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区
長
会
研
修
会
で

町
政
功
労
者
を
表
彰

い
び
が
わ
未
来
づ
く
り
会
議

～
ま
ち
づ
く
り
提
案
書
の
提
出
～

Ｆ
Ｃ
岐
阜「
揖
斐
川
町
ホ
ー
ム

タ
ウ
ン
デ
ー
」で
町
を
Ｐ
Ｒ

　

４
月
25
日（
土
）、
揖
斐
川
町
中
央
公
民

館
で
、
区
長
会
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

研
修
会
で
は
、
町
政
功
労
者
と
し
て
10

人
が
表
彰
さ
れ
た
ほ
か
、
宗
宮
町
長
か
ら

平
成
27
年
度
の
町
の
施
政
方
針
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
岐
阜
県
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

学
長
で
あ
り
、
第
39
回
全
国
育
樹
祭
総
合

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
も
務
め
る
涌わ

く
井い 

史し

郎ろ
う

氏

を
講
師
に
招
き
、「
地
球
が
大
変
！
新
た

　

４
月
７
日（
火
）、
揖
斐
川
未
来
づ
く
り

会
議
の
代
表
者
か
ら
町
長
へ
提
案
書
の
提

出
が
あ
り
ま
し
た
。

　

い
び
が
わ
未
来
づ
く
り
会
議
と
は
、
新

し
い
総
合
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
町
民

の
皆
さ
ん
が
主
体
的
に
学
び
、
話
し
合
い

を
し
な
が
ら
、
町
民
と
行
政
が
協
働
で
取

り
組
む
「
こ
れ
か
ら
の
揖
斐
川
の
ま
ち
づ

く
り
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
具
体
的
な
提

案
を
頂
く
と
い
う
も
の
で
す
。

　

４
テ
ー
マ
、
８
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て

話
し
合
い
を
行
い
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま

ち
づ
く
り
提
案
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
17
日
に
は
実
際
に
会
議
に
参
加
し
て

い
た
人
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
代
表

し
て
町
長
に
訴
え
ま
し
た
。
そ
の
中
で
揖

斐
川
町
の
為
に
何
か
貢
献
し
た
い
と
い
う

意
欲
を
持
っ
た
人
が
少
な
か
ら
ず
お
り
、

も
っ
と
住

民
と
行
政

が
交
流
で

き
る
場
を

設
け
て
ほ

し
い
と
い

う
意
見
が

多
く
み
ら

れ
ま
し

た
。

　

４
月
19
日（
日
）
長
良
川
競
技
場
で
揖

斐
川
町
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
デ
ー
（
対
栃
木
Ｓ

Ｃ
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
地
域
と
の
連
携

を
目
的
と
し
た
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
デ
ー
で
は
、

会
場
内
で
町
の
物
産
を
販
売
し
、
入
場
者

に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
揖
斐

川
町
の
魅
力
を
来
場
者
に
伝
え
ま
し
た
。

　

試
合
前
に
は
町
の
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の

揖
斐
川
Ｆ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
が
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン

フ
ラ
ッ
グ
を
持
っ
て
入
場
し
、
観
客
の
拍

手
を
浴
び
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し
た

が
、
Ｆ
Ｃ
岐
阜
を
応
援
し
よ
う
と
大
勢
の

観
客
が
訪
れ
ま
し
た
。
試
合
は
後
半
に
１

点
決
め
ら
れ
、
０
対
１
で
惜
敗
し
ま
し
た
。

負
け
て
し
ま
っ
た
も
の
の
会
場
か
ら
は
惜

し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

表 彰 受 賞 者
(敬称略)

