
●「第四次美浜町総合振興計画」策定
●住宅用火災警報器設置の義務化
●議会ニュース
●「企業誘致条例」制定
●美浜発電所の状況 2006.3
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を
め
ざ
し
て

10
年
間
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
標
と
な
る
「
第
四
次
美
浜
町
総
合
振
興
計
画
」
を
策
定　
　

　

町
で
は
、
第
三
次
美
浜
町
総
合
振

興
計
画
の
計
画
期
間
が
平
成
17
年
度

に
終
了
す
る
た
め
、
平
成
18
年
度
か

ら
27
年
度
ま
で
の
計
画
と
な
る
「
第

四
次
美
浜
町
総
合
振
興
計
画
」
を
こ

の
ほ
ど
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
振
興
計
画
は
、
本
町
の
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
基
本
と
な

る
計
画
で
、
平
成
16
〜
17
年
度
に

か
け
て
、
美
浜
町
振
興
計
画
審
議
会

委
員
を
は
じ
め
、
計
画
原
案
を
検
討

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
委
員
、
子
ど

も
・
女
性
議
会
議
員
等
の
多
く
の
町

民
の
皆
さ
ん
の
参
画
を
得
て
策
定
し

た
も
の
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
こ
の
振
興
計
画
に

お
け
る
背
景
や
役
割
の
ほ
か
、
基
本

理
念
、
将
来
像
に
つ
い
て
、
来
月
号

で
は
、
基
本
計
画
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。　

　

昨
年
11
月
に
、
美
浜
町
振
興
計
画

審
議
会
（
繁
田
清
幸
会
長
）
か
ら

山
口
町
長
に
振
興
計
画
の
答
申
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
町
議
会
12
月
定
例
会
に

「
第
四
次
美
浜
町
総
合
振
興
計
画
」

を
議
案
と
し
て
提
出
し
、
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

山口町長(右)に答申書を手渡す繁田会長(左)



－ 3 －

総
合
振
興
計
画
の
趣
旨

　

総
合
振
興
計
画
と
は
、
美
浜
町
の

10
年
後
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
計

画
の
こ
と
で
す
。
本
町
を
も
っ
と
住

み
よ
く
し
よ
う
、
ま
た
住
み
た
く
な

る
町
に
し
よ
う
と
、
産
業
、
福
祉
、

教
育
等
の
各
分
野
に
お
け
る
こ
れ
か

ら
の
町
の
あ
る
べ
き
姿
を
検
討
し
、

ま
と
め
た
も
の
で
す
。

「
自
然
か
が
や
き　

人
い
き
い
き　

ま
ち
が
に
ぎ
わ
う　

美う
ま

し
美
浜
」
を

将
来
像
と
し
た
施
策
を
分
野
別
に
明

ら
か
に
し
て
、
平
成
18
年
度
か
ら
平

成
27
年
度
ま
で
の
計
画
的
な
町
の
行

財
政
運
営
の
指
針
と
し
て
策
定
し
ま

し
た
。

計
画
策
定
の
背
景　

美浜町振興計画審議会の様子

町内の中学生が議員となって行われた「子ども議会」

　

本
町
で
は
、
第
三
次
美
浜
町
総
合

振
興
計
画
の
「
自
然
と
共
生
す
る
や

す
ら
ぎ
の
ま
ち
」
と
い
う
将
来
像
の

実
現
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を

計
画
的
に
進
め
、
成
果
を
上
げ
て
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
現
在
の
本
町
を
取
り
巻

く
社
会
情
勢
は
厳
し
く
、
少
子
高
齢

化
の
進
展
を
は
じ
め
、
産
業
を
取
り

巻
く
環
境
の
変
化
、
地
方
分
権
時
代

の
到
来
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
に
伴

う
町
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
す
る
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
重
要

な
転
換
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
振
興
計
画
は
、
次
の
３
つ
の

役
割
を
ふ
ま
え
て
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
振
興
計
画
は
、
こ
う
し
た

