ
れ
、
日
ご

ろ
か
ら
献
身
的
な
消
防
団
活
動
を

し
て
き
た
団
員
を
た
た
え
ま
し

た
。　式

典
終
了
後
に
は
大
堰
川
沿
い

で
一
斉
放
水
を
行
い
、
団
員
ら
は

今
年
一
年
の
無
火
災
を
願
っ
て
放

水
を
披
露
し
ま
し
た
。

　最
後
に
参
加
者
全
員
で
万
歳
三

唱
を
行
い
、
地
域
の
安
心
・
安
全

を
守
る
誓
い
を
新
た
に
し
ま
し

た
。　な

お
、
被
表
彰
者
は
次
の
と
お

り
で
す
。
（
敬
称
略
）

ー
南
丹
市
消
防
団
出
初
式
ー

京
都
府
消
防
協
会
長
表
彰

●
功
績
章

【
八
木
支
団
】
服
部

　勝
也

【
日
吉
支
団
】
湯
浅

　美
嗣

●
勤
功
章

【
園
部
支
団
】
坂
矢

　勝
哉

【
八
木
支
団
】
池
田

　一
哉

▲勇壮な一斉放水を披露
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11

安
心
・
安
全
を
守
る
誓
い
を
新
た
に

　一
月
六
日
、
南
丹
市
消
防
団
の
出
初
式
を
ス
プ
リ
ン
グ
ス
ひ
よ
し

体
育
館
で
行
い
、
市
消
防
団
か
ら
四
百
十
二
人
と
消
防
ポ
ン
プ
自
動

車
な
ど
二
十
台
が
参
加
し
ま
し
た
。

【
日
吉
支
団
】
久
野

　秀
一

●
精
績
章

【
園
部
支
団
】
角

　欣
也
▽
佐
々

谷

　隆
司

【
八
木
支
団
】
川
勝

　博
志
▽
廣

瀬

　輝
明

【
日
吉
支
団
】
小
林

　善
則
▽
吉

田

　晃

【
美
山
支
団
】
小
原

　昭
雄
▽
古

北

　勝
志
▽
中
島

　勲

●
精
勤
章

【
園
部
支
団
】
垣
村

　辰
男
▽
高

屋

　良
広
▽
西
田

　俊
樹
▽
奥
村

雅
史
▽
佐
井

　佳
孝
▽
斉
藤

　武

志【
八
木
支
団
】
谷

　英
樹
▽
西
田

敏
▽
岸
上

　直
樹
▽
榎
原

　克
幸

▽
平
井

　幹
也
▽
波
部

　吉
宏

【
日
吉
支
団
】
中
川

　貴
文
▽
小

林

　康
彦
▽
山
本

　和
彦
▽
土
井

賢
一
▽
中
川

　高
志
▽
中
坂

　昌

司【
美
山
支
団
】
梅
津

　博
英
▽
眞

壁

　正
志
▽
谷

　裕
之
▽
大
萱

　

聡
▽
下
東

　
　隆
▽
福
原

　
　樹

南
丹
市
長
表
彰

【
園
部
支
団
】
岡
田

　紀
章
▽
森

豊
貴
▽
内
藤

　稔
▽
森

　博
史
▽

内
藤

　康
明
▽
片
山

　信
玄
▽
西

田

　茂
樹
▽
中
井

　貴
信
▽
中
井

賢
次

【
八
木
支
団
】
井
上

　淳
▽
林

　

秀
隆
▽
松
本

　則
明
▽
栗
山

　一

也
▽
平
家

　忠
幸
▽
藤
井

　雅
章

▽
齊
藤

　整
▽
松
本

　誓
司
▽
福

田

　亘
孝

【
日
吉
支
団
】
湯
浅

　浩
史
▽
今

井

　二
郎
▽
小
林

　隆
良
▽
谷
内

和
也
▽
丸
山

　一
成
▽
宇
野

　俊

幸【
美
山
支
団
】
市
川

　小
夜
子
▽

西
野

　昭
一
▽
林

　紀
之
▽
山
﨑

浩
史
▽
中
村

　誠
▽
松
永

　茂
吉

南
丹
市
消
防
団
長
表
彰

【
園
部
支
団
】
谷
口

　敏
弘
▽
藤

田

　剛
潔
▽
坂
矢

　恵
太
▽
片
山

勝
司
▽
野
々
口

　大
介
▽
小
畠

　

完
▽
片
野

　修
実
▽
北
村

　良
行

▽
西
山

　嘉
一
▽
山
下

　真
司
▽

上
田

　善
郎
▽
山
内

　直
樹
▽
松

本

　勝
己
▽
奥
村

　昌
広
▽
中
尾

克
則
▽
安
達

　裕
行

【
八
木
支
団
】
松
本

　喜
孝
▽
木

村

　武
▽
片
山

　善
秋
▽
臼
井

　

出
▽
山
下

　尚
史
▽
雨
宮

　有
治

▽
竹
上

　利
晴
▽
羽
野

　晋
章
▽

岩
谷

　哲
也
▽
國
府

　司
▽
中
川

頼
宏
▽
所

　修
正
▽
前
川

　純
一

郎
▽
國
府

　剛
▽
福
嶋

　哲
也
▽

徳
山

　隆
司

【
日
吉
支
団
】
中
瀬

　孝
彦
▽
土

井

　淳
史
▽
筑
波

　智
史
▽
小
林

崇
泰
▽
塩
邊

　友
洋
▽
安
達

　実

▽
船
越

　英
志
▽
福
井

　政
美
▽

境

　健
次

【
美
山
支
団
】
磯
部

　力
▽
仲
田

佳
史
▽
小
畑

　幸
洋
▽
梅
津

　彰

男
▽
梅
津

　
　章
▽
長
野

　正
幸

▽
長
田

　充
真
▽
中
西

　明
広
▽

中
嶋

　竜
一
▽
小
関

　康
嗣
▽
相

模

　愛
子

二
十
年
勤
続
表
彰

【
八
木
支
団
】
池
田

　一
哉
▽
松
本

龍
二
▽
麻
田

　洋
二
▽
石
橋

　栄

次
▽
今
西

　正
明
▽
今
西

　均
▽

川
勝

　忠
和
▽
浅
田

　幹
雄
▽
福

田

　富
御
▽
井
尻

　博
也
▽
浅
田

誠
▽
麻
田

　昌
裕
▽
松
崎

　和
幸

▽
星
尾

　日
出
夫

【
日
吉
支
団
】
土
井

　賢
一
▽
竹
林

優
▽
船
越

　繁
樹
▽
吉
田

　幸
広

▽
内
藤

　俊
樹

【
美
山
支
団
】
小
野

　秀
明
▽
大

萱

　聡
▽
近
澤

　幸
次
▽
橋
本

　

乾
一
▽
大
家

　義
輝
▽
福
本

　晃

▽
木
戸

　芳
典
▽
樋
口

　也
寸
志

▽
内
牧

　裕
幾
▽
梅
津

　吉
弘
▽

梅
津

　政
弘

十
年
勤
続
表
彰

 

 

【
八
木
支
団
】
若
井

　睦
巳
▽
井

上

　淳
▽
木
村

　武
▽
片
山

　善

秋
▽
廣
瀬

　睦
▽
臼
井

　出
▽

佐
々
木

　達
也
▽
松
本

　清
臣
▽

平
家

　忠
幸
▽
國
府

　司
▽
中
川

頼
宏
▽
谷

　学
▽
小
畠

　融
▽
田

中

　篤
司
▽
筒
井

　敏
明
▽
齊
藤

整
▽
國
府

　剛
▽
山
田

　泰
正
▽

西
田

　眞
一
▽
西
田

　武
志
▽
水

口

　敏
明
▽
永
田

　育
立
▽
八
木

誠
▽
谷
口

　広
和

【
日
吉
支
団
】
鴨
井

　篤
司
▽
内

藤

　卓
磨
▽
山
内

　貴
之
▽
田
伏

昌
之
▽
山
浦

　淳
▽
久
野

　義
彦

▽
木
村

　亨
▽
仲
川

　円
▽
榎
本

洋
一
▽
竹
野

　宏
明
▽
出
野

　大

介
▽
宇
野

　賢
吾
▽
坂
本

　勇
▽

中
田

　勝
利
▽
吉
田

　利
一
▽
堀

康
徳
▽
松
原

　明
広
▽
田
鶴

　悟

▽
吉
田

　泰
久
▽
梶
本

　和
広
▽

加
地

　哲
也
▽
藤
井

　豊
彦
▽
藤

野

　日
出
海

【
美
山
支
団
】
小
崎

　真
弥
▽
仲

田

　佳
史
▽
長
野

　悦
史
▽
長
野

久
好
▽
溝
上

　智
也
▽
木
戸

　悟

▽
中
藤

　暢
行
▽
中
嶋

　竜
一
▽

朝
田

　啓
司
▽
木
本

　隆
次
▽
藤

原

　正
昭
▽
時
岡

　功
章

京
都
府
知
事
表
彰

●
功
労
章

【
日
吉
支
団
】
小
林

　敏
雄

●
永
年
勤
続
功
労
章

【
園
部
支
団
】
片
山

　智
文

【
日
吉
支
団
】
芦
田

　茂

【
美
山
支
団
】
東

　満

●
精
励
章

【
園
部
支
団
】
犬
石

　吉
洋
▽
中

川

　充
弘
▽
小
林

　秀
雄
▽
堀
江

貴
之

【
八
木
支
団
】
廣
瀬

　薫
▽
辻
田

浩
▽
明
田

　正
直
▽
松
本

　佐
六

【
日
吉
支
団
】
丸
山

　敏
夫
▽
湯

浅

　宜
孝
▽
栃
下

　宏
輝
▽
藤
岡

裕
英

【
美
山
支
団
】
岡
本

　哲
爾
▽
工

藤

　吉
幸
▽
勝
山

　賢
一
▽
近
澤

章丹
波
地
方
消
防
連
絡
協
議
会
長

表
彰

【
園
部
支
団
】
谷

　昇
▽
矢
野

　