表彰区分 地域 氏名 功績内容

地方自治功労 揖斐 杉
すぎ

山
やま

　由
よし

美
み 長年にわたり、揖斐川町議会議員として

町の振興、発展のために尽くされた。

社会福祉功労 揖斐 小
お

川
がわ

　深
み

雪
ゆき 長年にわたり、揖斐川町人形劇団の顧問

及び、小規模授産所のボランティアなど
に努められ、町の福祉向上に尽くされた。

社会福祉功労 揖斐 石
いし

原
はら

　正
まさ

生
お 長年にわたり、揖斐川町音訳ボランティ

アとして、町広報誌の音訳を行うなど、
社会福祉の向上に尽くされた。

学芸功労 揖斐 細
ほそ

野
の

　清
きよし 長年にわたり、「北方踊り」や「雅楽」

の保存、伝承に努められ、地域文化の振
興に尽くされた。

学芸功労 揖斐 成
なる

瀬
せ

　孝
こう 長年にわたり、「桂古代踊り」の保存、

伝承に努められ、地域文化の振興に尽く
された。

学芸功労 揖斐 花
はな

木
き

　博
ひろ

義
よし 長年にわたり、「桂古代踊り」の保存、

伝承に努められ、地域文化の振興に尽く
された。

学芸功労 春日 小
こ

寺
でら

　陸
りく

兼
かね 長年にわたり、「川合太鼓踊り」の保存、

伝承に努められ、地域文化の振興に尽く
された。

公共団体功労 揖斐 牧
まき

村
むら

　實
みのる 長年にわたり、地域安全指導員として、

地域の安全確保に尽くされた。

公共団体功労 揖斐 松
まつ

波
なみ

　武
たけし 長年にわたり、老人クラブの役員として、

高齢者の福祉向上に尽くされた。

公共団体功労 久瀬 高
たか

橋
はし

　正
まさ

好
よし 長年にわたり、老人クラブの役員として、

高齢者の福祉向上に尽くされた。

な
価
値
観
で
地
域
創
生
を
考
え
る
」
を
テ

ー
マ
と
し
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▲提案書の提出の様子

▲フラッグを持って入場する子どもたち

▲区長会研修会の様子
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徳
山
ダ
ム
観
光
放
流

～
鮮
や
か
な
ウ
ロ
コ
模
様
を
描
く
～

地
元
開
催
の
第
68
回
関
西
茶
品
評
会

に
む
け
て
良
質
出
品
茶
が
出
揃
う
！

　

揖
斐
川
町
で
は
、
昔
の
元
服
に
ち
な
ん

で
15
歳
に
な
る
中
学
３
年
生
の
成
長
を
祝

う
と
と
も
に
、
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
考

え
る
機
会
を
も
つ
た
め
に
立
志
式
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
５
月
１
日（
金
）に
、
谷
汲
サ

ン
サ
ン
ホ
ー
ル
で
、
揖
斐
川
町
内
の
中
学

３
年
生
２
４
５
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

町
長
式
辞
・
来
賓
あ
い
さ
つ
に
続
い
て

行
わ
れ
た
キ
ャ
ン
ド
ル
セ
レ
モ
ニ
ー
で

は
、
野
原
教
育
長
か
ら
火
を
受
け
継
ぎ
、

大
人
が
も
つ
責
任
の
重
さ
を
、
火
を
扱
う

こ
と
の
責
任
の
重
さ
に
な
ぞ
ら
え
、
大
人

に
な
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
の

確
認
を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
火
が
全
員
に
分
火
さ
れ
、
最

初
小
さ
か
っ
た
火
は
や
が
て
ホ
ー
ル
全
体

を
照
ら
す
光
と
な
り
、
最
後
に
は
全
員
の

思
い
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
炎
と
な
っ

て
、
宗
宮
町
長
に
預
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、

作
文
「
私

の
夢
」
を

代
表
生
徒

が
朗
読
し
、

作
文
を
タ

イ
ム
カ
プ

セ
ル
に
入

れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、

町
内
出
身

で
活
躍
さ

れ
て
い
る
先
輩
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら

れ
る
と
、生
徒
た
ち
は
熱
心
に
聞
き
入
り
、

質
問
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
将
来
の
夢
を
も

つ
中
学
生
が
質
問
や
感
想
を
述
べ
る
シ
ー

ン
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
立
志
式
の
記
念
と
し
て
、
自

分
た
ち
が
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
等
を
使
っ
て

デ
ザ
イ
ン
し
た
マ
グ
カ
ッ
プ
を
宗
宮
町
長

よ
り
記
念
品
と
し
て
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
全
員
で
「
走
る
川
」
を
合
唱

し
、
一
体
感
の
あ
る
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー

が
ホ
ー
ル
を
包
み
ま
し
た
。

　