状
況
に
対
応
し
て
、
豊
か
な
美
浜
町

を
次
の
世
代
に
誇
り
を
持
っ
て
つ
な

い
で
い
く
た
め
に
、
ま
ち
づ
く
り
の

指
針
と
し
て
策
定
し
た
も
の
で
す
。

計
画
の
役
割　

第四次美浜町総合振興計画の構成

１．第四次総合振興計画の趣旨
２．第四次総合振興計画策定の背景

１．基本理念
２．10年後の将来像
３．6つの基本目標
４．構想の実現に向けて

１．美しい自然と共生するまち
２．安心で快適にくらせるまち
３．健やかでぬくもりのあるまち
４．元気とにぎわいのあるまち
５．こころ豊かな人を育むまち
６．みんなで共に拓くまち
７．計画推進のために

総　　論

基本構想

基本計画

美浜町の総合振興計画の歩み

昭和45年「美浜町振興計画」策定
　（昭和45年～昭和59年）

昭和60年「第二次美浜町総合振興計画」策定
　（昭和60年～平成7年）

平成7年「第三次美浜町総合振興計画」策定
   （平成8年～平成17年）

●
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
た
め
に
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
参
画
と
協
働
が
大
切
で
あ
り
、
町

民
の
皆
さ
ん
と
行
政
が
新
た
な
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
て
「
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め

の
指
針
・
目
標
」
と
し
て
の
役
割

●
広
域
連
携
時
代
を
視
野
に
入
れ
た

地
域
づ
く
り
を
考
え
る
計
画
と
し
て

「
美
浜
の
主
張
」
を
提
示
し
て
い
く

た
め
の
役
割

●
個
性
的
で
自
立
し
た
町
を
経
営

し
て
い
く
と
い
う
視
点
に
基
づ
い
た

「
行
財
政
運
営
の
総
合
的
な
指
針
」

と
し
て
の
役
割



美浜町振興計画審議会の
会長を務められた

繁田　清幸さん（久々子）

－ 4 －

第
四
次
総
合
振
興
計
画
の
基
本
構
想
に
つ
い
て

第
四
次
総
合
振
興
計
画
の
基
本
構
想
に
つ
い
て

〈
10
年
後
の
将
来
像
〉

　

基
本
理
念
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ま
え
た
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ざ
す
べ
き
将
来
像
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自
然
か
が
や
き
…
海
、
山
、
川
、
湖
と
い
う
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
と
共
生
し
、
活
用
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　

よ
っ
て
、
自
然
が
一
層
か
が
や
く
ま
ち
を
め
ざ
し
ま
す
。

人
い
き
い
き
…
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
人
が
、
い
き
い
き
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　

 

快
適
で
安
心
し
て
こ
こ
ろ
豊
か
な
暮
ら
し
を
お
く
れ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
ま
す
。

ま
ち
が
に
ぎ
わ
う
…
住
民
と
本
町
を
訪
れ
る
人
が
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
発
に
交
流
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　

に
ぎ
わ
う
ま
ち
を
め
ざ
し
ま
す
。

美
　
　
　

し
…
美
し
い
自
然
環
境
、
豊
か
な(

＝
美
し
い)

食
材
、
恵
ま
れ
た(
＝
美
し
い)

文
化
財
・

　
　
　
　
　
　
　
　

伝
統
、
あ
た
た
か
い(

＝
美
し
い)

心
・
人
な
ど
、
美
浜
独
自
の
宝
を
大
切
に
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　

継
い
で
い
き
ま
す
。

〈
基
本
理
念
〉

　

本
町
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
「
美
浜
＝
美
し
い
浜
」
の
ま
ち
で
あ
り
、
海
、
山
、
川
、
湖
と
い
う

変
化
に
富
み
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
ま
ち
で
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
「
自
然
豊
か
な
ま
ち
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
多
く
の
人
が
抱
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ま
ち
の
将
来
像
に
つ
い
て
は
「
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
「
自
然
と
共

生
す
る
美
し
い
ま
ち
」
「
便
利
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
が
多
く
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
「
ひ
と
」(

住
民)

が
、
こ
の
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
美
し
い

「
ま
ち
」
を
舞
台
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
、
快
適
で
安
心
し
て
心
豊
か
な
「
く
ら
し
」
を

お
く
れ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て
、
3
つ
の
基
本
理
念
を
掲
げ
ま
す
。

「
ひ
と
」
が
主
役　
　

 

人
づ
く
り
は
ま
ち
づ
く
り
、
人
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

「
く
ら
し
」
に
う
る
お
い　
快
適
で
安
心
で
き
る
、
う
る
お
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

「
ま
ち
」
に
活
力　
　

未
来
へ
の
活
力
を
生
む
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

う
ま

　