伸
幸
▽
西
岡

　和
義
▽
松
本

　義

昭
▽
中
井

　忠
司

【
八
木
支
団
】
川
勝

　経
義
▽
麻

田

　洋
二
▽
石
橋

　栄
次
▽
西
田

武
志
▽
麻
田

　潤

【
日
吉
支
団
】
木
口

　富
男
▽
吉

川

　博
康
▽
鴨
井

　篤
司
▽
木
村

潔
▽
宇
野

　健
司

【
美
山
支
団
】
川
村

　明
彦
▽
大

家

　義
輝
▽
市
原

　睦
則
▽
廣
瀨

大
作
▽
原
田

　伸
二

英英英

英英英

英英茂

▲412人の消防団員が参加した出初式
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▲北広瀬に完成した虎屋京都工場

▲開通を祝いテープカットする市長ら

▲民生児童委員さんと一緒に楽しんだおにごっこ

　一
月
三
十
日
、
南
丹
市
都
市
計

画
審
議
会
が
市
役
所
で
行
わ
れ
、

十
五
人
の
審
議
委
員
が
出
席
さ
れ

ま
し
た
。

　審
議
会
で
は
、
園
部
町
地
域
と

八
木
町
地
域
の
南
丹
都
市
計
画
下

水
道
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
の
「
京
都
府
桂
川
中
流
流
域

関
連
園
部
町
公
共
下
水
道
」
と

「
（
同
）
八
木
町
公
共
下
水
道
」

を
「
（
同
）
南
丹
市
公
共
下
水

道
」
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
都
市
計

画
区
域
の
拡
大
に
よ
る
、
各
下
水

処
理
区
の
計
画
区
域
の
変
更
が
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

　一
月
十
六
日
、
こ
つ
ぶ
っ
こ
広

場
を
南
丹
市
日
吉
保
健
セ
ン
タ
ー

で
行
い
ま
し
た
。
日
吉
町
地
域
の

就
学
前
の
子
育
て
家
庭
と
、
民
生

児
童
委
員
が
遊
び
を
通
じ
て
、
交

流
を
深
め
よ
う
と
毎
年
実
施
。
こ

の
日
も
十
二
人
の
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者
が
参
加
し
、
お
に
ご
っ
こ

や
折
り
紙
で
の
コ
マ
作
り
な
ど
、

一
緒
に
楽
し
く
遊
び
ま
し
た
。

　こ
つ
ぶ
っ
こ
広
場
は
、
市
健
康

課
と
子
育
て
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

が
行
う
日
吉
町
地
域
の
子
育
て
広

場
で
、
月
一
回
開
催
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
〇

七
七
一（
六
八
）〇
〇
八
二
ま
で
。

　一
月
三
十
一
日
、
八
木
町
北
広
瀬

に
建
設
さ
れ
て
い
た
虎
屋
京
都
工

場
の
し
ゅ
ん
工
披
露
が
行
わ
れ
、

麻
生
純
京
都
府
副
知
事
や
佐
々
木

稔
納
市
長
、
地
元
関
係
者
ら
約
九

十
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　株
式
会
社
「
虎
屋
」
は
和
菓
子

製
造
販
売
の
大
手
企
業
で
、
京
都

工
場
で
は
、
地
元
産
の
原
材
料
を

使
っ
た
製
品
開
発
も
進
め
ら
れ
る

予
定
で
す
。
建
物
は
四
階
建
て
の

鉄
骨
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、

延
床
面
積
は
約
五
、
五
〇
〇
平
方

㍍
。
周
囲
の
環
境
に
配
慮
し
た

「
自
然
環
境
と
調
和
す
る
工
場
」

を
概
念
に
、
徹
底
し
た
衛
生
管
理

の
下
で
生
産
が
行
わ
れ
ま
す
。

和菓子の虎屋が八木町北広瀬で操業開始
ー虎屋京都工場しゅん工式ー

都
市
計
画
区
域
の
拡
大
に

よ
る
下
水
処
理
計
画
を
審
議

遊
び
な
が
ら
ふ
れ
あ
い

楽
し
く
子
育
て
し
よ
う

|
こ
つ
ぶ
っ
こ
広
場
で

　
　民
生
児
童
委
員
と
交
流
会
|

|
第
三
回
南
丹
市

　
　
　都
市
計
画
審
議
会
|

　一
月
二
十
五
日
、
美
山
町
和
泉

と
宮
脇
を
結
ぶ
、
一
般
府
道
和
泉

宮
脇
線
の
下
吉
田
バ
イ
パ
ス
・
ト

ン
ネ
ル
が
完
成
し
、
完
成
式
典
を

行
い
ま
し
た
。

　下
吉
田
バ
イ
パ
ス
は
全
長
一
、

〇
三
〇
㍍
で
、
平
成
十
七
年
三
月

に
は
蛍
愛
橋
を
含
む
五
五
〇
㍍
が

す
で
に
開
通
し
て
お
り
、
残
る
下

吉
田
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
が
待
ち
望

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
ト
ン

ネ
ル
を
含
む
残
り
の
四
八
〇
㍍
が

開
通
し
た
こ
と
で
、
幅
の
狭
か
っ

た
地
域
の
生
活
道
路
が
、
大
型
車

両
も
通
行
で
き
る
安
全
な
道
路
に

な
り
ま
し
た
。

新
た
な
道
路
が
開
通

|
下
吉
田
バ
イ
パ
ス
・

　
　
　ト
ン
ネ
ル
完
成
式
典
|

▲下水処理計画について審議されました

【
園
部
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

石
橋
　
茂
一
　
（
宮
町
）

井
㞍
　
喜
美
子
（
上
本
町
）

竹
内
　
恭
子
　
（
本
町
）

山
本
　
雅
子
　
（
若
松
町
）

貫
井
　
勤
　
　
（
新
町
）

中
村
　
　
郎
　
（
小
山
東
町
）

岩
田
　
政
子
　
（
小
山
東
町
）

野
口
　
義
雄
　
（
小
山
東
町
）

村
上
　
昇
　
　
（
小
山
西
町
）

大
坪
　
洋
子
　
（
小
山
西
町
）

吉
田
　
儀
正
　
（
栄
町
）

梅
木
　
寧
輔
　
（
美
園
町
）

　
井
　
惠
一
　
（
小
桜
町
）

田
中
　
彰
　
　
（
城
南
町
）

樋
口
　
和
滿
　
（
横
田
）

森
　
　
知
子
　
（
横
田
）

森
　
　
政
美
　
（
黒
田
）

小
寺
　
キ
ヨ
ヘ
（
上
木
崎
町
）

　民
生
児
童
委
員
は
、
地
域
に
お
い
て
援
助
を
必
要
と
す
る
生
活
に
お

困
り
の
人
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
母
子
・
父
子
家
庭
、
障
が
い
の

あ
る
人
な
ど
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
・
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童

の
健
全
育
成
の
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
任
児
童
委

員
は
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
相
談
を
専
門
的
に
担
当
し
て
い
ま
す
。

　ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
お
近
く
の
民
生
児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 地

域
の
相
談
役

民
生
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す

地
域
の
相
談
役

民
生
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す

南
丹
市
民
生
児
童
委
員
の
皆
さ
ん（
敬
称
略
）

※
（  

）
内
は
担
当
地
区
で
す
。
主
任
児
童
委
員
は
旧
町
全
域
を
担
当
し
ま
す
。

人
見
　
雅
子
　
（
河
原
町
）

木
村
　
明
美
　
（
木
崎
町
）

前
田
　
義
明
　
（
木
崎
町
）

﨑
山
　
豊
　
　
（
内
林
町
・
千
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
曽
我
谷
）

藤
木
　
栄
子
　
（
瓜
生
野
・
熊
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
新
堂
）

内
藤
　
政
男
　
（
船
岡
）

髙
屋
　
み
ち
子
（
高
屋
･
大
戸
･
熊
原
）

林
　
　
正
子
　
（
越
方
・
佐
切
）

髙
杉
　
千
津
子
（
竹
井
）

　
西
　
保
子
　
（
仁
江
）

楠
川
　
進
　
　
（
船
阪
）

谷
　
　
佳
代
子
（
大
西
）

　
　
　
富
美
江
（
宍
人
）

　
山
　
正
信
　
（
半
田
）

　
田
　
修
身
　
（
口
人
・
口
司
）

野
々
口
き
ぬ
ゑ
（
埴
生
）

下
間
　
利
夫
　
（
南
八
田
）

岡
本
　
み
さ
子
（
天
引
）

五
島
　
千
津
子
（
法
京
・
大
河
内
）

進
士
　
収  

（
殿
谷
・
若
森
・
南
大
谷
）

《
主
任
児
童
委
員
》

大
嶋
　
久
美
子
・
三
村
　
　
夫
・

　

村
　
逸
子

【
八
木
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

中
川
　
京
子
　
（
本
町
１
丁
目
）

秋
田
　
弘
子

　
　
　 

（
本
町
２
・
３
・
４
丁
目
）

　
山
　
幹
雄
　
（
本
町
５
・
６
丁
目
）

湊
　
　
正
治
　
（
栄
町
１
・
３
丁
目
）

加
茂
　
八
洲
雄
（
栄
町
２
丁
目
）

原
　
　
次
久
　

　
　
　  

（
栄
町
２
丁
目
・
垣
内
・
柴
山
）

平
田
　
裕
子

　
　
　  

（
本
郷
東
・
西
・
南
・
北
）

澤
田
　
道
子
　
（
西
田
・
井
ノ
尻
）

麻
田
　
榮
子
　
（
屋
賀
・
観
音
寺
）

中
川
　
晃
　
　
（
屋
賀
上
・
青
戸
）

村
上
　
不
二
子
（
北
屋
賀
）

國
府
　
清
美
　
（
北
屋
賀
）

中
川
　
純
子
　
（
氷
所
）

浅
田
　
祀
子
　
（
日
置
）

　
瀨
　
洋
子
　
（
刑
部
・
北
広
瀬
）

下
司
　
文
一
　
（
鳥
羽
・
玉
ノ
井
）

湯
浅
　
幹
男
　
（
美
里
）

　

