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１
９
７
０
年
代
に
本
格
化

日
本
の
ま
ち
づ
く
り

　

私
は
、
魅
力
的
な
ま
ち
が
あ
る
と
聞

く
と
実
際
に
足
を
運
び
、
地
域
の
人
と

話
を
す
る
こ
と
を
40
年
以
上
続
け
て
い

ま
す
。
北
海
道
滝
川
市
の
ま
ち
づ
く
り

仕
掛
け
人
、
水
口
正
之
さ
ん
の
案
内
で

初
め
て
東
川
町
を
訪
れ
た
の
は
２
０
０

１
年
（
平
成
13
）
の
５
月
で
す
。「
写
真
の

町
」「
木
彫
看
板
設
置
事
業
」
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
て
、
お
も
し
ろ
い
人
が
多

い
。
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
、
今
も
通
い

つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　

東
川
町
の
人
口
は
増
加
傾
向
で
、
特

徴
的
な
移
住
者
も
多
い
。
そ
の
た
め
地

域
活
性
化
の
成
功
例
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
お
話
し
す
る

前
に
、
活
性
化
を
目
指
す
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
、
い
わ
ゆ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」

を
時
間
軸
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
で
ま
ち
づ
く
り
が
本
格
的
に
始

ま
っ
た
の
は
１
９
７
０
年
代
で
す
。
嚆こ
う

矢し

と
な
っ
た
の
は
、
住
民
主
体
で
音
楽

祭
と
映
画
祭
を
開
き
、
文
化
人
も
巻
き

込
ん
で
知
名
度
を
高
め
た
湯
布
院
町

（
現
・
大
分
県
由
布
市
）、
そ
し
て
日
本
初
の
自

治
体
経
営
に
よ
る
ワ
イ
ン
製
造
が
「
十

勝
ワ
イ
ン
」
と
し
て
認
知
さ
れ
た
北
海

道
の
池
田
町
な
ど
で
す
。
そ
の
後
、
各

市
町
村
が
１
つ
ず
つ
特
産
品
を
育
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
を
図
る
「
一
村

一
品
運
動
」
が
大
分
県
で
始
ま
り
、
全

国
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
一
村
一

品
運
動
は
六
次
産
業
化
の
先
駆
け
で
す
。

　

そ
の
後
は
「
住
民
自
治
」
が
注
目
を

集
め
ま
す
。
北
海
道
で
代
表
的
な
の
は

ニ
セ
コ
町
で
す
。
全
国
初
と
な
る
自
治

体
の
憲
法
「
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
」
を
策
定
し
、
住
民
と
の
情
報

共
有
化
と
住
民
参
加
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
制
度
と
し
て
保
障
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
ベ
ー
ス
に

は
、
社
会
学
者
の
鶴
見
和
子
さ
ん
な
ど

が
１
９
７
０
年
代
に
論
じ
た
「
内
発
的

発
展
論
」
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う

と
、
中
央
政
府
主
導
に
よ
る
地
域
開
発

で
は
な
く
、
地
域
固
有
の
資
源
を
活
か

し
、
地
域
住
民
の
主
導
に
よ
る
自
主
的

発
展
を
目
指
そ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と

長
期
ビ
ジ
ョン
の
な
い
現
状

　

一
方
、
日
本
政
府
は
１
９
６
２
年

（
昭
和
37
）
に
「
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発

展
」
を
目
指
し
「
全
国
総
合
開
発
計
画

（
略
称 

全
総
）」（
注
1
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
の
国
土
政
策
の
基
本
的
な

方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
計
５
回
作
成

さ
れ
ま
し
た
が
、
２
０
０
５
年
（
平
成

17
）
の
法
改
正
に
伴
い
、
全
総
に
代
わ

っ
て
「
国
土
形
成
計
画
」（
注
2
）
が
策
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
人
口
減

少
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
対
応
す
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
私

の
目
に
は
「
国
土
を
ど
う
す
る
か
」
と

い
う
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
映
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の

人
口
減
少
、
少
子
化
、
高
齢
化
、
財
政
難
…
…
日
本
、
特
に
地
方
都
市
を
取
り
巻
く

状
況
は
厳
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
人
口
増
を
実
現
し
た
東
川
町
に
は
視
察
団
が
引
き

も
切
ら
な
い
。
い
っ
た
い
何
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か
。
全
国
を
飛
び
回
っ
て
地
域

と
人
を
つ
な
ぎ
つ
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
る
「
み
つ
ば

ち
先
生
」
こ
と
鈴
木
輝
隆
さ
ん
に
、
現
代
の
ま
ち
づ
く
り
の
概
況
と
東
川
町
の
位

置
づ
け
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
聞
い
た
。

水の文化 67号　特集　みずからつくるまち
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「
ま
ち
づ
く
り
」に

今
、必
要
な
も
の

　

東
川
町
に
行
く
と
未
来
が
見
え
る

【概論】

（注1）全国総合開発計画
国土の利用、開発などに関する総合的かつ基本的な計画で、住宅、都市、
道路などの整備のあり方などを長期的に方向づけるもの。「豊かな環境の
創造」「人間居住の総合的環境の整備」「多極分散型国土の構築」「多
軸型国土構造形成の基礎づくり」など時代の要請に応じて策定していた。