司
会
者
を
は
じ
め
、
各
中
学
校
の
代
表

者
が
中
心
と
な
り
、
生
徒
全
員
が
、
厳
粛

な
雰
囲
気
の
中
で
、
志
を
高
め
る
素
晴
ら

し
い
式
典
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
立
志
式
の
経
験
を
活
か
し
て

学
生
生
活
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
将

来
、
揖
斐
川
町
で
活
躍
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

総
貯
水
容
量
日
本
一
の
徳
山
ダ
ム
で
、

５
月
１
日（
金
）～
５
日（
火
・
祝
）に
か
け

て
観
光
放
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

放
流
は
、
10
時
か
ら
15
時
ま
で
１
時
間

お
き
に
そ
れ
ぞ
れ
10
分
間
、
洪
水
吐
き
ゲ

ー
ト
を
開
い
て
、
毎
秒
約
４
ト
ン
の
水
を

放
流
し
ま
す
。
流
れ
出
し
た
水
は
、
全
長

約
２
７
０
メ
ー
ト
ル
の
ダ
ム
堤
体
斜
面
に

鮮
や
か
な
ウ
ロ
コ
模
様
を
描
き
な
が
ら
流

れ
ま
し
た
。

　

来
場
者
は
、
水
が
描
く
模
様
に
感
嘆
の

声
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。

　

期
間
中
は
、
約
２
６
０
０
人
の
観
光
客

が
訪
れ
、
３
日
か
ら
５
日
に
は
山
菜
や
季

節
の
野
菜
な
ど
が
販
売
さ
れ
、
来
場
者
の

人
気
を
集
め
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
、
揖
斐
川
町
で
開
催
さ
れ
る
、
関

西
茶
品
評
会
に
向
け
、
茶
生
産
団
体
、
関

係
機
関
が
連
携
し
、
桂
・
若
松
地
区
、
春

日
上
ヶ
流
の
７
茶
園
で
、
良
質
な
出
品
茶

が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

関
西
茶
業
振
興
大
会
は
、
岐
阜
県
の
ほ

か
愛
知
県
、三
重
県
、滋
賀
県
、京
都
府
、

兵
庫
県
、奈
良
県
の
７
府
県
に
お
い
て
開

催
さ
れ
て
お
り
、
今
年
度
は
11
月
15
日

に
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
大
会
の
主
要

行
事
で
あ
る
関
西
茶
品
評
会
は
、７
府
県

か
ら
、普
通
煎
茶
、深
蒸
し
煎
茶
、か
ぶ
せ

茶
、玉
露
、て
ん
茶
の
５
種
の
部
に
、最
高

レ
ベ
ル
の
荒
茶
が
６
０
０
点
余
り
出
品
さ

れ
、内
質
、外
観
の
審
査
に
よ
っ
て
最
高
位

の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
競
い
合
い
ま
す
。

　

揖
斐
川
町
は
、
３
月
か
ら
出
品
茶
園
の

選
定
、
手
摘
み
の
摘
採
時
期
の
決
定
、
手

摘
み
の
協
力
人
員
の
確
保
な
ど
の
支
援
を

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
４
月
下
旬

か
ら
５
月
初
旬
、
４
日
間
か
け
て
７
茶
園

で
良
質
な
出
品
茶
が
出
来
上
が
り
、
上
位

入
賞
が
大
い
に
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
審
査
会
や
振
興

大
会
の
開
催

を
支
援
し
、

大
会
の
成
功

を
通
じ
て
美

濃
い
び
茶
の

Ｐ
Ｒ
を
推
進

し
て
い
き
ま

す
。

平
成
27
年
度
立
志
式
開
催　

～
２
４
５
人
の
心
が
ひ
と
つ
に
！
～

▲観光放流の様子

▲出品茶の手摘み作業

▲キャンドルセレモニーの様子

▲タイムカプセル投入の様子



2015. 6  Public Information IBIGAWA 6

桂
古
代
踊

～
大
和
神
社
に
奉
納
～

北
方
ま
つ
り

～
ね
そ
ね
そ
祭
り
を
奉
納
～

　