西
　
豊
子

　
　
　  

　
（
室
河
原
・
木
原
・
池
ノ
内
）

　
瀨
　
ふ
き
子
（
八
木
嶋
）

　
瀬
　
光
子

　
　
　  

　
（
南
広
瀬
・
大
薮
・
折
戸
）

西
村
　
信
子
　
（
船
枝
）

松
本
　
則
子
　
（
山
室
）

三
觜
　
晴
子
　
（
室
橋
）

山
本
　
澄
枝
　
（
諸
畑
）

松
本
　
浩
子
　
（
池
上
・
野
条
）

谷
口
　
早
苗
　
（
神
吉
上
）

大
槻
　
昌
伸
　
（
神
吉
上
）

中
嶋
　
よ
し
江
（
神
吉
下
・
和
田
）

《
主
任
児
童
委
員
》

中
川
　
能
季
・
八
木
　
節
子

【
日
吉
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

吉
田
　
光
代
　
（
殿
田
上
）

井
尻
　
和
夫
　
（
殿
田
下
）

丸
山
　
敏
夫
　
（
木
住
）

鍋
田
　
和
夫
　
（
生
畑
）

近
藤
　
正
也
　
（
中
世
木
）

堂
前
　
佐
登
子
（
東
胡
麻
）

坪
之
内
　
好
野

　
　
　
　
　 

（
新
町
・
後
野
・
日
吉
平
）

船
越
　
重
雄
　
（
西
胡
麻
駅
前
・

　
　
　
　
　
　
　 

胡
麻
荘
園
・
栄
ケ
丘
）

林
　
　
と
よ
子
（
中
野
辺
・
中
村
・

　
　
　
　
　
　 

角
本
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）

木
戸
　
ウ
メ
ノ
（
上
胡
麻
）

小
島
　
ち
よ
子
（
広
野
）

谷
川
　
み
ゆ
き
（
畑
郷
）

塩
貝
　
し
げ
子
（
上
保
野
田
）

井
尻
　
正
美
　
（
下
保
野
田
）

船
越
　
充
子
　
（
志
和
賀
）

宮
田
　
洋
二
　
（
上
佐
々
江
）

土
井
　
保
江
　
（
中
・
下
佐
々
江
）

加
地
　
一
郎
（
東
組
・
海
老
谷
）

北
井
　
嘉
辰
（
中
組
・
吉
野
辺
）

大
沢
　
泰
一
　
（
殿
）

山
内
　
一
美
　
（
和
田
・
新
シ
）

藤
井
　
博
幸
　
（
片
野
・
片
野
住
宅
・

　
　
　
　 

ヴ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
・
田
原
駅
前
）

《
主
任
児
童
委
員
》

勝
田
　
淑
子
・
粟
田
　
千
八
栄

【
美
山
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

中
野
　
愛
子
　
（
南
・
北
）

名
古
　
清
　
　
（
中
・
河
内
谷
）

上
野
　
清
美
　
（
下
・
知
見
）

大
牧
　
貞
子
　
（
江
和
・
田
歌
）

登
尾
　
久
嗣
　

　
　
　
　
　 

（
芦
生
・
白
石
・
佐
々
里
）

桂
　
　
ひ
さ
子
（
又
林
・
下
平
屋
）

高
野
　
長
司
　
（
上
平
屋
・
安
掛
）

　
井
　
正
巳
　
（
野
添
・
長
尾
・
深
見
）

栢
下
　
壽  

（
荒
倉
・
大
内
・
内
久
保
）

植
林
　
央
子
　
（
原
・
板
橋
・
宮
脇
）

南
　
　
清
　
　
（
下
吉
田
・
島
）

川
勝
　
仁
司
　
（
長
谷
・
上
司
）

樋
口
　
三
千
男
（
和
泉
）

山
﨑
　
豊
子
　
（
静
原
）

市
原
　
重
忠
　

　
　
　 

（
今
宮
・
栃
原
・
砂
木
・
棚
）

大
秦
　
正
　
　
（
川
合
・
殿
・
田
土
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

上
吉
田
・
林
）

上
田
　
孝
子
　
（
舟
津
・
松
尾
・

　
　
　
　
　
　
　
　 

神
谷
・
名
島
・
洞
）

田
中
　
幹
生
　

　
　
　 

（
庄
田
・
脇
・
熊
壁
・
山
森
）

小
寺
　
俊
彦
　
（
萱
野
・
大
野
）

藤
井
　
加
鶴
子
（
川
谷
・
岩
江
戸
）

梅
津
　
義
明
（
肱
谷
・
小
渕
・
音
海
）

梅
津
　
悦
子
　
（
向
山
・
樫
原
）

《
主
任
児
童
委
員
》

坂
本
　
二
三
　
・
中
野
　
忠
樹

◆
民
生
児
童
委
員
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
社
会
福
祉
課

☎
〇
七
七
一
―
六
八
―
〇
〇
〇
七

圭吉

伝今兀

伝今兀

伝今兀

隆隆塔

菅

角

惠

廣廣廣
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▲北広瀬に完成した虎屋京都工場

▲開通を祝いテープカットする市長ら

▲民生児童委員さんと一緒に楽しんだおにごっこ

　一
月
三
十
日
、
南
丹
市
都
市
計

画
審
議
会
が
市
役
所
で
行
わ
れ
、

十
五
人
の
審
議
委
員
が
出
席
さ
れ

ま
し
た
。

　審
議
会
で
は
、
園
部
町
地
域
と

八
木
町
地
域
の
南
丹
都
市
計
画
下

水
道
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
の
「
京
都
府
桂
川
中
流
流
域

関
連
園
部
町
公
共
下
水
道
」
と

「
（
同
）
八
木
町
公
共
下
水
道
」

を
「
（
同
）
南
丹
市
公
共
下
水

道
」
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
都
市
計

画
区
域
の
拡
大
に
よ
る
、
各
下
水

処
理
区
の
計
画
区
域
の
変
更
が
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

　一
月
十
六
日
、
こ
つ
ぶ
っ
こ
広

場
を
南
丹
市
日
吉
保
健
セ
ン
タ
ー

で
行
い
ま
し
た
。
日
吉
町
地
域
の

就
学
前
の
子
育
て
家
庭
と
、
民
生

児
童
委
員
が
遊
び
を
通
じ
て
、
交

流
を
深
め
よ
う
と
毎
年
実
施
。
こ

の
日
も
十
二
人
の
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者
が
参
加
し
、
お
に
ご
っ
こ

や
折
り
紙
で
の
コ
マ
作
り
な
ど
、

一
緒
に
楽
し
く
遊
び
ま
し
た
。

　こ
つ
ぶ
っ
こ
広
場
は
、
市
健
康

課
と
子
育
て
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

が
行
う
日
吉
町
地
域
の
子
育
て
広

場
で
、
月
一
回
開
催
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
〇

七
七
一（
六
八
）〇
〇
八
二
ま
で
。

　一
月
三
十
一
日
、
八
木
町
北
広
瀬

に
建
設
さ
れ
て
い
た
虎
屋
京
都
工

場
の
し
ゅ
ん
工
披
露
が
行
わ
れ
、

麻
生
純
京
都
府
副
知
事
や
佐
々
木

稔
納
市
長
、
地
元
関
係
者
ら
約
九

十
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　株
式
会
社
「
虎
屋
」
は
和
菓
子

製
造
販
売
の
大
手
企
業
で
、
京
都

工
場
で
は
、
地
元
産
の
原
材
料
を

使
っ
た
製
品
開
発
も
進
め
ら
れ
る

予
定
で
す
。
建
物
は
四
階
建
て
の

鉄
骨
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、

延
床
面
積
は
約
五
、
五
〇
〇
平
方

㍍
。
周
囲
の
環
境
に
配
慮
し
た

「
自
然
環
境
と
調
和
す
る
工
場
」

を
概
念
に
、
徹
底
し
た
衛
生
管
理

の
下
で
生
産
が
行
わ
れ
ま
す
。

和菓子の虎屋が八木町北広瀬で操業開始
ー虎屋京都工場しゅん工式ー

都
市
計
画
区
域
の
拡
大
に

よ
る
下
水
処
理
計
画
を
審
議

遊
び
な
が
ら
ふ
れ
あ
い

楽
し
く
子
育
て
し
よ
う

|
こ
つ
ぶ
っ
こ
広
場
で

　
　民
生
児
童
委
員
と
交
流
会
|

|
第
三
回
南
丹
市

　
　
　都
市
計
画
審
議
会
|

　一
月
二
十
五
日
、
美
山
町
和
泉

と
宮
脇
を
結
ぶ
、
一
般
府
道
和
泉

宮
脇
線
の
下
吉
田
バ
イ
パ
ス
・
ト

ン
ネ
ル
が
完
成
し
、
完
成
式
典
を

行
い
ま
し
た
。

　下
吉
田
バ
イ
パ
ス
は
全
長
一
、

〇
三
〇
㍍
で
、
平
成
十
七
年
三
月

に
は
蛍
愛
橋
を
含
む
五
五
〇
㍍
が

す
で
に
開
通
し
て
お
り
、
残
る
下

吉
田
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
が
待
ち
望

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
ト
ン

ネ
ル
を
含
む
残
り
の
四
八
〇
㍍
が

開
通
し
た
こ
と
で
、
幅
の
狭
か
っ

た
地
域
の
生
活
道
路
が
、
大
型
車

両
も
通
行
で
き
る
安
全
な
道
路
に

な
り
ま
し
た
。

新
た
な
道
路
が
開
通

|
下
吉
田
バ
イ
パ
ス
・

　
　
　ト
ン
ネ
ル
完
成
式
典
|

▲下水処理計画について審議されました

【
園
部
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

石
橋
　
茂
一
　
（
宮
町
）

井
㞍
　
喜
美
子
（
上
本
町
）

竹
内
　
恭
子
　
（
本
町
）

山
本
　
雅
子
　
（
若
松
町
）

貫
井
　
勤
　
　
（
新
町
）

中
村
　
　
郎
　
（
小
山
東
町
）

岩
田
　
政
子
　
（
小
山
東
町
）

野
口
　
義
雄
　
（
小
山
東
町
）

村
上
　
昇
　
　
（
小
山
西
町
）

大
坪
　
洋
子
　
（
小
山
西
町
）

吉
田
　
儀
正
　
（
栄
町
）

梅
木
　
寧
輔
　
（
美
園
町
）

　
井
　
惠
一
　
（
小
桜
町
）

田
中
　
彰
　
　
（
城
南
町
）

樋
口
　
和
滿
　
（
横
田
）

森
　
　
知
子
　
（
横
田
）

森
　
　
政
美
　
（
黒
田
）

小
寺
　
キ
ヨ
ヘ
（
上
木
崎
町
）

　民
生
児
童
委
員
は
、
地
域
に
お
い
て
援
助
を
必
要
と
す
る
生
活
に
お

困
り
の
人
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
母
子
・
父
子
家
庭
、
障
が
い
の

