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巻末資料 

資料-１ 作成の経緯 

 新温泉町では、「新温泉町文化財保存活用地域計画」の作成に向けて、令和３年（2021）４月に新温泉町文

化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱を制定し、学識経験者や商工・観光関係団体、地域の活動団体、

文化財所有者、行政などで組織する「新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会」（以下、「協議会」とい

う）を組織しました（構成は表 1 のとおり）。 

 令和３年（2020）８月４日の第１回協議会を皮切りに、同年 12 月５日に第２回協議会、令和４年（2022）

３月６日に第３回協議会、同年６月 25 日に第４回協議会、同年 10 月 25 日に第５回協議会、令和５年（2023）

３月５日に第６回協議会を開催して計画内容の協議を行い、計画素案を作成しました。この期間において、

令和３年９月 22 日～10 月 22 日に町内 63 自治会の自治会長を対象とした「自治会の区域における「歴史・

文化・自然」に関する調査」（アンケート調査）を実施し、令和４年３月５日に「新温泉町文化財自治会アン

ケート調査説明会～地域総がかりで文化財を後世につなぐ仕組みを考える～」を開催しました。また、令和

４年７月から９月にかけて、新温泉町文化財保存活用地域計画の作成の趣旨説明と文化財の保存・活用に関

する町民等の意見把握を行うための地区別説明会（地区別生涯学習講座）を合計 10 回開催しました。また、

令和４年７月 26 日に第１回文化庁協議、同年 11 月８日に第２回文化庁協議（兼現地視察）を実施し、令和

４年３月 29 日には新温泉町文化財保護審議会（構成は表 2 のとおり）において計画作成の進捗状況を報告

し、計画内容に対する意見聴取を行いました。 

 （以降、今後追加予定） 
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表 1 新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会 委員一覧 

区分 氏名 所属・役職等 備考 

学識経験者 

久下 隆史 
民俗芸能学会 評議員 
(元園田学園女子大学 特任講師)  

谷本 勇 
新温泉町文化財審議会 会長 
新温泉町山陰海岸ジオパーク館 館長  

宗田 好史 
京都府立大学 教授（～令和４年３月） 
関西国際大学 教授（令和４年４月～） 会長 

綿貫 友子 
神戸大学大学院経済学研究科 教授 
兵庫県文化財審議会 委員  

商工関係団体 谷田 一富 新温泉町商工会 会長 副会長 

観光関係団体 朝野 泰昌 新温泉町観光振興協議会 会長  

地域の活動団体 水谷 和尚 
諸寄財産区協議会 区長 
諸寄活性化委員会 会長（～令和４年８月）  

文化財の所有者 西脇 明 但馬地域麒麟獅子舞保存会 会長  

兵庫県 甲斐 昭光 兵庫県教育委員会事務局文化財課 課長  

新温泉町 

西村 松代 新温泉町教育長  

中井 勇人 新温泉町企画課 課長（～令和４年３月）  

水田 賢治 
新温泉町商工観光課 課長（～令和４年３月） 
新温泉町企画課 課長（令和４年４月～）  

福井 崇弘 新温泉町商工観光課 課長（令和４年４月～）  

西澤 要 新温泉町農林水産課 課長（～令和４年３月）  

原  憲一 新温泉町農林水産課 課長（令和４年４月～）  

山本 輝之 新温泉町建設課 課長（～令和４年３月）  

松井 豊茂 新温泉町建設課 課長（令和４年４月～）  

小谷 豊 新温泉町町民安全課 課長  

中島 昌彦 新温泉町教育委員会こども教育課 課長  

（事務局）新温泉町教育委員会生涯教育課 

 

表 2 新温泉町文化財保護審議会 委員一覧 

令和２～３年度  令和４～５年度 

 氏名 専門   氏名 専門 

1 長谷坂 栄治 民俗芸能  1 谷本 勇 地質 

2 谷本 勇 地質  2 段 秀和 地域史 

3 段 秀和 地域史  3 岡部 良一 地域史 

4 岡部 良一 地域史  4 中澤 博子 植物 

5 中澤 博子 植物  5 山本 清孝 地域史 

6 中村 幸夫 地域史  6 熊谷 圭諦 仏教美術 

7 山本 清孝 地域史  7 日浦 一浩 地域史 

8 熊谷 圭諦 仏教美術  8 北村 義和 地域史 

9 日浦 一浩 地域史  9 郷司 昌賢 仏教美術 

10 北村 義和 地域史     
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表 3 「新温泉町文化財保存活用地域計画」の作成の経過 

年月日 内容 

令和３年 

（2021） 

４月 26 日 「新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱」の制定 

６月 29 日 令和３年度第１回文化財保護審議会での意見聴取 

８月４日 第１回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

９月 22 日～10 月 22 日 
自治会の区域における「歴史・文化・自然」に関する調査（自治会長

アンケート調査）の実施 

12 月５日 第２回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

12 月 10 日 令和３年度第２回文化財保護審議会での意見聴取 

令和４年 

（2022） 

３月５日 
「新温泉町文化財自治会アンケート調査説明会～地域総がかりで文

化財を後世につなぐ仕組みを考える～」の開催 

３月６日 第３回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

３月 29 日 令和３年度第３回文化財保護審議会での意見聴取 

６月 25 日 第４回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

６月 28 日 令和４年度第１回文化財保護審議会での意見聴取 

７月 22 日 （地区説明会①）春来地区・地区別生涯学習講座の開催 

７月 26 日 第１回文化庁協議 

７月 27 日 （地区説明会②）照来地区・地区別生涯学習講座の開催 

８月 22 日 （地区説明会③）温泉小学校区・地区別生涯学習講座の開催 

８月 30 日 （地区説明会④）浜坂北小学校区・地区別生涯学習講座の開催 

９月３日 （地区説明会⑤）久斗地区・地区別生涯学習講座の開催 

９月９日 （地区説明会⑥）八田地区・地区別生涯学習講座の開催 

９月 20 日 （地区説明会⑦）久斗山地区・地区別生涯学習講座の開催 

９月 28 日 （地区説明会⑧）赤崎地区・地区別生涯学習講座の開催 

９月 29 日 （地区説明会⑨）諸寄地区・地区別生涯学習講座の開催 

９月 30 日 （地区説明会⑩）奥八田地区・地区別生涯学習講座の開催 

10 月 25 日 第５回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

11 月８日 第２回文化庁協議（現地視察） 

11 月 29 日 令和４年度第２回文化財保護審議会での意見聴取 

令和５年 

（2023） 

３月５日 第６回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

３月 23 日～４月 14 日 計画素案に対するパブリックコメントの実施 

３月 26 日 地域計画説明会の開催 

３月 28 日 令和４年度第３回文化財保護審議会での意見聴取 

 月 日 区長会総会での意見聴取 

５月 日 
第７回新温泉町文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

（計画素案の確定） 

 月 日 令和５年度第１回文化財保護審議会での意見聴取 

 月 日 
令和５年第１回教育委員会での計画素案の報告・承認 

（計画案の確定） 

  

  

 月 日 文化庁への計画の認定申請 

 月 日 計画の認定・作成 
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資料-２ 関連文化財群に関係する文化財一覧 