（注2）国土形成計画
日本全国の区域について定める

「全国計画」と、ブロック単位の地
方ごとに定める「広域地方計画」
からなる。
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地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
市
区
町

村
に
策
定
を
義
務
づ
け
て
い
た
総
合
計

画
の
基
本
部
分
「
基
本
構
想
」
が
、
つ

く
ら
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
基
本
構
想
は
そ
の
地
域

の
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
根
本
と
な
る
も
の

で
す
。
こ
の
部
分
を
な
お
ざ
り
に
す
る

と
目
先
の
利
益
を
優
先
し
が
ち
に
な
り
、

も
っ
と
も
重
要
な
そ
の
町
の
「
未
来
を

構
想
す
る
力
」
が
失
わ
れ
る
危
険
が
あ

る
。
実
際
に
弊
害
が
出
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
六
次
産
業
化
な
ら
、
地
域
全

体
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
構
想
の
も
と
自
分
た
ち
で
ア
イ
デ

ィ
ア
を
出
し
、
ど
う
い
う
方
法
を
と
る

か
決
断
し
て
進
め
る
べ
き
で
す
が
、
そ

の
実
行
力
が
弱
ま
っ
て
い
ま
す
。
逆
に

「
住
民
自
治
さ
え
あ
れ
ば
い
い
」「
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
に
期
待
し
て
と
り
あ
え
ず
何

か
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
場
当
た
り
的
な

施
策
が
目
に
つ
く
の
が
、
日
本
の
ま
ち

づ
く
り
の
現
状
で
す
。

　

し
か
も
、
あ
る
地
域
が
一
時
的
に
活

性
化
し
た
と
し
て
も
長
続
き
し
な
い
こ

と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
商
店
主
が
商
売
を
放

っ
た
ら
か
し
て
不
動
産
業
に
勤
し
む
よ

う
に
な
り
、
商
店
街
が
す
た
れ
る
か
ら
。

ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
チ
ェ
ー
ン
店

や
土
産
物
屋
に
店
舗
を
貸
す
の
で
、
商

店
街
が
俗
化
し
て
魅
力
を
失
い
、
地
域

の
元
気
が
失
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
各
地
で
今
も
っ
と
も
苦
労

し
て
い
る
の
は
「
合
意
形
成
」
で
す
。

新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
反
対

派
が
出
る
の
は
当
然
で
す
が
、
日
本
全

体
が
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て

「
別
に
新
し
い
こ
と
を
や
ら
な
く
て
も

い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
保
守
的
な

人
が
増
え
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち

を
巻
き
込
ん
で
合
意
形
成
す
る
段
階
で

疲
弊
し
て
し
ま
い
、
い
ざ
実
行
と
な
っ

て
も
力
が
出
せ
な
い
状
態
で
す
。

　

自
治
体
も
基
本
構
想
を
つ
く
ら
な
く

て
よ
く
な
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
構
想
す

る
機
会
が
減
っ
て
い
ま
す
。
町
の
総
合

計
画
を
外
注
す
る
の
で
、
新
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
徳

島
県
の
神
山
町
な
ど
一
部
の
地
域
は
が

ん
ば
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
数
は
少
な

い
の
で
す
。

一
人
ひ
と
り
の
夢
を

大
事
に
す
る
風
土

　

従
来
の
や
り
方
で
は
う
ま
く
回
ら
な

い
こ
の
状
況
で
東
川
町
が
注
目
さ
れ
て

い
る
の
は
、
地
域
で
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出

し
、
決
断
し
て
実
行
に
移
す
力
が
秀
で

て
い
る
か
ら
で
す
。

図書室、大雪山関連資料、写真コレクションな
どからなる文化施設「せんとぴゅあⅡ」。これも
東川町が未来を見据えて行なった事業の１つ

新規出店が多いため、頻繁に改訂する手描きの地図「ひが
しかわグルメMap（市街地編）」。旭川空港や道の駅ひがし
かわ「 道草館 」で入手できるほか、ひがしかわ観光協会の
HP からもダウンロード可能

「まちづくり」に今、必要なもの　東川町に行くと未来が見える

良質な地下水に恵まれた東川町を象徴する「大雪旭岳源水」
の源泉。湧出量は1 分間に約 4600L

東
川
町
の
話
を
す
る
と

「
行
って
み
た
い
！
」と
み
ん
な
が
言
う
の
で
す
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し
か
し
、
最
初
か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
９
８
５
年

（
昭
和
60
）
の
「
写
真
の
町
」
宣
言
は
、

町
政
１
０
０
周
年
に
向
け
た
一
村
一
品

運
動
の
一
つ
で
、
外
部
の
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
会
社
か
ら
の
提
案
を
採
用
し
た

も
の
で
し
た
。
そ
の
会
社
が
倒
産
し
て

し
ま
っ
た
。
自
ら
動
く
し
か
な
く
な
り
、

そ
こ
で
初
め
て
人
脈
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
重
要
性
に
気
づ
き
ま
す
。