あ
る
人
な
ど
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
・
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童

の
健
全
育
成
の
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
任
児
童
委

員
は
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
相
談
を
専
門
的
に
担
当
し
て
い
ま
す
。

　ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
お
近
く
の
民
生
児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 地

域
の
相
談
役

民
生
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す

地
域
の
相
談
役

民
生
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す

南
丹
市
民
生
児
童
委
員
の
皆
さ
ん（
敬
称
略
）

※
（  

）
内
は
担
当
地
区
で
す
。
主
任
児
童
委
員
は
旧
町
全
域
を
担
当
し
ま
す
。

人
見
　
雅
子
　
（
河
原
町
）

木
村
　
明
美
　
（
木
崎
町
）

前
田
　
義
明
　
（
木
崎
町
）

﨑
山
　
豊
　
　
（
内
林
町
・
千
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
曽
我
谷
）

藤
木
　
栄
子
　
（
瓜
生
野
・
熊
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
新
堂
）

内
藤
　
政
男
　
（
船
岡
）

髙
屋
　
み
ち
子
（
高
屋
･
大
戸
･
熊
原
）

林
　
　
正
子
　
（
越
方
・
佐
切
）

髙
杉
　
千
津
子
（
竹
井
）

　
西
　
保
子
　
（
仁
江
）

楠
川
　
進
　
　
（
船
阪
）

谷
　
　
佳
代
子
（
大
西
）

　
　
　
富
美
江
（
宍
人
）

　
山
　
正
信
　
（
半
田
）

　
田
　
修
身
　
（
口
人
・
口
司
）

野
々
口
き
ぬ
ゑ
（
埴
生
）

下
間
　
利
夫
　
（
南
八
田
）

岡
本
　
み
さ
子
（
天
引
）

五
島
　
千
津
子
（
法
京
・
大
河
内
）

進
士
　
収  

（
殿
谷
・
若
森
・
南
大
谷
）

《
主
任
児
童
委
員
》

大
嶋
　
久
美
子
・
三
村
　
　
夫
・

　

村
　
逸
子

【
八
木
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

中
川
　
京
子
　
（
本
町
１
丁
目
）

秋
田
　
弘
子

　
　
　 

（
本
町
２
・
３
・
４
丁
目
）

　
山
　
幹
雄
　
（
本
町
５
・
６
丁
目
）

湊
　
　
正
治
　
（
栄
町
１
・
３
丁
目
）

加
茂
　
八
洲
雄
（
栄
町
２
丁
目
）

原
　
　
次
久
　

　
　
　  

（
栄
町
２
丁
目
・
垣
内
・
柴
山
）

平
田
　
裕
子

　
　
　  

（
本
郷
東
・
西
・
南
・
北
）

澤
田
　
道
子
　
（
西
田
・
井
ノ
尻
）

麻
田
　
榮
子
　
（
屋
賀
・
観
音
寺
）

中
川
　
晃
　
　
（
屋
賀
上
・
青
戸
）

村
上
　
不
二
子
（
北
屋
賀
）

國
府
　
清
美
　
（
北
屋
賀
）

中
川
　
純
子
　
（
氷
所
）

浅
田
　
祀
子
　
（
日
置
）

　
瀨
　
洋
子
　
（
刑
部
・
北
広
瀬
）

下
司
　
文
一
　
（
鳥
羽
・
玉
ノ
井
）

湯
浅
　
幹
男
　
（
美
里
）

　

西
　
豊
子

　
　
　  

　
（
室
河
原
・
木
原
・
池
ノ
内
）

　
瀨
　
ふ
き
子
（
八
木
嶋
）

　
瀬
　
光
子

　
　
　  

　
（
南
広
瀬
・
大
薮
・
折
戸
）

西
村
　
信
子
　
（
船
枝
）

松
本
　
則
子
　
（
山
室
）

三
觜
　
晴
子
　
（
室
橋
）

山
本
　
澄
枝
　
（
諸
畑
）

松
本
　
浩
子
　
（
池
上
・
野
条
）

谷
口
　
早
苗
　
（
神
吉
上
）

大
槻
　
昌
伸
　
（
神
吉
上
）

中
嶋
　
よ
し
江
（
神
吉
下
・
和
田
）

《
主
任
児
童
委
員
》

中
川
　
能
季
・
八
木
　
節
子

【
日
吉
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

吉
田
　
光
代
　
（
殿
田
上
）

井
尻
　
和
夫
　
（
殿
田
下
）

丸
山
　
敏
夫
　
（
木
住
）

鍋
田
　
和
夫
　
（
生
畑
）

近
藤
　
正
也
　
（
中
世
木
）

堂
前
　
佐
登
子
（
東
胡
麻
）

坪
之
内
　
好
野

　
　
　
　
　 

（
新
町
・
後
野
・
日
吉
平
）

船
越
　
重
雄
　
（
西
胡
麻
駅
前
・

　
　
　
　
　
　
　 

胡
麻
荘
園
・
栄
ケ
丘
）

林
　
　
と
よ
子
（
中
野
辺
・
中
村
・

　
　
　
　
　
　 

角
本
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）

木
戸
　
ウ
メ
ノ
（
上
胡
麻
）

小
島
　
ち
よ
子
（
広
野
）

谷
川
　
み
ゆ
き
（
畑
郷
）

塩
貝
　
し
げ
子
（
上
保
野
田
）

井
尻
　
正
美
　
（
下
保
野
田
）

船
越
　
充
子
　
（
志
和
賀
）

宮
田
　
洋
二
　
（
上
佐
々
江
）

土
井
　
保
江
　
（
中
・
下
佐
々
江
）

加
地
　
一
郎
（
東
組
・
海
老
谷
）

北
井
　
嘉
辰
（
中
組
・
吉
野
辺
）

大
沢
　
泰
一
　
（
殿
）

山
内
　
一
美
　
（
和
田
・
新
シ
）

藤
井
　
博
幸
　
（
片
野
・
片
野
住
宅
・

　
　
　
　 

ヴ
ェ
ル
ビ
ュ
ー
・
田
原
駅
前
）

《
主
任
児
童
委
員
》

勝
田
　
淑
子
・
粟
田
　
千
八
栄

【
美
山
町
地
域
】

《
民
生
児
童
委
員
》

中
野
　
愛
子
　
（
南
・
北
）

名
古
　
清
　
　
（
中
・
河
内
谷
）

上
野
　
清
美
　
（
下
・
知
見
）

大
牧
　
貞
子
　
（
江
和
・
田
歌
）

登
尾
　
久
嗣
　

　
　
　
　
　 

（
芦
生
・
白
石
・
佐
々
里
）

桂
　
　
ひ
さ
子
（
又
林
・
下
平
屋
）

高
野
　
長
司
　
（
上
平
屋
・
安
掛
）

　
井
　
正
巳
　
（
野
添
・
長
尾
・
深
見
）

栢
下
　
壽  

（
荒
倉
・
大
内
・
内
久
保
）

植
林
　
央
子
　
（
原
・
板
橋
・
宮
脇
）

南
　
　
清
　
　
（
下
吉
田
・
島
）

川
勝
　
仁
司
　
（
長
谷
・
上
司
）

樋
口
　
三
千
男
（
和
泉
）

山
﨑
　
豊
子
　
（
静
原
）

市
原
　
重
忠
　

　
　
　 

（
今
宮
・
栃
原
・
砂
木
・
棚
）

大
秦
　
正
　
　
（
川
合
・
殿
・
田
土
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

上
吉
田
・
林
）

上
田
　
孝
子
　
（
舟
津
・
松
尾
・

　
　
　
　
　
　
　
　 

神
谷
・
名
島
・
洞
）

田
中
　
幹
生
　

　
　
　 