（１）「日本海が育んだ絶景と営み」に係る関連文化財群に関係する文化財一覧 

No. 名称 旧小学校区 自治会 分類 文化財指定等 
関係する 
歴史文化
の特徴 

1 松林（白砂青松） 旧浜坂小 浜坂 記念物 名勝地   1.癒し 

2 浜坂地区の町並み（味原の小径） 旧浜坂小 浜坂 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

3 浜坂港（旧浜坂漁港） 旧浜坂小 浜坂 文化的景観 -   3.生業 

4 石畳跡 旧浜坂小 浜坂 記念物 遺跡   5.暮らし 

5 
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命

亭）主屋 
旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物 

国登録有形文

化財 
5.暮らし 

6 
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命
亭）乾蔵 

旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物 
国登録有形文
化財 

5.暮らし 

7 
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命
亭）北ノ蔵 

旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物 
国登録有形文
化財 

5.暮らし 

8 
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命
亭）酒蔵 

旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物 
国登録有形文
化財 

5.暮らし 

9 
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命
亭）石垣 

旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物 
国登録有形文
化財 

5.暮らし 

10 三尾大島碑 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

11 
名勝及天然紀念物但馬御火浦記念
碑 

旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

12 城山（城山園地） 旧浜坂小 芦屋 記念物 名勝地   
1.癒し 

5.暮らし 

13 浜坂温泉 旧浜坂小 浜坂 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

14 観音山 旧浜坂小 清富 記念物 名勝地   
1.癒し 

5.暮らし 

15 宇都野神社麒麟獅子舞 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 無形の民俗文化財  2.信仰 

16 柱松荒神 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

17 柱松の荒神さんの伝承 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

18 浜坂蛭子（恵比須）神社 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

19 鮑の宮水 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

20 八大龍王宮（龍宮社） 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

21 川下祭り（渡御行列） 旧浜坂小 浜坂・芦屋 民俗文化財 無形の民俗文化財 町指定文化財 2.信仰 

22 高垣治三郎顕彰碑 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

23 浜坂漁協組合文書 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

24 浜坂漁師の木遣唄 旧浜坂小 浜坂 無形文化財 -   5.暮らし 

25 浜坂村東山台場 旧浜坂小 浜坂 記念物 遺跡   5.暮らし 

26 
旧浜坂村近世村方文書・明治戸長

文書 
旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

27 浜坂老松町の井戸と洗い場 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 有形の民俗文化財   5.暮らし 

28 浜坂の灯籠流し 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

29 松岡益一文書 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

30 仲山敦文書 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

31 浜坂のタンゴイワガサ群落 旧浜坂小 芦屋 記念物 動物・植物・地質鉱物 

県指定天然記

念物 
「浜坂のタンゴ
イワガサとワカ

サハマギク群
落」として 

1.癒し 

32 浜坂のワカサハマギク群落 旧浜坂小 芦屋 記念物 動物・植物・地質鉱物 

県指定天然記

念物 
「浜坂のタンゴ
イワガサとワカ

サハマギク群
落」として 

1.癒し 

33 諸寄東ノ洞門 旧浜坂小 芦屋 記念物 動物・植物・地質鉱物 
県指定天然記
念物 

1.癒し 

34 芦屋城址 旧浜坂小 芦屋 記念物 遺跡 町指定文化財 5.暮らし 

35 芦屋陣屋跡 旧浜坂小 芦屋 記念物 遺跡   5..暮らし 

36 木造十一面観音立像 旧浜坂小 清富 有形文化財 美術工芸品 
国指定重要文

化財 
2.信仰 

37 清富陣屋跡 旧浜坂小 清富 記念物 遺跡   5.暮らし 

38 八山（鉢山） 旧諸寄小 諸寄 記念物 名勝地   1.癒し 

39 千賊断崖 旧諸寄小 諸寄 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

40 諸寄西ノ洞門 旧諸寄小 諸寄 記念物 動物・植物・地質鉱物 町指定文化財 1.癒し 

41 諸寄地区の景観 旧諸寄小 諸寄 伝統的建造物群 -   5.暮らし 
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No. 名称 旧小学校区 自治会 分類 文化財指定等 
関係する 
歴史文化 
の特徴 

42 塩谷の海食洞 旧諸寄小 諸寄 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

43 雪の白浜 旧諸寄小 諸寄 記念物 名勝地   1.癒し 

44 与謝野寛・前田純孝（翠渓）歌碑 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

45 岡の浜の前田純孝（翠渓）歌碑 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

46 岡垣徹治歌碑 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

47 白花園鳳影（川崎屋初右衛門）歌碑 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

48 西行法師歌碑 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

49 諸寄浜海浜植物群 旧諸寄小 諸寄 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

50 海金剛 旧諸寄小 諸寄・釜屋 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

51 池の島の大甌穴 旧諸寄小 諸寄 記念物 動物・植物・地質鉱物 
県指定天然記
念物 

1.癒し 

52 黄泉坂のおとん女郎 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

53 龍満寺 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

54 諸寄の精霊船流し 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財 
県登録無形民

俗文化財 
2.信仰 

55 諸寄恵比須神社 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

56 為世永神社 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 有形の民俗文化財   
2.信仰 
4.交流 

57 為世永神社の例祭（祇園祭） 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

58 諸寄麒麟獅子舞 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財 

国指定重要無
形民俗文化財 

「因幡・但馬の
麒麟獅子舞」と
して 

2.信仰 

59 為世永神社の石燈籠(1) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 
「為世永神社

の石造物群」と
して 

2.信仰 

4.交流 

60 為世永神社の石燈籠(2) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 

「為世永神社
の石造物群」と
して 

2.信仰 
4.交流 

61 為世永神社の石燈籠(3) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 
「為世永神社

の石造物群」と
して 

2.信仰 

4.交流 

62 為世永神社の石燈籠(4) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 

「為世永神社
の石造物群」と
して 

2.信仰 
4.交流 

63 為世永神社の石燈籠(5) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 
「為世永神社

の石造物群」と
して 

2.信仰 

4.交流 

64 為世永神社の石燈籠(6) 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 

「為世永神社
の石造物群」と
して 

2.信仰 
4.交流 

65 為世永神社の玉垣 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 
「為世永神社

の石造物群」と
して 

2.信仰 

4.交流 

66 為世永神社の狛犬 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 

町指定文化財 

「為世永神社
の石造物群」と
して 

2.信仰 
4.交流 

67 為世永神社船絵馬 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 
2.信仰 
4.交流 

68 旧諸寄港 旧諸寄小 諸寄 文化的景観 -   
3.生業 
4.交流 

69 諸寄 船宿跡 旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 
4.交流 

70 
和船係留跡（諸寄港西岸：尾崎造船

所下） 
旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   

3.生業 

4.交流 

71 
和船係留跡（諸寄港西岸：恵比須社

下） 
旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   

3.生業 

4.交流 
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72 和船係留跡（諸寄港西岸：湾洞北） 旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 
4.交流 

73 
和船係留跡（諸寄港東岸：第一岩礁
先端部） 

旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 
4.交流 

74 
和船係留跡（諸寄港東岸：第二岩礁
先端部） 

旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 
4.交流 

75 
和船係留跡（諸寄港東岸：T 字型防
潮堤つけ根付近） 

旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 
4.交流 

76 
和船係留跡（諸寄港東岸：平島対

岸） 
旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   

3.生業 

4.交流 

77 和船係留跡（諸寄港東岸：平島） 旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   
3.生業 

4.交流 

78 廻船問屋中藤田家（藤田威生家） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   
3.生業 
4.交流 