振
興
計
画
の
策
定
に
は
、
幅
広
い
年

代
の
方
や
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
方
に

ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

住
民
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
う

え
で
と
て
も
良
か
っ
た
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
同
時
に
、
会
長
と
し
て
多
く
の

意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
心
配
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
が
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
積
極
的
に
考
え
、
建
設

的
な
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
声
が
反
映
さ

れ
た
振
興
計
画
が
ま
と
ま
り
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

　

地
方
分
権
が
進
み
、
町
の
独
自
性
が

求
め
ら
れ
る
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

に
は
、
住
民
参
画
が
大
切
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い
と
し
て
、

常
に
町
の
将
来
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
分
野
で
、

で
き
る
こ
と
を
考
え
、
ま
ち
づ
く
り

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
つ
な
が
り
、
大

き
な
輪
と
な
り
、
町
の
将
来
を
築
い
て

い
く
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
振
興
計
画

の
策
定
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん

に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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目
標
人
口

〈
定
住
人
口 

１
１
，
０
０
０
人　

交
流
人
口 

１
１
０
万
人
を
め
ざ
し
て
〉

　

本
町
の
総
人
口
は
、
町
発
足
後
の
昭
和
30
年
国
勢
調
査

に
よ
る
と
、
１
４
，
７
７
８
人
で
し
た
が
、
平
成
17
年
国

勢
調
査
で
は
、
１
１
，
０
２
３
人(

速
報
値)

と
な
っ
て
お

り
、
近
年
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
推
計
人
口
に
よ
る
と
、
こ
の
構
想
の
目
標
年
次
で

あ
る
10
年
後
の
平
成
27
年
に
は
、
町
の
人
口
は
1
万
人
を

下
回
り
、
約
９
，
８
０
０
人
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
定
住
人
口
が
減
少
し
続
け
る
と
、
教
育
や
福

祉
、
産
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
円
滑
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

振
興
計
画
で
は
、
自
然
環
境
の
保
全
、
生
活
基
盤
の
整

備
、
利
便
性
の
確
保
、
住
宅
施
策
、
少
子
高
齢
化
対
策
、

雇
用
対
策
、
特
色
あ
る
教
育
環
境
の
整
備
な
ど
の
包
括
的

な
施
策
展
開
を
進
め
な
が
ら
相
乗
効
果
を
図
る
も
の
と

し
、
目
標
年
次
に
お
け
る
定
住
人
口
規
模
（
目
標
）
を

１
１
，
０
０
０
人
と
し
ま
す
。　

　

ま
た
、
町
の
観
光
入
込
客
数
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
に

は
年
間
約
１
８
０
万
人
の
入
込
客
が
あ
り
ま
し
た
が
、
長
引

く
不
況
と
と
も
に
余
暇
活
動
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
年
々
減

少
傾
向
に
あ
り
、
平
成
16
年
に
は
約
81
万
人
と
大
き
く
減
少

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
交
流
人
口
の
増
大
を
図
る
た
め
、
多
様
な
観
光

体
験
交
流
と
文
化
・
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
を
推
進
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
住
民
1
人
お
お
む
ね
１
０
０
人
の
交
流
活
動

を
め
ざ
す
も
の
と
し
、
目
標
年
次
の
交
流
人
口
規
模
（
目

標
）
を
１
１
０
万
人
と
し
ま
す
。
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11,000
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9,800
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昭
和
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年

平
成
２
年

平
成
５
年

平
成
８
年

平
成
11
年

平
成
14
年

平
成
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年

173

109

146

187

153

92 81

【町の観光入込客数の推移】

【町の人口の推移】

今
回
は
、
振
興
計
画
の
基
本
構
想
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

次
号
で
は
、
環
境
や
福
祉
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
基
本
計
画
や

そ
の
施
策
の
体
系
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

今
回
の
振
興
計
画
の
策
定
に
あ
た

り
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と

は
、
多
く
の
町
民
の
方
が
計
画
づ
く
り

に
参
加
し
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
多
く

の
女
性
が
策
定
に
参
加
し
、
活
発
に
意

見
を
述
べ
て
い
た
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を
強
く
感
じ
ま

し
た
。

　

町
民
が
自
ら
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

考
え
、
計
画
づ
く
り
に
参
加
す
る
、

こ
れ
こ
そ
が
こ
の
振
興
計
画
の
掲
げ
る

「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
第
一
歩
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