（
庄
田
・
脇
・
熊
壁
・
山
森
）

小
寺
　
俊
彦
　
（
萱
野
・
大
野
）

藤
井
　
加
鶴
子
（
川
谷
・
岩
江
戸
）

梅
津
　
義
明
（
肱
谷
・
小
渕
・
音
海
）

梅
津
　
悦
子
　
（
向
山
・
樫
原
）

《
主
任
児
童
委
員
》

坂
本
　
二
三
　
・
中
野
　
忠
樹

◆
民
生
児
童
委
員
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
社
会
福
祉
課

☎
〇
七
七
一
―
六
八
―
〇
〇
〇
七

圭吉

伝今兀

伝今兀

伝今兀

隆隆塔

菅

角

惠

廣廣廣



　
今
や
花
粉
症
は
国
民
病
と
も
い

わ
れ
、
患
者
数
は
全
国
で
二
千
万

人
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
花
粉

症
は
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
な
の
で
、

完
全
に
治
す
の
は
難
し
い
こ
と
で

す
が
、
花
粉
を
回
避
し
、
薬
を
上

手
に
利
用
し
な
が
ら
、
花
粉
の
季

節
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。

風
邪
と
花
粉
症
の
違
い
は
？

　
風
邪
は
通
常
、
一
週
間
ほ
ど
で

治
り
ま
す
が
、
花
粉
症
は
、
原
因

と
な
る
花
粉
が
飛
ん
で
い
る
間
、

症
状
が
続
き
ま
す
。
ま
た
、
花
粉

症
は
さ
ら
さ
ら
し
た
「
水
っ
ぱ

な
」
が
出
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
目

の
か
ゆ
み
が
あ
れ
ば
花
粉
症
、
熱

が
出
て
い
れ
ば
風
邪
の
疑
い
が
強

い
、
と
見
分
け
ら
れ
ま
す
。
花
粉

症
か
な
と
思
っ
た
ら
、
症
状
を
和

ら
げ
る
た
め
に
も
、
病
院
で
検
査

を
受
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
病
院
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
法

で
花
粉
症
か
ど
う
か
、
ま
た
原
因

が
何
か
を
検
査
し
ま
す
。

●
鼻
鏡
検
査

　
鼻
鏡
を
使
っ
て
鼻
粘
膜
の
状
態

を
検
査
し
、
鼻
炎
の
原
因
が
ア
レ

ル
ギ
ー
か
ど
う
か
調
べ
る

●
血
清
抗
体
検
査

　
血
液
中
の
抗
体
を
検
査
し
、
原

因
と
な
る
花
粉
の
種
類
を
調
べ
る

●
皮
膚
反
応
テ
ス
ト

　
皮
膚
に
小
さ
な
傷
を
つ
け
、
花

粉
エ
キ
ス
を
注
射
し
て
皮
膚
の
反

応
か
ら
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
を

調
べ
る

生
活
の
中
で
花
粉
症
を
防
ぐ

　
花
粉
の
飛
散
時
期
に
は
、
花
粉

か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
第
一
で

す
。
し
か
し
、
現
実
に
花
粉
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、

次
の
「
生
活
上
の
注
意
点
六
か

条
」
に
留
意
し
て
、
花
粉
か
ら
身

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

生
活
上
の
注
意
点
六
か
条

①
外
出
時
に
は
マ
ス
ク
や
メ
ガ
ネ

を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。
髪
の
毛
に

つ
い
た
花
粉
は
落
と
し
に
く
い
の

で
、
帽
子
を
利
用
す
る
の
も
良
い

方
法
で
す
。
服
装
も
花
粉
が
落
ち

や
す
い
目
の
細
か
い
も
の
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

②
花
粉
を
、
家
の
中
に
持
ち
込
ま

な
い
。
（
帰
宅
時
に
玄
関
で
花
粉

を
落
と
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
）

帰
宅
後
の
手
洗
い
も
忘
れ
ず
に
行

い
ま
し
ょ
う
。

③
花
粉
が
家
の
中
に
入
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
窓
を
開
け
て

換
気
す
る
場
合
は
花
粉
の
少
な
い

日
、
時
間
帯
を
選
び
ま
す
。
（
乾

燥
し
た
、
風
の
強
い
日
は
避
け
る
。

特
に
昼
か
ら
夕
方
に
か
け
て
は
花

粉
が
飛
散
し
や
す
い
の
で
注
意
）

④
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
に

し
ま
し
ょ
う
。
緑
黄
食
野
菜
や
豆

類
な
ど
を
積
極
的
に
と
り
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

⑤
睡
眠
不
足
に
気
を
つ
け
て
、
規

則
正
し
い
生
活
を
お
く
り
、
体
の

抵
抗
力
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

⑥
過
労
や
精
神
的
ス
ト
レ
ス
は
ア

レ
ル
ギ
ー
症
状
の
現
れ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
り
、
症
状
の
悪
化
に

つ
な
が
り
ま
す
。

花
粉
症
の
治
療
に
つ
い
て

　
花
粉
症
の
治
療
に
は
、
医
療
機

関
で
行
う
薬
物
治
療
、
手
術
治

療
、
減
感
作
療
法
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
現
時
点
で
は
完
治
す
る
率

は
決
し
て
高
く
な
く
、
新
し
い
治

療
法
の
研
究
や
開
発
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

薬
を
使
っ
た
花
粉
症
予
防

　
薬
物
に
よ
る
予
防
法
は
、
基
本

的
に
は
治
療
と
し
て
の
薬
物
療
法

と
同
じ
で
す
。
薬
物
を
花
粉
症
の

季
節
の
前
か
ら
予
防
的
に
服
用
し

始
め
る
と
よ
り
効
果
的
で
、
花
粉

症
の
症
状
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
で
き
ま
す
。
完
全
な
予
防
に

は
な
り
ま
せ
ん
が
、
症
状
が
出
て

か
ら
治
療
を
始
め
る
よ
り
も
効
果

的
で
す
。

治
療
の
際
は
医
師
に
相
談

　
薬
を
点
眼
や
内
服
し
て
症
状
が

治
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
花
粉
症

が
治
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
根
気
よ
く
治
療
す
る
こ
と
で

花
粉
に
反
応
し
に
く
く
な
り
、
症

状
が
軽
く
な
り
ま
す
。
医
師
の
指

示
に
従
っ
て
き
ち
ん
と
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
花
粉
症
の
症
状
を
和
ら
げ
る
た

め
に
は
、
治
療
と
平
行
し
て
花
粉

に
接
す
る
機
会
を
減
ら
す
よ
う
努

力
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

̶23̶

花粉症と上手に付き合うために
～花粉症の予防と治療方法～
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▲雪に覆われた西乗寺正面の山門

～西乗寺(木造阿弥陀如来、両脇侍座像）～
さいじょうじ あみだにょらい きょうじ

～西乗寺(木造阿弥陀如来、両脇侍座像）～
さいじょうじ あみだにょらい きょうじ

火
難
を
逃
れ
、慈
悲
に
満
ち
溢
れ
た
三
尊
仏

　
雪
景
色
に
映
え
る
美
山
町
下
平

屋
の
西
乗
寺
。
山
門
を
く
ぐ
り
、

本
堂
右
手
に
あ
る
阿
弥
陀
堂
に

は
、
国
の
重
要
文
化
財
指
定
の
阿

弥
陀
如
来
お
よ
び
両
脇
侍
座
像
の

三
尊
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
央
の
阿
弥
陀
如
来
座
像
は
、

右
手
を
胸
前
、
左
手
を
ひ
ざ
上

に
、
両
手
と
も
親
指
と
人
差
し
指

で
円
形
を
作
る
来
迎
印
を
結
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
臨
終
に
際
し

た
人
を
極
楽
浄
土
へ
迎
え
に
来
る

時
の
印
相
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の

両
脇
侍
、
向
か
っ
て
右
に
観
音
菩

薩
、
左
に
勢
至
菩
薩
が
並
び
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
平
安
時
代
後
期

に
活
躍
し
た
仏
師
、
定
朝
工
房
の

作
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
奈
良
の
地
に
あ
っ
た

と
さ
れ
る
三
尊
仏
は
、
戦
乱
・
火

難
を
逃
れ
て
転
々
と
し
た
後
、
西

乗
寺
に
移
さ
れ
、
大
正
の
初
め
に

地
元
に
よ
り
阿
弥
陀
堂
が
建
立
さ

れ
、
安
置
。
昭
和
二
年
、
国
宝

（
旧
）
に
指
定
、
昭
和
二
十
五
年

の
文
化
財
保
護
法
の
施
行
に
よ

り
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
り
ま

し
た
。

　
数
々
の
火
難
を
逃
れ
て
き
た
こ

と
か
ら
、
火
伏
せ
の
仏
様
と
し
て

も
知
ら
れ
、
慈
悲
に
満
ち
溢
れ
た

穏
や
か
な
面
相
で
、
地
元
の
方
を

は
じ
め
遠
方
か
ら
お
参
り
に
訪
れ

る
人
々
を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

2008.2

　阿弥陀如来三尊仏が安置されている西乗寺のご住職、桂隆雄さんにお話をお
伺いしました。「阿弥陀如来三尊仏が、なぜこの地に来られることになったの
か、さまざまな言い伝えがあって由緒は定かではありません。しかし、縁あって
今ここにいらっしゃる仏様を、地元の方々と一緒にお守りしています。国の重要
文化財であり、火伏せの仏様とも言われることから、地元の方々も火元には気を
つけられています」西乗寺の本尊としては、総ケヤキ造りの本堂に阿弥陀如来立
像が安置されています。本堂の縁側から一望する景色は、穏やかでゆったりと風
や時の流れが感じられます。　◇西乗寺問い合わせ先　☎（0771）75－0355

西乗寺住職　桂　　隆雄  さん

▲阿弥陀如来（中央）と観音菩薩（右）、勢至菩薩（左）

　
「
阿
弥
陀
三
尊
」
は
、
奈
良
か

ら
京
、
京
か
ら
美
山
へ
の
数
奇
な

運
命
と
火
難
除
け
（
火
伏
せ
）
の

仏
様
と
し
て
厚
い
信
仰
を
集
め
て

き
た
。

　
戦
乱
騒
然
と
し
た
中
、
火
難
を

免
れ
て
嵯
峨
野
に
あ
っ
た
三
尊

を
、
当
時
、
野
々
村
庄
（
美
山
）

一
円
を
治
め
て
い
た
川
勝
豊
前
守

が
、
そ
の
あ
り
が
た
い
三
尊
像
の

由
来
と
、
村
人
の
願
い
を
聞
き
、

野
々
村
庄
へ
の
安
置
を
申
し
出
た

と
言
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
ヶ
坂
の

ふ
も
と
に
「
西
方
寺
」
と
い
う
寺

を
建
て
た
。

　
室
町
時
代
の
終
わ
り
に
野
々
村

庄
で
野
火
か
ら
山
火
事
に
な
り
、

九
鬼
ヶ
坂
一
帯
は
火
の
海
と
な
っ

た
。
「
阿
弥
陀
さ
ま
、
ど
う
ぞ
お

助
け
く
だ
さ
い
」
す
る
と
突
然
、

猛
火
の
中
に
黄
金
に
輝
く
阿
弥
陀

仏
の
姿
が
現
れ
た
。
同
時
に
、
に

わ
か
に
風
向
き
が
変
わ
り
、
里
の

村
々
は
火
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
時
は
流
れ
て
明
治
初
年
、
西
方