79 廻船問屋東藤田家 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   
3.生業 
4.交流 

80 廻船問屋道盛家 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   
3.生業 
4.交流 

81 廻船問屋倉庫群 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   
3.生業 
4.交流 

82 諸寄 引き札 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   
3.生業 

4.交流 

83 船名額 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 
3.生業 

4.交流 

84 北前船航路図関係（資料） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 
3.生業 
4.交流 

85 諸寄村灯明堂台場 旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   5.暮らし 

86 諸寄日和山の常夜燈 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   
3.生業 

4.交流 

87 笹屋の井戸 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 有形の民俗文化財   
3.生業 

4.交流 

88 諸寄日和山 旧諸寄小 諸寄 記念物 名勝地   
3.生業 
4.交流 

89 へしこ 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財   1.癒し 

90 立橋信行文書 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

91 安本虎之助文書 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

92 大谷米造文書 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

93 旧西浜村役場文書 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

94 道盛義男文書 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

95 諸寄砥石／砥石山 旧諸寄小 奥町 記念物 遺跡   3.生業 

96 釜屋地区の景観 旧諸寄小 釜屋 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

97 釜屋港 旧諸寄小 釜屋 文化的景観 -   3.生業 

98 釜屋三柱神社 旧諸寄小 釜屋 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

99 釜屋三柱神社本殿 旧諸寄小 釜屋 有形文化財 建造物   2.信仰 

100 釜屋三柱神社秋祭り 旧諸寄小 釜屋 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

101 釜屋 盆行事・佛送り 旧諸寄小 釜屋 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

102 釜屋ポットホール（甌穴） 
旧居組小・

旧諸寄小 
居組・釜屋 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

103 鍾乳 日本洞門 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物 

県指定天然記

念物 
「鍾乳 日本洞
門・鍾乳 亀山

洞門」として 

1.癒し 

104 鍾乳 亀山洞門 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物 

天然記念物 
「鍾乳 日本洞

門・鍾乳 亀山
洞門」として 

1.癒し 

105 居組不動山の暖地性植物群落 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物 
県指定天然記
念物 

1.癒し 

106 汐吹岬 旧居組小 居組 記念物 名勝地   1.癒し 

107 穴見海岸 旧居組小 居組 記念物 名勝地   1.癒し 

108 ハナズル洞門 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

109 蓬莱断崖 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

110 大池島のポットホール 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

111 居組洞門 旧居組小 居組 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

112 居組地区の景観 旧居組小 居組 伝統的建造物群 -   5.暮らし 
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113 居組龍雲寺本堂 旧居組小 居組 有形文化財 建造物 町指定文化財 2.信仰 

114 居組大歳神社 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

115 居組大歳神社秋祭 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

116 居組麒麟獅子舞 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財 

国指定重要無
形民俗文化財 
「因幡・但馬の

麒麟獅子舞」と
して 

2.信仰 

117 龍雲寺 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

118 木造不動明王像 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 2.信仰 

119 居組の精霊船流し 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財 
県登録無形民

俗文化財 
2.信仰 

120 龍神堂（竜神社／竜神さん） 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

121 居組恵比寿さん 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

122 栃原さん（栃原権現） 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

123 居組港（伊含浦） 旧居組小 居組 文化的景観 -   3.生業 

124 共同漁具倉庫 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   3.生業 

125 船名額(居組廻船) 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 3.生業 

126 船名額 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 3.生業 

127 油屋事岩崎家文書 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

128 和船係留跡（居組港：不動岩側） 旧居組小 居組 記念物 遺跡   3.生業 

129 和船係留跡（居組港：亀山側） 旧居組小 居組 記念物 遺跡   3.生業 

130 船往来手形 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

131 嶋屋文書 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

132 前田父子彰徳之記念碑 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   3.生業 

133 居組村東山台場 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

134 県境起点標識 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

135 横島灯台 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   3.生業 

136 不動山灯台 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   3.生業 

137 三尾港 旧御火浦小 三尾 文化的景観 -   3.生業 

138 三尾の日和山 旧御火浦小 三尾 記念物 名勝地   3.生業 

139 三尾地区の景観 旧御火浦小 三尾 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

140 長崎鼻 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及

び天然記念物 
「但馬御火浦」
として 

1.癒し 

141 小三尾の崖と棚 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及
び天然記念物 
「但馬御火浦」

として 

1.癒し 

142 不老の水 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

143 仙酔灘 旧御火浦小 三尾 記念物 名勝地 

国指定名勝及
び天然記念物 
「但馬御火浦」

として 

1.癒し 

144 通天洞門 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及

び天然記念物 
「但馬御火浦」
として 

1.癒し 

145 三尾大島 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及
び天然記念物 
「但馬御火浦」

として 

1.癒し 

146 下荒洞門 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及

び天然記念物 
「但馬御火浦」
として 

1.癒し 

147 三尾松島 旧御火浦小 三尾 記念物 名勝地 

国指定名勝及
び天然記念物 
「但馬御火浦」

として 

1.癒し 

148 佐伝岩脈 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及

び天然記念物 
「但馬御火浦」
として 

1.癒し 
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149 旭洞門 旧御火浦小 三尾 記念物 動物・植物・地質鉱物 

国指定名勝及
び天然記念物 

「但馬御火浦」
として 

1.癒し 

150 三尾三柱神社 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

151 三尾八柱神社 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

152 三尾八柱・三柱神社の例祭 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

153 三尾八柱神社の船神輿（荒神丸） 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

154 三尾三柱神社の飾り船（宝珠丸） 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

155 三尾麒麟獅子舞 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財 

国指定重要無
形民俗文化財 

「因幡・但馬の
麒麟獅子舞」と
して 

2.信仰 

156 三尾厳島神社の例祭 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

157 三尾の宝篋印塔 旧御火浦小 三尾 有形文化財 建造物   2.信仰 

158 三尾蛭子（恵比須）神社の例祭 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

159 三尾蛭子（恵比須）神社の棟札 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

160 三尾厳島神社の棟札 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

161 三尾亀宮大明神 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

162 三尾亀宮大明神の棟札 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

163 三尾八柱神社の宝篋印塔（部分-1） 旧御火浦小 三尾 有形文化財 建造物   2.信仰 

164 三尾八柱神社の宝篋印塔（部分-2） 旧御火浦小 三尾 有形文化財 建造物   2.信仰 

165 三尾八柱神社の宝篋印塔（部分-3） 旧御火浦小 三尾 有形文化財 建造物   2.信仰 

166 三尾浦の伝承 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

167 三尾の上皇踊 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

168 平家落人の伝説（三尾） 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

169 高野聖の伝説 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

170 後鳥羽上皇の上陸説 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

171 三尾の仏迎え 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

172 小三尾の極楽地蔵群 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

173 小三尾の又右衛門地蔵 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

174 桜谷の地蔵群 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

175 影岩稲荷 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

176 影岩稲荷の伝承 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

177 奇岩源五郎戻し 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

178 なれずし 旧御火浦小 三尾 民俗文化財 無形の民俗文化財   1.癒し 

179 三尾村文書 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

180 中村昌義文書 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

181 脇本正夫文書 旧御火浦小 三尾 有形文化財 美術工芸品   5.暮らし 

182 三尾大島灯台 旧御火浦小 三尾 有形文化財 建造物   3.生業 
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（２）「複雑な自然地形に拓かれた各時代の道と交流」に係る関連文化財群に関係する文化財一覧 
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関係する 
歴史文化 
の特徴 