　

東
川
町
は
合
意
形
成
や
進
め
方
が
と

て
も
上
手
で
す
。
町
内
の
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
の
人
を
集
め
て
「
こ
う
い
う
こ
と

を
や
り
た
い
け
ど
、
み
ん
な
ど
う
思

う
？
」「
財
源
は
こ
れ
が
使
え
る
」「
こ

う
い
う
点
で
協
力
し
て
ほ
し
い
」
と
呼

び
か
け
て
「
さ
あ
、
み
ん
な
で
や
ろ
う

じ
ゃ
な
い
か
」
と
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

ま
た
、
な
ん
で
も
い
い
か
ら
店
を
出

そ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
い
い
意
味
で

「
店
を
選
ん
で
」
招
き
入
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
店
舗
が

空
い
た
ら
町
が
買
い
取
り
、
公
募
の
よ

う
な
形
で
入
店
者
を
募
り
、
応

募
し
て
き
た
ら
調
査
す

る
。
そ
し
て
「
こ
の
人

な
ら
」
と
見
込
ん
だ
店

だ
け
を
誘
致
す
る
の
で

す
。
よ
そ
の
町
で
は
空

き
家
を
斡
旋
す
る
程
度

で
す
が
、
工
事
が
必
要

な
ら
ば
東
川
町
が
改
修

し
た
う
え
で
引
き
渡
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
て
、

新
た
に
起
業
し
た
人
や
店
の
９
割
は
黒

字
経
営
と
聞
い
て
い
ま
す
。
民
間
の
個

人
住
宅
に
も
助
成
金
を
用
意
し
て
、
移

り
住
み
た
い
と
い
う
人
た
ち
を
大
切
に

迎
え
入
れ
て
い
ま
す
ね
。

　

一
人
ひ
と
り
の
夢
を
大
事
に
す
る
。

そ
う
い
う
風
土
の
町
で
も
あ
る
の
で
す
。

Ａ
Ｉ
時
代
に
お
け
る

リ
ア
リ
テ
ィ
の
重
要
性

　

今
の
日
本
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
前

例
に
と
ら
わ
れ
ず
実
験
を
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
東
川
町
は
常

に
新
し
い
こ
と
に
投
資
し
、
実
験
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」

と
個
人
の
ふ
る
さ
と
納
税
「
ひ
が
し
か

わ
株
主
制
度
」
で
外
部
か
ら
の
投
資
を

呼
び
込
ん
で
い
ま
す
。
コ
ツ
コ
ツ
と
自

分
た
ち
の
ま
ち
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と

す
る
従
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
「
貯
蓄

型
」
と
す
る
な
ら
ば
、
東
川
町
は
人
脈

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
す
る
「
投
資

型
」
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
「
内
発

的
発
展
論
」
は
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ

そ
の
意
味
が
矮
小
化
さ
れ
た
き
ら
い
が

あ
り
ま
す
。
内
発
的
と
は
た
ん
な
る
地

域
内
の
自
給
自
足
で
は
な
く
、「
地
域
外

の
人
材
や
資
金
な
ど
も
呼
び
込
ん
で
、

自
分
た
ち
の
町
を
よ
り
よ
く
し
て
い

く
」
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
東

川
町
の
取
り
組
み
は
、
正
統
な
内
発
的

発
展
論
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
の
新
た

な
方
向
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

Ａ
Ｉ
の
進
化
で
次
の
社
会
が
ど
う
な

る
か
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
バ
ー

チ
ャ
ル
の
進
化
に
可
能
性
を
見
い
だ
す

人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
松
岡
市
郎
さ
ん

が
東
川
町
の
町
長
と
し
て
最
初
に
行
な

っ
た
事
業
は
、
大
雪
旭
岳
源
水
の
遊
歩

道
「
源
水
歩
道
」
の
整
備
で
し
た
。
周

囲
の
人
は
「
な
ぜ
こ
れ
を
？
」
と
困
惑

し
た
そ
う
で
す
が
、「
水
」
を
東
川
町
の

象
徴
的
な
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
環
境
の
よ
い
町
、
景
観
の
よ
い

町
、
水
道
の
な
い
町
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
に
つ
な
げ
ま
し
た
。

　

大
雪
山
が
も
た
ら
す
豊
か
な
水
、
そ

し
て
そ
の
山
々
と
水
田
が
織
り
な
す
美

し
い
風
景
、
そ
れ
を
借
景
と
し
て
広
が

る
瀟し
ょ
う
し
ゃ洒な
住
宅
街
と
点
在
し
つ
つ
増
え

て
い
る
個
性
的
な
飲
食
店
…
…
。
東
川

町
は
明
ら
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
重
視
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
私
が
東
川
町
の
話
を

す
る
と
、
聞
い
た
人
は
み
ん
な
「
行
っ

て
み
た
い
！
」
と
言
い
ま
す
。
東
川
町

に
行
く
と
未
来
が
見
え
る
―
―
そ
う
感

じ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
０
年
12
月
24
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
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富
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瑛
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天人峡温泉
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基線通
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