寺
が
廃
寺
に
な
る
運
命
に
な
っ
た

と
き
、
西
乗
寺
の
門
徒
衆
は
、
あ

り
が
た
い
阿
弥
陀
三
尊
を
お
招
き

し
て
お
守
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
阿
弥
陀
三
尊
」
は
、
奈
良
か

ら
京
、
京
か
ら
美
山
へ
の
数
奇
な

運
命
と
火
難
除
け
（
火
伏
せ
）
の

仏
様
と
し
て
厚
い
信
仰
を
集
め
て

き
た
。

　
戦
乱
騒
然
と
し
た
中
、
火
難
を

免
れ
て
嵯
峨
野
に
あ
っ
た
三
尊

を
、
当
時
、
野
々
村
庄
（
美
山
）

一
円
を
治
め
て
い
た
川
勝
豊
前
守

が
、
そ
の
あ
り
が
た
い
三
尊
像
の

由
来
と
、
村
人
の
願
い
を
聞
き
、

野
々
村
庄
へ
の
安
置
を
申
し
出
た

と
言
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
ヶ
坂
の

ふ
も
と
に
「
西
方
寺
」
と
い
う
寺

を
建
て
た
。

　
室
町
時
代
の
終
わ
り
に
野
々
村

庄
で
野
火
か
ら
山
火
事
に
な
り
、

九
鬼
ヶ
坂
一
帯
は
火
の
海
と
な
っ

た
。
「
阿
弥
陀
さ
ま
、
ど
う
ぞ
お

助
け
く
だ
さ
い
」
す
る
と
突
然
、

猛
火
の
中
に
黄
金
に
輝
く
阿
弥
陀

仏
の
姿
が
現
れ
た
。
同
時
に
、
に

わ
か
に
風
向
き
が
変
わ
り
、
里
の

村
々
は
火
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
時
は
流
れ
て
明
治
初
年
、
西
方

寺
が
廃
寺
に
な
る
運
命
に
な
っ
た

と
き
、
西
乗
寺
の
門
徒
衆
は
、
あ

り
が
た
い
阿
弥
陀
三
尊
を
お
招
き

し
て
お
守
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
火
難
除
け
の
阿
弥
陀
さ
ま
」

よ

※
「
美
山
・
伝
承
の
旅
」
よ
り
抜
粋

ぶ
ぜ
ん
の
か
み

く
　
き
　
が 

さ
か

ら
い
ご
う

か
ん
の
ん 

ぼ

さ
つ

せ
い  

し

じ
ょ
う
ち
ょ
う

お
元
気
で
す
か
？

保
健
師
で
す
。



　
今
や
花
粉
症
は
国
民
病
と
も
い

わ
れ
、
患
者
数
は
全
国
で
二
千
万

人
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
花
粉

症
は
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
な
の
で
、

完
全
に
治
す
の
は
難
し
い
こ
と
で

す
が
、
花
粉
を
回
避
し
、
薬
を
上

手
に
利
用
し
な
が
ら
、
花
粉
の
季

節
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。

風
邪
と
花
粉
症
の
違
い
は
？

　
風
邪
は
通
常
、
一
週
間
ほ
ど
で

治
り
ま
す
が
、
花
粉
症
は
、
原
因

と
な
る
花
粉
が
飛
ん
で
い
る
間
、

症
状
が
続
き
ま
す
。
ま
た
、
花
粉

症
は
さ
ら
さ
ら
し
た
「
水
っ
ぱ

な
」
が
出
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
目

の
か
ゆ
み
が
あ
れ
ば
花
粉
症
、
熱

が
出
て
い
れ
ば
風
邪
の
疑
い
が
強

い
、
と
見
分
け
ら
れ
ま
す
。
花
粉

症
か
な
と
思
っ
た
ら
、
症
状
を
和

ら
げ
る
た
め
に
も
、
病
院
で
検
査

を
受
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
病
院
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
法

で
花
粉
症
か
ど
う
か
、
ま
た
原
因

が
何
か
を
検
査
し
ま
す
。

●
鼻
鏡
検
査

　
鼻
鏡
を
使
っ
て
鼻
粘
膜
の
状
態

を
検
査
し
、
鼻
炎
の
原
因
が
ア
レ

ル
ギ
ー
か
ど
う
か
調
べ
る

●
血
清
抗
体
検
査

　
血
液
中
の
抗
体
を
検
査
し
、
原

因
と
な
る
花
粉
の
種
類
を
調
べ
る

●
皮
膚
反
応
テ
ス
ト

　
皮
膚
に
小
さ
な
傷
を
つ
け
、
花

粉
エ
キ
ス
を
注
射
し
て
皮
膚
の
反

応
か
ら
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
を

調
べ
る

生
活
の
中
で
花
粉
症
を
防
ぐ

　
花
粉
の
飛
散
時
期
に
は
、
花
粉

か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
第
一
で

す
。
し
か
し
、
現
実
に
花
粉
か
ら

逃
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、

次
の
「
生
活
上
の
注
意
点
六
か

条
」
に
留
意
し
て
、
花
粉
か
ら
身

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

生
活
上
の
注
意
点
六
か
条

①
外
出
時
に
は
マ
ス
ク
や
メ
ガ
ネ

を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。
髪
の
毛
に

つ
い
た
花
粉
は
落
と
し
に
く
い
の

で
、
帽
子
を
利
用
す
る
の
も
良
い

方
法
で
す
。
服
装
も
花
粉
が
落
ち

や
す
い
目
の
細
か
い
も
の
を
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

②
花
粉
を
、
家
の
中
に
持
ち
込
ま

な
い
。
（
帰
宅
時
に
玄
関
で
花
粉

を
落
と
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
）

帰
宅
後
の
手
洗
い
も
忘
れ
ず
に
行

い
ま
し
ょ
う
。

③
花
粉
が
家
の
中
に
入
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
窓
を
開
け
て

換
気
す
る
場
合
は
花
粉
の
少
な
い

日
、
時
間
帯
を
選
び
ま
す
。
（
乾

燥
し
た
、
風
の
強
い
日
は
避
け
る
。

特
に
昼
か
ら
夕
方
に
か
け
て
は
花

粉
が
飛
散
し
や
す
い
の
で
注
意
）

④
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
に

し
ま
し
ょ
う
。
緑
黄
食
野
菜
や
豆

類
な
ど
を
積
極
的
に
と
り
、
栄
養

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

⑤
睡
眠
不
足
に
気
を
つ
け
て
、
規

則
正
し
い
生
活
を
お
く
り
、
体
の

抵
抗
力
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

⑥
過
労
や
精
神
的
ス
ト
レ
ス
は
ア

レ
ル
ギ
ー
症
状
の
現
れ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
り
、
症
状
の
悪
化
に

つ
な
が
り
ま
す
。

花
粉
症
の
治
療
に
つ
い
て

　
花
粉
症
の
治
療
に
は
、
医
療
機

関
で
行
う
薬
物
治
療
、
手
術
治

療
、
減
感
作
療
法
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
現
時
点
で
は
完
治
す
る
率

は
決
し
て
高
く
な
く
、
新
し
い
治

療
法
の
研
究
や
開
発
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

薬
を
使
っ
た
花
粉
症
予
防

　
薬
物
に
よ
る
予
防
法
は
、
基
本

的
に
は
治
療
と
し
て
の
薬
物
療
法

と
同
じ
で
す
。
薬
物
を
花
粉
症
の

季
節
の
前
か
ら
予
防
的
に
服
用
し

始
め
る
と
よ
り
効
果
的
で
、
花
粉

症
の
症
状
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が

期
待
で
き
ま
す
。
完
全
な
予
防
に

は
な
り
ま
せ
ん
が
、
症
状
が
出
て

か
ら
治
療
を
始
め
る
よ
り
も
効
果

的
で
す
。

治
療
の
際
は
医
師
に
相
談

　
薬
を
点
眼
や
内
服
し
て
症
状
が

治
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
花
粉
症

が
治
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
根
気
よ
く
治
療
す
る
こ
と
で

花
粉
に
反
応
し
に
く
く
な
り
、
症

状
が
軽
く
な
り
ま
す
。
医
師
の
指

示
に
従
っ
て
き
ち
ん
と
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
花
粉
症
の
症
状
を
和
ら
げ
る
た

め
に
は
、
治
療
と
平
行
し
て
花
粉

に
接
す
る
機
会
を
減
ら
す
よ
う
努

力
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

̶23̶

花粉症と上手に付き合うために
～花粉症の予防と治療方法～
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▲雪に覆われた西乗寺正面の山門

～西乗寺(木造阿弥陀如来、両脇侍座像）～
さいじょうじ あみだにょらい きょうじ

～西乗寺(木造阿弥陀如来、両脇侍座像）～
さいじょうじ あみだにょらい きょうじ

火
難
を
逃
れ
、慈
悲
に
満
ち
溢
れ
た
三
尊
仏

　
雪
景
色
に
映
え
る
美
山
町
下
平

屋
の
西
乗
寺
。
山
門
を
く
ぐ
り
、

本
堂
右
手
に
あ
る
阿
弥
陀
堂
に

は
、
国
の
重
要
文
化
財
指
定
の
阿

弥
陀
如
来
お
よ
び
両
脇
侍
座
像
の

三
尊
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
央
の
阿
弥
陀
如
来
座
像
は
、

右
手
を
胸
前
、
左
手
を
ひ
ざ
上

に
、
両
手
と
も
親
指
と
人
差
し
指

で
円
形
を
作
る
来
迎
印
を
結
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
臨
終
に
際
し