300
余
年
の
歴
史
を
持
つ
伝
統
文
化
行
事

の
揖
斐
ま
つ
り
が
、
５
月
４
日（
月
・
祝
）

～
５
日（
火
・
祝
）に
三
輪
神
社
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

岐
阜
県
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
豪ご
う

華か

絢け
ん

爛ら
ん

な
５
輌
り
ょ
う
の
や
ま

と
、

そ
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
華
や
か
な

子
ど
も
歌
舞
伎
、
そ
し
て
勇
壮
な
神
輿
の

渡と

御ぎ
ょ

が
魅
力
の
揖
斐
ま
つ
り
。

　

今
年
の
子
ど
も
歌
舞
伎
は
上
町
区
に
よ

る
「
芦あ
し

屋や

道ど
う

満ま
ん

大お
お

内う
ち

鑑か
が
み　

狐
き
つ
ね

葛く
ず

の
葉は

後ご

日じ
つ

譚ば
な
し
」
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
三
輪
神
社
へ

と
続
く
本
町
通
り
に
は
、
多
く
の
屋
台
が

軒
を
連
ね
、
２
日
間
で
約
３
万
人
の
観
光

客
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
５
月
３
日
に
は
子
ど
も
歌
舞
伎
特

別
公
演
が
中
央
公
民
館
で
上
演
さ
れ
、
よ

り
近
く
で
じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
揖
斐
ま
つ
り
を

前
に
大
勢
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
12
日（
日
）
大
和
神
社
で
春
の
例

大
祭
が
あ
り
、
桂
古
代
踊
り
が
奉
納
さ
れ

ま
し
た
。

　

町
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
桂
古
代
踊
は
、
今
か
ら
６
５
０

年
前
に
土
岐
氏
の
侍
が
士
気
を
高
め
る
た

め
に
踊
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
、そ
の
後
、

雨
乞
い
や
豊
年
祈
願
の
踊
り
と
し
て
形
を

変
え
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
、
何
度
か

途
絶
え
ま
し
た
が
、
保
存
会
の
結
成
に
よ

り
復
活
し
、
今
で
は
地
域
の
人
に
親
し
ま

れ
る
踊
り
と
し
て
根
付
い
て
い
ま
す
。

　

14
人
の
踊
り
手
が
、
太
鼓
と
竹
で
作
ら

れ
た
高
さ
３
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
シ
ナ
イ
を

担
い
で
力
強
く
踊
る
姿
は
圧
巻
で
、
訪
れ

た
大
勢
の
人
が
目
を
奪
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
19
日（
日
）
北
方
神
社
で
春
季
例

大
祭
の
北
方
ま
つ
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

北
方
ま
つ
り
で
は
、
神
輿
や
４
年
前
に
復

活
し
た
豊
作
祈
願
の
芸
能
「
ね
そ
ね
そ
祭

り
・
田
遊
び
」
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ね
そ
ね
そ
祭
り
」
は
、
農
家
の
年
中

行
事
を
舞
台
で
表
現
す
る
伝
統
芸
能
で
、

地
域
の
女
子
児
童
を
含
む
30
人
が
、
苗
打

ち
か
ら
今
年
初
め
て
披
露
さ
れ
た
田
植
え

ま
で
を
演
じ
ま
し
た
。
田
植
え
の
場
面
は

せ
り
ふ
が
少
な
い
分
、
動
作
や
踊
り
を
ふ

ん
だ
ん
に
使
っ
て
見
せ
場
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
最
後
は
酒
食
を
楽
し
む
朗
ら
か
な

シ
ー
ン
で
締
め
く
く
り
、
会
場
も
雨
の
中

で
し
た
が
、
温
か
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

　

他
に
も
巫
女
舞
や
２
月
ま
で
の
１
年
間

に
誕
生
し
た
子
ど
も
た
ち
の
新
氏
子
初
宮

詣
式
、
北
方
幼
児
園
の
子
ど
も
た
ち
に
よ

る
ほ
の
ぼ
の
太
鼓
な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
し

た
。

人
が
、や

ま

が
、
神
輿
が
彩
る
３
百
余
年
の
歴
史
絵
巻

～
古
か
ら
伝
承
さ
れ
る
技
と
心
～
　
　
　
　
　

▲子ども歌舞伎の奉納（三輪神社）

▲太鼓を打ち鳴らす踊り手

▲稚児役者の練り込み ▲神輿発御（三輪神社）

▲田植えの場面を演じる女子児童