1 浜街道 - - 記念物 遺跡   4.交流 

2 居組七坂尾の一本松（衝立） 旧浜坂小 浜坂 記念物 動物・植物・地質鉱物 町指定文化財 4.交流 

3 道路基準標柱 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 4.交流 

4 旭町の三角道標 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

5 高見の地蔵堂 旧浜坂小 浜坂 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

6 
浜坂旧道沿いの墓石（1660 年建

立） 
旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

7 
浜坂旧道沿いの墓石（1813 年建

立） 
旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

8 おとん女郎と慶蔵坊 - - 民俗文化財 無形の民俗文化財   5.暮らし 

9 満願寺朝鮮通信使扁額「霊寶山」 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

10 相撲取塚（大和谷平右衛門塚） 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

11 浜坂地区の町並み（味原の小径） 旧浜坂小 浜坂 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

12 浜坂駅 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物   4.交流 

13 浜坂駅の給水タンク 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物   4.交流 

14 西光寺の煉瓦塀 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物   4.交流 

15 後藤新平お手植えの松（２代目） 旧浜坂小 浜坂 記念物 動物・植物・地質鉱物   4.交流 

16 久邇宮別荘（母屋）※諸寄駅関係 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物   5.暮らし 

17 久邇宮別荘（台所）※諸寄駅関係 旧浜坂小 浜坂 有形文化財 建造物   5.暮らし 

18 
名勝及天然紀念物但馬御火浦記念

碑 
旧浜坂小 浜坂 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

19 諸寄地区の景観 旧諸寄小 諸寄 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

20 相撲取塚（仲錠清七塚） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

21 相撲取塚（浜嵐助蔵塚） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

22 相撲取塚（浜港兼吉塚） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

23 相撲取塚（源氏山源五郎塚） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

24 相撲取塚（千歳松忠左衛門塚） 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

25 諸寄駅 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   4.交流 

26 諸寄煉瓦橋脚 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   4.交流 

27 大栃川橋梁 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 建造物   4.交流 

28 諸寄 引き札 旧諸寄小 諸寄 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

29 黄泉坂のおとん女郎 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財   5.暮らし 

30 
諸寄八坂神社上の城跡（諸寄愛宕

山城） 
旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   5.暮らし 

31 奥諸寄の石竜さん 旧諸寄小 奥町 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

32 奥諸寄の道標 旧諸寄小 奥町 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

33 謎の大屋敷 旧諸寄小 諸寄 民俗文化財 無形の民俗文化財   4.交流 

34 釜屋の道標 旧諸寄小 釜屋 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

35 釜屋坂切通し 旧諸寄小 諸寄 記念物 遺跡   4.交流 

36 釜屋三柱神社の煉瓦塀 旧諸寄小 釜屋 有形文化財 建造物   4.交流 

37 居組地区の景観 旧居組小 居組 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

38 人斬り井 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

39 ばばあおとし／姥捨伝説（居組） 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

40 おば落とし 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

41 龍雲寺 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

42 居組大歳神社 旧居組小 居組 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

43 佐治谷もんのあだ討ち 旧居組小 居組 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

44 免良の道祖神 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

45 免良の水車小屋跡 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

46 免良の肥溜め 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

47 免良の高石垣 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   5.暮らし 

48 免良の炭焼き跡 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

49 七坂八峠 旧居組小 居組 記念物 遺跡   4.交流 

50 居組（七坂八峠）の一里塚 旧居組小 居組 記念物 遺跡   4.交流 

51 居組坂切通し 旧居組小 居組 記念物 遺跡   4.交流 

52 居組坂の墓碑 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

53 七坂八峠口の法華石経塔 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

54 居組穴見の題目塔 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

55 居組駅 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   4.交流 



資料－10 

 

No. 名称 旧小学校区 自治会 分類 文化財指定等 
関係する 
歴史文化 
の特徴 

56 居組の煉瓦塀 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   4.交流 

57 居組めがねトンネル 旧居組小 居組 有形文化財 建造物   4.交流 

58 龍雲寺の殉職者追悼碑 旧居組小 居組 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

59 居組城跡 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

60 亀山城跡 旧居組小 居組 記念物 遺跡   5.暮らし 

61 久谷八幡神社 旧久斗小 久谷 民俗文化財 有形の民俗文化財   2 信仰 

62 但馬久谷の菖蒲綱引き 旧久斗小 久谷 民俗文化財 無形の民俗文化財 
国指定重要無

形民俗文化財 
2 信仰 

63 久谷ざんざか踊 旧久斗小 久谷 民俗文化財 無形の民俗文化財 
県指定重要無

形民俗文化財 
2 信仰 

64 桃観峠 旧久斗小 久谷 記念物 遺跡   4.交流 

65 桃観峠の領界標石の台石 旧久斗小 久谷 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

66 久谷の六十六部廻国供養塔 旧久斗小 久谷 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

67 桃観トンネルの石額「萬方惟慶」 旧久斗小 久谷 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

68 桃観トンネル 旧久斗小 久谷 有形文化財 建造物   4.交流 

69 久谷八幡神社の招魂碑 旧久斗小 久谷 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

70 旧庄屋株本家住宅 旧久斗小 久谷 有形文化財 建造物   5.暮らし 

71 久谷城跡 旧久斗小 久谷 記念物 遺跡   5.暮らし 

72 対田の一里塚 旧久斗小 対田 記念物 遺跡   4.交流 

73 汗津城跡 旧久斗小 対田 記念物 遺跡   5.暮らし 

74 高原城跡 旧久斗小 対田 記念物 遺跡   5.暮らし 

75 岡住城跡 旧久斗小 対田 記念物 遺跡   5.暮らし 

76 陣屋が平遺跡（対田愛宕山城跡） 旧久斗小 対田 記念物 遺跡   5.暮らし 

77 清富城跡 旧浜坂小 清富 記念物 遺跡   5.暮らし 

78 清富陣屋跡 旧浜坂小 清富 記念物 遺跡   5.暮らし 

79 二方古墳（長持型石棺） 旧赤崎小 福富 記念物 遺跡 町指定文化財 5..暮らし 

80 観音山城跡（相応峰寺城跡） 旧浜坂小 清富 記念物 遺跡   5.暮らし 

81 戸田観音山城跡 旧大庭小 戸田 記念物 遺跡   5.暮らし 

82 戸田和泉谷城跡 旧大庭小 戸田 記念物 遺跡   5.暮らし 

83 二方神社 旧赤崎小 田井 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

84 大家神社 旧大庭小 二日市 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

85 田君川橋梁(ラチス鉄橋) 旧大庭小 三谷 有形文化財 建造物   4.交流 

86 和田のめがねトンネル 旧赤崎小 和田 有形文化財 建造物   4.交流 
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（３）「山陰道と温泉が支えた地域の発展と豊かな民俗」に係る関連文化財群に関係する文化財一覧 