た
人
を
極
楽
浄
土
へ
迎
え
に
来
る

時
の
印
相
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の

両
脇
侍
、
向
か
っ
て
右
に
観
音
菩

薩
、
左
に
勢
至
菩
薩
が
並
び
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
平
安
時
代
後
期

に
活
躍
し
た
仏
師
、
定
朝
工
房
の

作
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
奈
良
の
地
に
あ
っ
た

と
さ
れ
る
三
尊
仏
は
、
戦
乱
・
火

難
を
逃
れ
て
転
々
と
し
た
後
、
西

乗
寺
に
移
さ
れ
、
大
正
の
初
め
に

地
元
に
よ
り
阿
弥
陀
堂
が
建
立
さ

れ
、
安
置
。
昭
和
二
年
、
国
宝

（
旧
）
に
指
定
、
昭
和
二
十
五
年

の
文
化
財
保
護
法
の
施
行
に
よ

り
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
り
ま

し
た
。

　
数
々
の
火
難
を
逃
れ
て
き
た
こ

と
か
ら
、
火
伏
せ
の
仏
様
と
し
て

も
知
ら
れ
、
慈
悲
に
満
ち
溢
れ
た

穏
や
か
な
面
相
で
、
地
元
の
方
を

は
じ
め
遠
方
か
ら
お
参
り
に
訪
れ

る
人
々
を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

2008.2

　阿弥陀如来三尊仏が安置されている西乗寺のご住職、桂隆雄さんにお話をお
伺いしました。「阿弥陀如来三尊仏が、なぜこの地に来られることになったの
か、さまざまな言い伝えがあって由緒は定かではありません。しかし、縁あって
今ここにいらっしゃる仏様を、地元の方々と一緒にお守りしています。国の重要
文化財であり、火伏せの仏様とも言われることから、地元の方々も火元には気を
つけられています」西乗寺の本尊としては、総ケヤキ造りの本堂に阿弥陀如来立
像が安置されています。本堂の縁側から一望する景色は、穏やかでゆったりと風
や時の流れが感じられます。　◇西乗寺問い合わせ先　☎（0771）75－0355

西乗寺住職　桂　　隆雄  さん

▲阿弥陀如来（中央）と観音菩薩（右）、勢至菩薩（左）

　
「
阿
弥
陀
三
尊
」
は
、
奈
良
か

ら
京
、
京
か
ら
美
山
へ
の
数
奇
な

運
命
と
火
難
除
け
（
火
伏
せ
）
の

仏
様
と
し
て
厚
い
信
仰
を
集
め
て

き
た
。

　
戦
乱
騒
然
と
し
た
中
、
火
難
を

免
れ
て
嵯
峨
野
に
あ
っ
た
三
尊

を
、
当
時
、
野
々
村
庄
（
美
山
）

一
円
を
治
め
て
い
た
川
勝
豊
前
守

が
、
そ
の
あ
り
が
た
い
三
尊
像
の

由
来
と
、
村
人
の
願
い
を
聞
き
、

野
々
村
庄
へ
の
安
置
を
申
し
出
た

と
言
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
ヶ
坂
の

ふ
も
と
に
「
西
方
寺
」
と
い
う
寺

を
建
て
た
。

　
室
町
時
代
の
終
わ
り
に
野
々
村

庄
で
野
火
か
ら
山
火
事
に
な
り
、

九
鬼
ヶ
坂
一
帯
は
火
の
海
と
な
っ

た
。
「
阿
弥
陀
さ
ま
、
ど
う
ぞ
お

助
け
く
だ
さ
い
」
す
る
と
突
然
、

猛
火
の
中
に
黄
金
に
輝
く
阿
弥
陀

仏
の
姿
が
現
れ
た
。
同
時
に
、
に

わ
か
に
風
向
き
が
変
わ
り
、
里
の

村
々
は
火
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
時
は
流
れ
て
明
治
初
年
、
西
方

寺
が
廃
寺
に
な
る
運
命
に
な
っ
た

と
き
、
西
乗
寺
の
門
徒
衆
は
、
あ

り
が
た
い
阿
弥
陀
三
尊
を
お
招
き

し
て
お
守
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
阿
弥
陀
三
尊
」
は
、
奈
良
か

ら
京
、
京
か
ら
美
山
へ
の
数
奇
な

運
命
と
火
難
除
け
（
火
伏
せ
）
の

仏
様
と
し
て
厚
い
信
仰
を
集
め
て

き
た
。

　
戦
乱
騒
然
と
し
た
中
、
火
難
を

免
れ
て
嵯
峨
野
に
あ
っ
た
三
尊

を
、
当
時
、
野
々
村
庄
（
美
山
）

一
円
を
治
め
て
い
た
川
勝
豊
前
守

が
、
そ
の
あ
り
が
た
い
三
尊
像
の

由
来
と
、
村
人
の
願
い
を
聞
き
、

野
々
村
庄
へ
の
安
置
を
申
し
出
た

と
言
う
。
そ
し
て
、
九
鬼
ヶ
坂
の

ふ
も
と
に
「
西
方
寺
」
と
い
う
寺

を
建
て
た
。

　
室
町
時
代
の
終
わ
り
に
野
々
村

庄
で
野
火
か
ら
山
火
事
に
な
り
、

九
鬼
ヶ
坂
一
帯
は
火
の
海
と
な
っ

た
。
「
阿
弥
陀
さ
ま
、
ど
う
ぞ
お

助
け
く
だ
さ
い
」
す
る
と
突
然
、

猛
火
の
中
に
黄
金
に
輝
く
阿
弥
陀

仏
の
姿
が
現
れ
た
。
同
時
に
、
に

わ
か
に
風
向
き
が
変
わ
り
、
里
の

村
々
は
火
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
時
は
流
れ
て
明
治
初
年
、
西
方

寺
が
廃
寺
に
な
る
運
命
に
な
っ
た

と
き
、
西
乗
寺
の
門
徒
衆
は
、
あ

り
が
た
い
阿
弥
陀
三
尊
を
お
招
き

し
て
お
守
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
火
難
除
け
の
阿
弥
陀
さ
ま
」

よ

※
「
美
山
・
伝
承
の
旅
」
よ
り
抜
粋

ぶ
ぜ
ん
の
か
み

く
　
き
　
が 

さ
か

ら
い
ご
う

か
ん
の
ん 

ぼ

さ
つ

せ
い  

し

じ
ょ
う
ち
ょ
う

お
元
気
で
す
か
？

保
健
師
で
す
。
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図
書
館
・
室
は
、
「
本
に
関
す

る
質
問
」
で
な
く
て
も
、
皆
さ
ん

の
い
ろ
ん
な
疑
問
・
質
問
に
お
答

え
で
き
る
よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
資
料
を
収
集
し
、
情
報

の
提
供
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
「
参
考
業
務
」
と
い

っ
て
、
図
書
館
・
室
の
重
要
な
仕

事
の
一
つ
で
す
。

　
日
常
生
活
で
ち
ょ
っ
と
し
た

「
？
」
を
感
じ
た
時
、
も
っ
と
地

域
の
図
書
館
・
室
を
活
用
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

　
こ
れ
ま
で
皆
さ
ん
か
ら
、
図
書

館
に
実
際
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
事

例
を
紹
介
し
ま
す
。

「
自
家
製
の
大
豆
を
使
っ
て
、
一

か
ら
豆
腐
を
作
っ
て
み
た
い
の
だ

が
…
」

「
も
っ
と
年
金
を
も
ら
え
る
よ

う
、
今
の
受
給
制
度
や
仕
組
み
を

理
解
し
た
い
」

　
皆
さ
ん
が
「
知
り
た
い
な
！
な

ん
だ
ろ
う
な
？
」
と
思
わ
れ
た
こ

と
を
、
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　
「
？
」
を
感
じ
た
ら
、
ま
ず
は

近
く
の
図
書
館
・
室
へ
！
い
つ
で

も
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
依
頼
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
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。
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も
に
あ
る
べ
き
姿
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な
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。
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ん
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な
こ
と
を
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え
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れ
る
ト
ッ
プ
ラ
ン
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た
ち
の
、
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ど
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の
こ
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の
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ハ
ラ
ボ
ジ
の
留
学
」

「
お
ん
ぼ
ロ
ボ
ッ
ト
」

　
「
ハ
ラ
ボ
ジ
」
と
は
韓
国
語
で

「
じ
い
さ
ん
」
の
こ
と
。
三
十
五

年
間
の
中
学
の
教
員
生
活
を
経
た

後
、
韓
国
語
を
聞
き
取
る
こ
と
も

話
す
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
の

に
、
突
然
、
韓
国
の
大
学
に
留
学

し
た
い
と
言
い
出
し
た
ハ
ラ
ボ
ジ
。

　
二
年
四
ヵ
月
の
留
学
生
活
を
つ

づ
っ
た
実
体
験
小
説
。

　
ま
ち
は
ず
れ
の
丘
の
上
の
「
け

ん
き
ゅ
う
し
ょ
」
で
博
士
と
暮
ら

し
て
い
る
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
ト
ト
。

「
い
つ
か
町
へ
行
き
た
い
な
あ

…
」
あ
る
日
ト
ト
は
町
に
お
り

て
、
ひ
と
り
の
少
年
と
出
会
い
ま

し
た
…
。

　
古
典
の
薫
り
が
す
る
、
ま
っ
た

く
新
し
い
絵
本
。

著
　
：
峰
　
龍
一

発
行
：
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読
書
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著
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レ
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発
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「版画」　黒田　旭さん（1年）