昨
年
は
、
計
画
策
定
の
一
環
と
し

て
、
み
は
ま
女
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会

員
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
て
「
女
性
議

会
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
「
へ
し
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
」
な
ど

そ
の
と
き
に
出
さ
れ
た
意
見
の
い
く
つ

か
は
す
で
に
実
現
し
、
女
性
の
皆
さ
ん

に
と
っ
て
も
ま
ち
づ
く
り
を
身
近
に
感

じ
る
よ
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

振
興
計
画
は
、
策
定
す
る
だ
け
で
は

そ
の
意
義
を
成
し
ま
せ
ん
。
こ
の
計
画

が
町
民
と
行
政
の
橋
渡
し
と
な
り
、
ま

ち
全
体
が
常
に
関
心
を
持
ち
続
け
、
町

民
1
人
ひ
と
り
が
実
践
し
て
い
く
こ
と

が
こ
れ
か
ら
の
町
の
進
む
べ
き
道
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

美浜町振興計画審議会の
副会長を務められた

北村　惠
えいこ

子さん（早瀬）

昭和30年～平成12年は国勢調査人口
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〈住宅火災による死者数〉
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火災から大切な生命を守るために

　全国では毎年、建物火災事故が3万件以上発生しており、そのうち約6割は「住宅火災」
が占めています。また、建物火災による死者の9割は、この住宅火災によるものです。
　このような火災から大切な生命を守るため、平成16年6月に消防法が改正され、住宅に
「住宅用火災警報器等」の設置が義務付けられました。

す
べ
て
の
住
宅
が

　
　
　
　

対
象
と
な
り
ま
す

　

新
築
住
宅
は
平
成
18
年
6
月
か

ら
、
既
存
住
宅
は
平
成
23
年
6
月
ま

で
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
及

び
維
持
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
共
同
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
も

設
置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
住
宅
の
所
有
者
、
管
理
者
ま
た

は
、
占
有
者
の
い
ず
れ
か
が
設
置
者

と
な
り
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置

　
　
　
　
　

義
務
化
の
背
景

　

住
宅
火
災
に
よ
る
死
亡
者
は
全
国

で
急
増
し
、
そ
の
中
で
6
割
以
上
の

人
が
「
逃
げ
遅
れ
」
が
原
因
で
命
を

落
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
「
逃
げ
遅

れ
」
が
多
い
理
由
と
し
て
、
死
者
の

半
数
以
上
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で

あ
り
、
高
齢
化
の
進
む
日
本
で
は
、

さ
ら
に
死
者
が
増
え
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の

中
で
、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

火
災
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
る
「
住
宅

用
火
災
警
報
器
」
の
設
置
が
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

新築住宅

平成18年
6月1日から
　　　 設置

既存住宅

平成23年
6月1日まで
　　 に設置

住
宅
用
火
災
警
報
器
っ
て

　
　
　
　
　

ど
ん
な
も
の
？

死
者
の
過
半
数
が

65
歳
以
上
の
高
齢
者

死
亡
原
因
の
6
割

以
上
が
逃
げ
遅
れ

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火
災
に

よ
っ
て
発
生
す
る
煙
や
熱
を
い
ち
早

く
感
知
し
、
警
報
音
な
ど
で
住
宅
内

に
火
災
を
知
ら
せ
る
も
の
で
す
。

　

種
類
と
し
て
は
、
煙
が
火
災
警
報

器
に
入
る
と
反
応
す
る
煙
式
と
火
災

警
報
器
の
周
囲
の
温
度
が
一
定
に
達

す
る
と
反
応
す
る
熱
式
（
台
所
な
ど

煙
が
発
生
す
る
場
所
に
使
用
）
と
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
設
置
方
法
に
よ
っ
て
天
井

取
り
付
け
式
と
壁
掛
け
式
が
あ
り
、

電
源
の
種
類
に
は
、
電
池
を
使
用
す

る
も
の
や
家
庭
用
コ
ン
セ
ン
ト
（
Ａ

Ｃ
１
０
０
ボ
ル
ト
）
を
使
用
す
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。

▲天井取り付け式▲壁掛け式

住宅用火災警報器の設置が
　　　　　　義務化されました
住宅用火災警報器の設置が
　　　　　　義務化されました