No. 名称 旧小学校区 自治会 分類 文化財指定等 
関係する 
歴史文化 
の特徴 

1 山陰道 

旧温泉小・

旧春来小・

旧八田小 

- 記念物 遺跡   4.交流 

2 湯村温泉図 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品 町指定文化財 5.暮らし 

3 芭蕉の句碑 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   1.癒し 

4 湯村地区の景観 旧温泉小 湯 文化的景観 -   5.暮らし 

5 京口一丁目のケヤキ 旧温泉小 湯 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

6 湯の荒湯地蔵 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

7 湯京口（墓地）の地蔵さん 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

8 湯京口（墓地）の廻国供養塔 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

9 湯京口の三界万霊塔 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

10 相撲取塚（宮松力蔵塚） 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

11 相撲取塚（勇灘伝次郎塚） 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

12 相撲取塚（寶山塚） 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

13 湯京口の清泉講念仏石 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

14 因幡堂 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

15 湯墓地前の地蔵 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

16 湯墓地の一字一石法華塔 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

17 湯墓地の万霊供養塔 旧温泉小 湯 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

18 湯村薬師堂 旧温泉小 湯 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

19 湯 薬師祭 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

20 湯村八幡神社 旧温泉小 湯 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

21 湯村八幡神社例大祭 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

22 湯村「神輿」のぶちかまし 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

23 湯村温泉まつり 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

24 湯村の菖蒲綱引き 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財 町指定文化財 2.信仰 

25 きんちゃんおかず 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

26 湯村の火祭り 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財 町指定文化財 2.信仰 

27 雪女 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

28 湯村温泉 旧温泉小 湯 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

29 湯と慈覚大師 旧温泉小 湯 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

30 株湯（旧薬師湯跡） 旧温泉小 湯 記念物 動物・植物・地質鉱物   1.癒し 

31 中山砦跡 旧温泉小 湯 記念物 遺跡   5.暮らし 

32 桑谷城跡（高山口城跡） 旧温泉小 湯 記念物 遺跡   5.暮らし 

33 温泉城 旧温泉小 湯・歌長 記念物 遺跡 町指定文化財 5.暮らし 

34 城山の話 旧温泉小 湯・歌長 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

35 湯村城と宴の清水 旧温泉小 湯・歌長 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

36 酒造用具（杜氏館：58 件 74 点） 旧温泉小 湯 民俗文化財 有形の民俗文化財  3.生業 

37 酒造・但馬杜氏 － － 無形文化財 -  3.生業 

38 歌長の一里塚（山陰道） 旧温泉小 歌長 記念物 遺跡   4.交流 

39 井土廃寺 旧温泉小 井土 記念物 遺跡   4.交流 

40 井土郡治遺跡 旧温泉小 井土 記念物 遺跡   4.交流 

41 井土福岡遺跡 旧温泉小 井土 記念物 遺跡   5.暮らし 

42 城坂城跡（井土城跡） 旧温泉小 井土 記念物 遺跡   5.暮らし 

43 八日市城跡 旧温泉小 井土 記念物 遺跡   5.暮らし 

44 面沼神社 旧温泉小 竹田 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

45 お茗荷祭り（面沼神社） 旧温泉小 竹田・井土 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

46 おみょうがさん 旧温泉小 竹田 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

47 面沼神社秋の例祭 旧温泉小 竹田 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

48 面治駅家推定地 旧温泉小 竹田 記念物 遺跡   4.交流 

49 竹田の一里塚 旧温泉小 竹田 記念物 遺跡   4.交流 

50 竹田の地蔵道標 旧温泉小 竹田 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

51 鐘尾の道標 旧八田小 鐘尾 有形文化財 美術工芸品   4.交流 

52 鐘尾のガイダ婆 旧八田小 鐘尾 民俗文化財 無形の民俗文化財  2.信仰 

53 千匹狼 旧八田小 千原 民俗文化財 無形の民俗文化財  2.信仰 

54 千谷地区の景観 旧八田小 千谷 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

55 堂の法印さんの墓碑 旧八田小 千谷 有形文化財 美術工芸品   2.信仰 

56 千谷秋葉神社下の五輪塔群 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

57 西脇清隆家裏の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 
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58 西脇岩雄家裏の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

59 西脇明家前の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

60 邑橋俊雄家前の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

61 西谷實千男家裏の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

62 西谷昌樹家前の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

63 大麻隆一家下の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

64 西谷八左ヱ門の縁の五輪塔 旧八田小 千谷 有形文化財 建造物   2.信仰 

65 三寶荒神社の秋祭り 旧八田小 千谷 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

66 千谷秋葉神社の春祭り 旧八田小 千谷 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

67 千谷麒麟獅子舞 旧八田小 千谷 民俗文化財 無形の民俗文化財 

国指定重要無

形民俗文化財 

「因幡・但馬の

麒麟獅子舞」と

して 

2.信仰 

68 蒲生峠 旧八田小 千谷・越坂 記念物 遺跡   4.交流 

69 千谷の一里塚 旧八田小 千谷 記念物 遺跡   4.交流 

70 お菊狐 旧八田小 千谷 民俗文化財 無形の民俗文化財   5.暮らし 

71 ジャブ（千谷） 旧八田小 千谷 民俗文化財 無形の民俗文化財   5.暮らし 

72 宮脇須賀神社 旧八田小 宮脇 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

73 春来地区の景観 旧春来小 春来 伝統的建造物群 -   5.暮らし 

74 春来神社（五社大明神） 旧春来小 春来 民俗文化財 有形の民俗文化財   2.信仰 

75 春来峠 旧春来小 春来 記念物 遺跡   4.交流 

76 春来の一里塚 旧春来小 春来 記念物 遺跡   4.交流 

77 春来城ヶ山城跡 旧春来小 春来 記念物 遺跡   5.暮らし 

78 オタンの墓 旧春来小 春来 民俗文化財 無形の民俗文化財   2.信仰 

79 春来峠（歌） 旧春来小 春来 無形文化財 -   5.暮らし 

80 春来そば 旧春来小 春来 無形文化財 -   5.暮らし 

81 春来のかきもち 旧春来小 春来 民俗文化財 無形の民俗文化財   5.暮らし 

 

 

  



資料－13 

資料-３ 自治会長アンケート調査の結果 

 本計画の作成にあたり、自治会長を対象に「自治会の区域における歴史・文化・自然に関する調査」を実

施しました。 

 

（１）実施概要 

 □ 目  的：各自治会で大切にされている歴史・文化・自然やその保存・活用の取組の実態、今後の

取組意向などの把握を通じて、町民等が共感・共有し、協働で歴史・文化・自然を活か

したまちづくりに取り組むことができる計画を作成するための検討資料とする。 

 □ 対  象：町内６３自治会の自治会長 

        ※自治会長宛で依頼した上で、他に適任者（歴史・文化に詳しい人）がいる場合の委

任や、役員・自治会住民との相談の上での回答も可とした。 

 □ 実施方法：（配 布）自治会長への文書配布時に配布（郵送） 

       （回 収）返信用封筒での郵送又は担当課（生涯教育課、先人記念館、温泉公民館）

への持参 

 □ 実施期間：令和３年９月 22 日～令和３年 10月 22 日 

 □ 設  問：１．自治会の区域における歴史・文化・自然について 

         ① 大切に思う歴史・文化・自然 

         ② 自治会を代表する歴史・文化・自然とその活用意向 

         ③ これまでの歴史・文化・自然の保存・活用の取組 

         ④ 今後の歴史・文化・自然の保存・活用の取組意向と取組にあたっての課題 

        ２．新温泉町における、今後の歴史・文化・自然を活かしたまちづくりについて 

         ⑤ 歴史・文化・自然を活かしたまちづくりに係る各施策の重要度 

         ⑥ 新温泉町や各自治会における歴史・文化・自然を活かしたまちづくりに対する

自由意見 

 □ 回収結果：配布数 ６３票 

        回収数 ６３票 

        回収率 １００％ 
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（２）調査結果の概要 

 

１ 自治会の区域における歴史・文化・自然について 

 

設問① 

新温泉町では、これまで各自治会の区域における歴史・文化・自然について、別紙１のと
おり把握してきました。 
あなたの自治会の区域における歴史・文化・自然について、地域の皆さんが大切に思い、
将来世代に伝えたいと思うものを、次の分類ごとに、いくつでもあげてください。 