　
「版画」　湯浅　龍典さん（2年）

　
「お面」　黒田　葵さん（5年）

　
「水彩画」　野嶋　藍さん（6年）

　

「
習
字
」　
吉
田
　
美
子
さ
ん（
3
年
）

「
版
画
」　
本
郷
　
晶
さ
ん（
4
年
）

年
、
私
の
担
任
す
る
ク
ラ

ス
は
二
人
の
か
わ
い
い
女

の
子
で
す
。
去
年
の
春
に
入
学
し

て
き
た
ば
か
り
の
、
ぴ
か
ぴ
か
の

一
年
生
で
す
。

月
か
ら
、
毎
日
の
終
わ
り

の
会
で
、
お
互
い
の
「
や

さ
し
さ
み
つ
け
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
最
初
の
う
ち
は
、
「
や
さ
し

さ
み
つ
け
」
と
い
っ
て
も
、
自
分

自
身
の
生
活
に
精
い
っ
ぱ
い
で
友

だ
ち
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
見
て
い

る
余
裕
の
な
か
っ
た
二
人
で
す

が
、
学
校
生
活
に
慣
れ
始
め
た
こ

ろ
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
見
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
内

容
は
、
「
Ａ
ち
ゃ
ん
が
竹
馬
い
っ

し
ょ
に
が
ん
ば
ろ
う
ね
と
言
っ
て

く
れ
て
、
や
さ
し
い
な
ぁ
と
思
い

ま
し
た
」
「
Ｂ
ち
ゃ
ん
の
鉛
筆
を

拾
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
あ
り
が
と
う

と
言
っ
て
く
れ
て
う
れ
し
か
っ
た

で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
他
愛
な

い
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
一
人

が
発
言
す
る
と
、
も
う
一
方
も
負

け
ず
に
発
言
す
る
、
そ
う
す
る
と

ま
た
も
う
一
方
が
…
と
い
う
光
景

は
見
て
い
て
と
て
も
ほ
ほ
笑
ま
し

い
も
の
で
す
。
二
学
期
の
途
中
か

ら
は
、
お
互
い
の
「
が
ん
ば
り
み

つ
け
」
に
も
取
り
組
み
始
め
、
相

手
の
こ
と
を
よ
く
見
て
頑
張
っ
て

い
た
こ
と
を
讃
え
合
っ
て
い
ま

す
。
得
意
な
こ
と
も
性
格
も
全
く

違
う
二
人
な
の
で
す
が
、
困
っ
た

と
き
に
は
さ
っ
と
助
け
合
え
、
お

互
い
の
良
さ
を
認
め
合
っ
て
、
「
大

好
き
！
」
と
言
い
合
っ
て
い
ま
す
。

ん
な
二
人
を
見
て
い
る
と

相
手
の
良
さ
を
認
め
る
こ

と
の
大
切
さ
に
改
め
て
気
付
か
さ

れ
ま
す
。
か
わ
い
い
二
人
に
も
、

長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
り
ま

す
。
短
所
に
気
付
き
、
直
そ
う
と

す
る
こ
と
も
と
て
も
大
切
で
す

が
、
自
分
の
長
所
を
知
っ
て
い
る

こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
育
ち
の

中
で
も
、
大
人
社
会
で
も
と
て
も

大
事
な
こ
と
で
す
。
た
だ
自
分
の

良
さ
は
、
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
気

付
く
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
自
分
の
良
さ

も
、
相
手
の
良
さ
も
認
め
ら
れ
る

子
ど
も
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
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　美山町文化協会（小畑弘会長）が主催す
る、新春書初め大会が南丹市美山文化ホー
ルで行われました。
　当日は地元の子どもたちや、趣味で書道を
されている方など、およそ20人の参加者が、
文化協会が用意した見本を参考にしながら、
新年の思いを込めて、筆を走らせました。
　１時間あまりをかけて、したためられた作品
は、美山文化ホールのロビーに展示されまし
た。

▲地域の農産物を生かして作られた43品を審査

▲丁寧に気持ちを込めて筆を走らせる参加者

お詫びと訂正　　広報なんたん11月号の記事に次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
13ページ…（誤）藤林裕子さん⇒（正）藤井裕子さん

「
天
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く
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い
上
が
る
炎
に

  
　
　
　
　祈
り
を
込
め
て
」

　無病息災と書の上達を祈願する恒例のそのべとんどま
つりが、園部公園内の屋内ゲートボール場前の広場で行わ
れました。この伝統行事は昭和57年に地域の輪づくりと
ふれあいの祭りにしていこうと、旧園部町と商工会が復活
させ、以来、毎年多くの人でにぎわいます。今年は園部町
商工会の主催で行われ、片山誠治商工会長、佐々木稔納
市長、市民の代表の方々により点火されました。訪れた人
は勢いよく燃え上がる炎に願いを込め、会場で振る舞われ
たぜんざいに舌鼓を打ちました。

▲

長
い
竹
の
先
に
書
き
初
め
を
付
け
て
炎
に
か
ざ
し
ま
す

「
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た
な
気
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ち
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」

「
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を
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加
工
品
が
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ろ
い
」
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▲雪の降る中を元気に走り出す参加者

▲手話劇を披露する口丹手話劇団「ピース」

▲入所者に花を手渡す生徒ら（シミズふないの里）

　ふない聴覚言語障害センター創設
10周年を祝う記念集会が南丹市園部
公民館で開催され、およそ170人が参
加しました。式典のあと、手話劇や太鼓
演奏などが行われ記念集会に花を添え
ました。
　同センターは、平成9年4月に旧船井
郡6町の福祉事業を進める拠点として
開所。聴覚や言語に障がいのある方々
の生活を支援する施設で、聞こえの検査・
補聴器の相談、手話通訳者や要約筆記
者の養成・派遣などが行われています。

　府立農芸高等学校(園部町南大谷)が
シクラメンの鉢植え100個を、市内の高
齢者福祉施設などに寄贈されました。こ
のシクラメンは、農産バイオ科草花類型
の生徒が研究するトレハロース栽培法で
栽培されたもので、介護老人保健施設シ
ミズふないの里(八木町)、特別養護老人
ホームヴィラ多国山(八木町)、社会福祉
法人長生園(園部町)、老人保健施設はぎ
の里(日吉町)、社会福祉法人美山やすら
ぎホーム(美山町)にそれぞれ20鉢ずつ
寄贈。このうち、シミズふないの里では、
生徒から入所者の皆さんに手渡しされ、
うれしそうに受け取られました。

　南丹市八木運動公園で、大堰川沿いの風
景を見ながらジョギングを楽しむ、大堰川ジ
ョギング大会(NPO法人八木町スポーツ協
会主催)が行われ、約200人が参加しまし
た。ロードレース１部(2.3km)に95人、同２
部(5km)に22人、ファミリージョギング
(1.5km)に79人が参加し、寒風の吹く中を
沿道からの声援を受けながら勢いよくスタ
ート。ゴール後は地元女性団体の皆さんが
用意した「大堰川なべ」が振る舞われ、参加
者はアツアツのなべを食べて、お互いの健闘
をたたえあい、心と体を温めました。

「
聴
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▲訪れた方々といろりを囲んで談笑される高橋代表（右）

　園部町本町にある町家工房「息吹」で、京
都府地域力再生プロジェクト支援事業の交
付金を受けて行った町家の改修工事の完了
を機に、近隣住民や行政関係者などを招待
して、お披露目会を兼ねた第一回「町家工芸
市」が開催されました。この工房は、京都伝
統工芸大学校の卒業生ら若手職人でつくる
ＮＰＯ法人「京都匠塾」（高橋博樹代表）が昨
年3月に開設。歴史とぬくもりのある町家を
拠点に、工芸品の創作や、人や文化交流の
場として展開されています。自由に見学で
き、今後、偶数月には町家工芸市（作品の展
示・販売）が行われます。

「
地
域
に
元
気
を
！
人
や
伝
統
が
息
吹
く
町
家
工
房
」
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　地域の農産物を有効に活用し、活動
されている食品加工グループの交流
と、今後の加工生産や新商品開発に役
立てることを目的に、味自慢交流会「南
丹地域ふるさと加工食品新商品開発
コンクール」が、南丹市日吉町生涯学
習センターで行われました。
　南丹地域農村女性・加工研究会、京
都府南丹農業改良普及センターの主
催で行われたこのコンクールには、南
丹市・亀岡市・京丹波町の食品加工グ
ループなどから43品が出展。見た目や
味など15項目で審査が行われた結果、
南丹市からは、京都府南丹振興局長賞
に、三色ちまきグループ(日吉町)の「笹
雫」、京都府南丹地域農業士会長賞
に、農事組合法人大向営農組合(日吉
町)の「特産品弁当」、京都府南丹農業
改良普及センター所長賞に、案山子の
会(日吉町)の「サンヤーコンの粕漬
け」、南丹地域農村女性・加工研究会長
賞には松本則子さん(八木町)の「柚子
菓子」と、パン工房農～実り～（日吉
町）の黒豆黒パンが選ばれました。

（
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●総人口：35,616人（－61)
（男：17,149人・女：18,467人）

（－40） （－21）

●世帯数：13,542世帯（－43)
（平成20年2月1日現在）

（　）内は前月比　
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ふるさとの風景再発見 ！
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「〝雪ニモマケズ  元気に走るぞ！」〝
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　今年で４回目を迎えたかやぶき雪灯廊。かやぶきの里の集落内や田んぼやあぜ
道などに小さな雪のかまくらを作り、中にロウソクを立て明かりを灯します。雪景色に
温かく揺らめく灯ろうの明かりと、ライトアップされたかやぶき民家の幻想的な風景
が、訪れた人たちを郷愁へといざないます。

■かやぶき雪灯廊（美山町北）

「もうすぐ一年生ですね。すくすくと育ってください」
（パパ・ママより）

樋口　詩織ちゃん （６歳５ヵ月）
●美山町

とも