【回答自治会数：61 自治会（97％）、「特になし」又は無回答：2 自治会（3％）】 

● 大切に思う歴史・文化・自然 

・61 自治会から合計 564 件の歴史・文化・自然があげられた。 

・類型別では、「神社、お寺、お堂、ほこら」が 136 件と最も多く、「祭り・行事」が 127 件、「石造物、仏像、

絵画」が 90 件と続いている。（図①） 

 

図① 大切に思う歴史・文化・自然の類型別の回答数 
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設問② 

設問①であげた歴史・文化・自然のうち、あなたの自治会を代表すると思うもの（最大３ 
つまで）をお教えください。 
また、それぞれの今後のまちづくりへの活用について、あてはまる番号すべてに〇をつけ 
てください。 

【回答自治会数：47 自治会（75％）、「特になし」又は無回答：16 自治会（25％）】 

● 自治会を代表する歴史・文化・自然 

・47 自治会から合計 95 件の歴史・文化・自然があげられた。 

・類型別では、「祭り・行事」が 35 件と最も多く、「植物・動物、地形・地質」が 24 件、「神社、お寺、お堂、

ほこら」が 12 件と続いている。（図②-１） 

・民俗や自然が豊かであるという但馬地域の特徴を反映するとともに、本町の各自治会においても、歴史・

文化・自然のなかでも、特に民俗や自然の重要性が認識されていることがうかがえる。 

 
図②-１ 自治会を代表する歴史・文化・自然の類型別の回答数 

 
● 自治会を代表すると思う歴史・文化・自然のまちづくりへの活用の意向 

・活用意向では、「地域外の人にも公開・情報発信して、観光に活かしたい」、「学校教育や生涯学習に活かし

たい」、「自治会や地区の魅力や活力、生活環境の向上に活かしたい」がいずれも 40～50％と多くの自治会

で回答され、「活用は考えられない」は 3 件（3％）で、全体的に活用意向が高い。（図②-２） 

・「その他」の意見としては、「他の北前船寄港地との交流」、「マリンスポーツ等の体験イベントの開催」、「新

湯治」という観光活用、「大学連携：芸術文化観光大学の教材としての活用」という教育活用、「農村環境

の持続」、「住民の心の支え」という生活環境の向上といった、上記３項目を具体化した意見であった。 

・歴史・文化・自然の類型別の活用意向では、「祭り・行事」は、生活環境の向上への活用が多く挙げられ、

「植物・動物、地形・地質」は、観光への活用が多く挙げられる傾向がみられる。また、「祭り・行事」の

なかには、観光への活用や教育への活用の意向があるものも見られる。これらの歴史・文化・自然につい

ては、特に地域外の人々との連携や、担い手育成のための学校教育との連携による保存・継承の取組を推

進していくことが考えられる。（表②） 

 
図②-２ 自治会を代表すると思う歴史・文化・自然の活用意向（n=95） 
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表② 自治会を代表すると思う歴史・文化・自然の類型別の活用意向 

類型 母数 

地域外の人

にも公開・情

報発信して、

観光に活か

したい 

学校教育や

生涯学習に

活かしたい 

自治会や 地

区の 魅力や

活力、生活環

境の 向上に

活かしたい 

そ の他の活

用 

活用は 考え

られない 
わからない 

祭り・行事 35 
13 11 23 0 1 3 

（37％） （31％） （66％） （0％） （3％） （9％） 

郷土料理、行事食 2 
2 1 1 0 0 0 

（100％） （50％） （50％） （0％） （0％） （0％） 

神社、お寺、お堂、ほこら 12 
3 1 1 1 0 8 

（25％） （8％） （8％） （8％） （0％） （67％） 

石造物、仏像、書画 5 
3 3 2 1 0 0 

（60％） （60％） （40％） （20％） （0％） （0％） 

古文書 3 
0 1 0 0 1 1 

（0％） （33％） （0％） （0％） （33％） （33％） 

古い建物・構造物 4 
2 4 1 0 0 0 

（50％） （100％） （25％） （0％） （0％） （0％） 

遺跡・旧跡 6 
4 4 0 0 1 0 

（67％） （67％） （0％） （0％） （17％） （0％） 

植物・動物、地形・地質 24 
15 15 12 3 0 1 

（63％） （63％） （50％） （13％） （0％） （4％） 

その他 4 
2 2 2 1 0 1 

（50％） （50％） （50％） （25％） （0％） （25％） 
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設問③ 

あなたの自治会で、これまで（現在を含む）保存や活用に取り組んできた歴史・文化・

自然があれば、取組の内容、取組の主体（保存会や連携して取り組んでいる自治会・団

体・大学などを含む）をお教えください。 

【回答自治会数：39 自治会（62％）、「特になし」又は無回答：24 自治会（38％）】 

● これまで保存や活用に取り組んできた歴史・文化・自然 

・39 自治会から合計 68 件の歴史・文化・自然があげられた。 

・類型別では、「祭り・行事」が 23 件と最も多く、「神社、お寺、お堂、ほこら」が 18 件、「植物・動物、地

形・地質」が 11 件と続く。（図③-１） 

 
図③-１ これまで保存や活用に取り組んできた歴史・文化・自然 

 

 

 

● これまでの保存や活用の取組内容 

・「これまで保存や活用に取り組んできた歴史・文化・自然」68 件について、合計 79 件の取組内容があげら

れた。 

・取組内容を類型化して整理すると、「Ⅰ．保存措置・修理等」が 22 件（32％）と最も多く、「Ⅱ．日常管理

（清掃等）」が 21 件（31％）、「Ⅶ．継続実施による継承」が 17 件（25％）と続く。（図③-２） 

・歴史・文化・自然の類型別では、「祭り・行事」(n=23)は、「Ⅶ．継続実施による継承」が 15 件（65％：類

型内での割合。以下、本項目について同様。）、「Ⅳ．人材育成・技術伝承」が 4 件（17％）と続く。 

 一方、「神社、お寺、お堂、ほこら」(n=18)は、「Ⅰ．保存措置・修理等」が 12 件（67％）、「Ⅱ．日常管理

（清掃等）」が 7 件（39％）と多く、「植物・動物、地形・地質」(n=11)は、「Ⅱ．日常管理（清掃等）」が 9

件（82％）と多い。 

 
図③-２ これまでの保存や活用の取組内容（n=68） 
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Ⅷ．その他 ※括弧内は回答数
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● これまでの保存や活用の取組主体 

・「これまで保存や活用に取り組んできた歴史・文化・自然」68 件に対して、合計 74 件の取組主体があげら

れた（無回答 3 件）。 

・取組主体を類型化して整理すると、「Ａ．区・区役員」が 26 件（38％）と最も多く、「Ｃ．保存会」が 20 件

（29％）、消防団や老人会、子ども会などの「Ｂ．各種団体」が 16 件（24％）と続いている。「Ｆ．その他」

としては、諸寄活性化委員会等、地権者等の関係者、大学、行政などである。（図③-３） 

・自治会や自治会内の組織（消防団や老人会、子ども会等）に加え、民俗芸能や自然資源の保存会が多数活

動しており、それらが歴史・文化・自然の保存・活用に大きな役割を担ってきたことが分かる。 

 

 
図③-３ これまでの保存や活用の取組の取組主体（n=65） 
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設問④ 

あなたの自治会で、今後、重点的に保存（次の世代への継承）や活用に取り組みたい歴

史・文化・自然（最大３つまで）と、取り組みたい内容とその理由をお教えください。 

また、その取組にあたって、課題になると思われることについて、あてはまる番号す

べてに〇をつけてください。 

【回答自治会数：42 自治会（67％）、「特になし」又は無回答：21 自治会（33％）】 

● 今後、重点的に保存や活用に取り組みたい歴史・文化・自然 

・42 自治会から合計 81 件の歴史・文化・自然があげられた。 

・類型別では、「祭り・行事」が 31 件と最も多く、「植物・動物、地形・地質」が 17 件、「神社、お寺、お堂、

ほこら」が 15 件と続く。（図④-１） 

・自治会を代表すると思う歴史・文化・自然（設問②）と同様の傾向を示しており、自治会を代表すると思

う「祭り・行事」、「神社、お寺、お堂、ほこら」、「植物・動物、地形・地質」に対する保存・活用の取組を

重点的に実施したいという意向が示されている。 

 
図④-１ 今後、重点的に保存や活用に取り組みたい歴史・文化・自然 

 

● 今後、取り組みたい内容と理由 

・「今後、重点的に保存や活用に取り組みたい歴史・文化・自然」81 件のうち、取り組みたい内容が無回答の

11 件を除く 70 件について、合計 77 件の取組内容があげられた。 

・取組意向の内容を類型化して整理すると、「Ⅶ．継続実施による継承」が 20 件（29％）と最も多く、「Ⅰ．

保存措置・修理等」が 19 件（27％）と続いている。（図④-２） 

・歴史・文化・自然の類型別では、「祭り・行事」(n=26)は、「Ⅶ．継続実施による継承」が 19 件（73％：類

型内での割合。以下、本項目について同様。）、「Ⅳ．人材育成・技術伝承」が 6 件（22％）と続く。一方、

「神社、お寺、お堂、ほこら」(n=15)及び「植物・動物、地形・地質」(n=13)は、「Ⅰ．保存措置・修理等」

が、それぞれ 10 件（67％）、5 件（38％）と最も多くなっている。 

・取り組みたい理由については、老朽化や破損の状況、歴史・文化・自然の価値などの記載が中心であった。 

・現状を維持するための取組が大半を示すが、諸寄区のように活用に向けた具体的な取組をイメージしてい

る自治会もみられ、優先的・重点的な施策展開が求められる。 

 
図④-２ 今後、取り組みたい内容（n=70） 
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Ⅴ．活用のための整備

Ⅵ．イベント開催・参加

Ⅶ．継続実施による継承

Ⅷ．その他 ※括弧内は回答数
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● 今後の取組にあたっての課題 

・「今後、重点的に保存や活用に取り組みたい歴史・文化・自然」で取組内容の回答があった歴史・文化・自

然 70 件のうち、回答なしの 4 件を除く 66 件について、課題の回答が得られた。回答された課題の総数は

146 であった。 

・全体傾向としては、「Ａ．人手・人材不足」が 44 件（67％）と最も多く、「Ｂ．資金面の負担」が 33 件（50％）

と続いている（図④-３）。 

 「その他」は、区民の高齢化やそれに伴う補修費負担の増加、PR による発信の必要性、古文書解読のため

の専門家の協力の必要性など、各課題項目の内容を具体化した課題が多くあげられたが、調査や活用に向

けた取組を実施したいが「地権者が不明」という課題も 1 件あげられており、今後、世代交代が進むなか

で、このような課題が増加することが予想される。 

・歴史・文化・自然の類型別では、「祭り・行事」は、その継承の取組や技術伝承の取組にあたって、「人手・

人材不足」が課題として多くあげられている。一方、「神社、お寺、お堂、ほこら」では、保存措置・修理

等を行うための「資金面の負担」が課題として多くあげられている。（表④-１） 

・資金面の負担よりも人手・人材の不足が多くあげられており、担い手育成・確保が喫緊の課題となってい

ることが分かる。 

 
図④-３ 今後の取組にあたっての課題の回答傾向（n=66） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% (44)

50% (33)

26% (17)

32% (21)

29% (19)

18% (12)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ．人手・人材不足

Ｂ．資金面の負担

Ｃ．価値が共有できていない

Ｄ．専門的な知識が少ない

Ｅ．具体的な取組方法などが決まっていない

Ｆ．その他 ※括弧内は回答数
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表④-１ 今後の取組にあたっての課題（歴史・文化・自然の類型及び取組意向の内容別の総括表） 

類型 取組意向の内容 取組にあたっての課題 

 
回
答
数 

 
回
答
数 

Ａ． 
人手・人
材不足 

Ｂ． 
資金面の
負担 

Ｃ． 
価値が共
有できて
いない 

Ｄ． 
専門的な
知識が少
ない 

Ｅ． 
具体的な
取組方法
などが決
まってい
ない 

Ｆ． 
その他 

祭り・行事 31 

Ⅰ．保存措置・修理等 1 1      

Ⅳ．人材育成・技術伝承 6 6 3 2 2 2 2 

Ⅶ．継続実施による継承 18 16 4 1 2  4 

Ⅷ．その他 1 1 1     

無回答（5） 無回答（1） 

郷土料理、 

行事食 
2 

Ⅶ．継続実施による継承 1       

Ⅷ．その他 1 1 1     

無回答（0） 無回答（1） 

神社、お寺、 

お堂、ほこ

ら 

15 

Ⅰ．保存措置・修理等 10 4 10 2 4 2 1 

Ⅱ．日常管理（清掃等） 2 1 2  1 1  

Ⅲ．調査・地域誌編集等 1    1   

Ⅴ．活用のための整備 2 1 1   1 1 

無回答（0） 無回答（0） 

石造物、 

仏像、書画 
3 

Ⅰ．保存措置・修理等 1  1  1 1  

Ⅷ．その他 1   1 1 1  

無回答（1） 無回答（0） 

古文書 3 

Ⅰ．保存措置・修理等 1  1 1 1 1  

Ⅲ．調査・地域誌編集等 2 1   1 2  

無回答（0） 無回答（0） 

古い建物、 

構造物 
3 

Ⅱ．日常管理（清掃等） 1       

Ⅲ．調査・地域誌編集等 1   1    

無回答（1） 無回答（1） 

遺跡・旧跡 3 

Ⅱ．日常管理（清掃等） 1 1    1  

Ⅴ．活用のための整備 1 1 1     

Ⅷ．その他 1 1 1 1 1 1  

無回答（0） 無回答（0） 

植物・動物、 

地形・地質 
17 

Ⅰ．保存措置・修理等 5 1 2 1 1 1 2 

Ⅱ．日常管理（清掃等） 1 1  1    

Ⅲ．調査・地域誌編集等 1 1  1 1  1 

Ⅴ．活用のための整備 2 2 1 1  1  

Ⅷ．その他 4 1 1 3 2 2  

無回答（4） 無回答（1） 

その他 4 

Ⅰ．保存措置・修理等 1 1 1  1 1  

Ⅲ．調査・地域誌編集等 1   1 1   

Ⅵ．イベント開催・参加 1 1 1   1  

Ⅷ．その他 1 1 1    1 

無回答（0） 無回答（0） 

計 81 （無回答：11） 70 44 33 17 21 19 12 
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２ 新温泉町における、今後の歴史・文化・自然を活かしたまちづくりについて 

 

設問⑤ 

今後、歴史・文化・自然を活かしたまちづくりを進める際、新温泉町による次の各施策

はどのくらい重要だと思いますか。 

施策ごとにあてはまる番号を１つずつ選んで、○をつけてください。 

【回答自治会数：62 自治会（98％）、無回答：1 自治会（2％）】 

● 今後の新温泉町による施策の重要度 

・いずれの施策の項目についても、「重要である」・「やや重要である」の回答が多くみられた。 

 なかでも「ア．歴史・文化・自然の把握や価値評価などの調査・研究」と「イ．学校教育や生涯学習などと

連携した担い手の育成」は、平均値※が、いずれも 1.56 であり、「重要である」の回答も、それぞれ 34 自

治会（55％）、35 自治会（57％）と多い。 

 一方、「ク．自治会・企業・大学を含めた、さまざまな主体が連携するための仕組みづくり」は平均 2.20 で

あり、他に比べて重要度が低く評価される傾向がみられる。しかし、人口減少や少子高齢化が著しいなか

で、今後、各自治会の歴史・文化・自然を保存・継承していくためには、さまざまな主体間の連携体制が

不可欠であり、その必要性について周知を図りながら体制づくりを進めることが求められる。（図⑤-１、

図⑤-２） 

 ※「重要である」を 1、「やや重要である」を 2、「どちらでもない」を 3、「あまり重要でない」を 4、「重要でない」を

5 として算出した平均値。図⑤-１の値も同様。 

 
（n＝ア：62、イ：60、ウ：59、エ：61、オ：61、カ：61、キ：61、ク：61） 

図⑤-１ 今後の施策の重要度の回答傾向 

 
（n＝ア：62、イ：60、ウ：59、エ：61、オ：61、カ：61、キ：61、ク：61） 

図⑤-２ 今後の施策の重要度（各施策の項目に対する回答状況）  

1.56
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2.20
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ア．歴史・文化・自然の把握や価値評価などの調査・研究

イ．学校教育や生涯学習などと連携した担い手の育成

ウ．情報発信やイベントなどによる町民等の意識啓発

エ．専門家の派遣や相談窓口の設置、活動助成などの自治会や地区の取組の支援

オ．これまで保存措置が講じられていない歴史・文化・自然の保存制度・事業

カ．歴史・文化・自然の防災や防犯体制の強化

キ．地域外に対する観光情報の発信

ク．自治会・企業・大学を含めた、さまざまな主体が連携するための仕組みづくり

重要である

やや

重要である どちらでもない
あまり

重要でない 重要でない
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39 %

34 %
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21 %
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8 %

10 %

13 %

20 %
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31 %
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ア．歴史・文化・自然の把握や価値評価などの調査・研究

イ．学校教育や生涯学習などと連携した担い手の育成

ウ．情報発信やイベントなどによる町民等の意識啓発

エ．専門家の派遣や相談窓口の設置、活動助成などの自治会や地区の取組の支援

オ．これまで保存措置が講じられていない歴史・文化・自然の保存制度・事業

カ．歴史・文化・自然の防災や防犯体制の強化

キ．地域外に対する観光情報の発信

ク．自治会・企業・大学を含めた、さまざまな主体が連携するための仕組みづくり

（％）

重要である やや重要である どちらでもない あまり重要ではない 重要ではない
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設問⑥ 
新温泉町や自治会における歴史・文化・自然を活かしたまちづくりについて、ご意見

等がございましたら、ご自由にご記入ください。 

【回答自治会数：21 自治会（33％）、「特になし」又は無回答：42 自治会（67％）】 

● 新温泉町や自治会における歴史・文化・自然を活かしたまちづくりに対する意見 

 
表⑥ 新温泉町や自治会における歴史・文化・自然を活かしたまちづくりに対する意見概要一覧 

項目 自由意見の内容 

体制 

・ジオパーク、日本遺産、国立公園活動と「温泉天国」との関連を強化し、縦割り行政を止め、互いの連

携を強めることが大切。 

・県立大、芸術文化観光大の協力を得ることが大切。 

・現状では人的にも資金的にも町の援助はこれ以上望めそうもないと思う。NPO か何か専属的に取り組む

組織が必要ではないか。 

・北前船寄港地に関連して北海道礼文島との交流を。 

・この 2 年間のコロナ禍の中、縮小・中止された行事の復活は容易ではない。ちょうど、少子高齢化の波

とぶつかり、それぞれの行事の存続方法が問題になってくる。新温泉町内の協力をお願いしたい。 

・集落に 2 軒しかない。 

資金 

・神社の建物の老朽化が進み、既に修理が必要であるが、資金不足から十分な対応ができず、今後の運営

に大きな不安を抱えている。 

・戸数や人口の減少のために、区有施設（氏神、公民館、地蔵堂など）の維持・管理が経済的な負担とな

っている。資金繰りが難しい。区共有施設（特に区有の神社・地蔵堂）への助成・支援制度があれば少

しは楽になる。 

・建物や仏像・書画は、保存・修繕・調査費用がかかる。住民の気持ち・意欲だけでは今後は難しい。 

・仏像の腕が折れたまま放置されている。何とか修繕をしたいと考えているが、資金不足である。 

・財政面での支援が必要である。 

・区民 100％が氏子ではないため、政教分離の視点から、神社・お堂とのかかわりを行政のどの程度お願

いできるのか不明。 

調査 
・区として修復保存が必要なものか、その時期か、朽ちても仕方ないものかといった、価値などがわから

ない。10 年スパンで調査をお願いしたい。区民の再認識にもつながる。 

意識啓発 

・地域住民の関心が薄いので、啓発する機会をもつことが大切である。 

・マップの作成や町報での毎月ひとつずつ紹介など、歴史遺産や古墳等、町内で確認されているものを、

町民に周知させる方法を考えてほしい。 

・新温泉町のホームページに各地区の名所・遺跡等を積極的に掲載してほしい。 

・ケーブルテレビ、YouTube 等を利用し、広く紹介してほしい。 

・以前にまとめられている新温泉町内の地域別町指定文化財の一覧が各戸にあると良い。 

・新温泉町出身の歴史・文化・自然等に関わった人物の一覧表はあるのか。 

人材育成 
・地域文化について啓発するリーダー養成が大切。 

・啓発員の育成を図ることが大切。 

活用 

・城跡を利用した観光開発（レストラン、温泉、遊園地など）が進められると良い。 

・一度、夢ホールで各地区の盆踊り発表会を実施してほしい。各地区によって音頭も太鼓も踊りも違うの

で、それぞれの良さを比べてみてもらいたい。 

・ジオパークの発信を学術的なものから大胆に観光に結び付ける方向へ。 

・北前船寄港地の宣伝強化が必要。 

全般 

・まずは各地区が歴史、文化、自然の魅力を発掘し、磨くことで各地区の活性化を図っていく。その後、

各地区の交流・連携によって町全体の活性化へつなげていけたらと考える。 

・集落ごとに勉強会開催を促し、伝承・継承を図ることが大切である。 

・「文化財保存活用地域計画」の策定が急がれる。他市町はすでに完成しているところもある。 

・全国に名だたる名所、旧跡、文化財等は別格である。小さな集落であったとしても「ひっそり」「永々」

と続けていくのが歴史であり、村の文化だと思っている。まちづくりをするためにあるのではない、人

間が生きてきた歴史、文化だと考えている。 

・「温故知新」の重要さも熟知しているが、町が直面している喫緊の課題への取組が急務である。 

・まちづくりの基本は住民が生き生きと暮らし、誇りをもてる地域づくりと考える。人口減少、高齢化の

現在、広げる施策より、重点を絞ることではないか。まず、ゴミのない、こぎれいなまちづくりが第一

である。 

その他 ・新しい住宅地であり区長をおいて独立したので回答し難い。 
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