
く
ろ
ま
つ
な
い





萌
ゆ
る夏

冬津々と

そ
し
て
現
在
、

私
た
ち
は
更
な
る
発
展
を
目
指
し
、

「
み
ん
な
で
歩
む
ブ
ナ
北
限
の
里
づ
く
り
」を

合
言
葉
に
、

町
民
と
町
が
手
を
取
り
合
い
な
が
ら
、

田ま

舎ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

ブ
ナ
林
と
農
村
特
有
の

牧
歌
的
風
景
を
活
か
し
た
、

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
田ま

舎ち

を
目
指
し
て
。

黒松内
北限のブナとともに生きる田

ま

舎
ち

と

そんな田
ま

舎
ち

に心寄せる人々

黒松内で過ごす時間を、より楽しくする一冊です。

ブナ林と繋
つな

がる人たち

黒松内をてくてく歩き

ブナと歩む黒松内の歴史 1928 ～ 2010

みんなで歩むブナ北限の里づくり

農業と自然、そして福祉。
ブナ北限の地に根差し、黒松内の歴史を今に繋

つな

ぎ、
そして未来へと引き継ぐ産業に身を置く、
三人三様の黒松内時間。

酪　　 農　　 家　 武田吉正・直子さん
アウトドアガイド　 辻野健治・治子さん
福祉施設スタッフ　 佐藤美弥子さん

風を感じながらゆっくりと歩くことで見えてくる、
この田

ま

舎
ち

の一際輝く多面的な魅力。

明治の開拓以降、幾多のドラマが訪れた我が田
ま

舎
ち

。
その変遷を辿

たど

ることで見えてくる、大切な価値。

住み続けたい、訪れたい魅力的な田
ま

舎
ち

であるために、
私たちが果たすべき役割。

ブナ

樹皮は灰白色で表面が滑らか。その上に灰青色
や緑色、暗灰色をした地衣類（菌類と藻類が共生
した植物の一群）が付着し、独特なモザイク模様
を成しています。葉は丸みを帯びた波形に縁取
られ、互い違いに７から13本並ぶ葉脈を持って
います。





代々守り継がれてきた牧草地。
1．一様に毛艶の良い健康そうな牛たちが、高い木立が作る日陰でのんびりと身体を休めていた。　2．牧場を東西に貫く朱太川。釣りのメッカとしても知ら
れる清流だ。　3・4．訪れたのはよく晴れた夏の日。うだるような暑さもなんのと、吉正さんは淡々と牧草の刈り取りにいそしんでいた。　5．餌となる昆虫
を狙って、キタキツネが時折姿を見せる。

を
訪
れ
る
旅
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
都
市

と
黒
松
内
を
繋つ
な

い
で
い
る
の
だ
。
中
に
は
名
古

屋
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
訪
ね
て
く
る
熱
烈
な

フ
ァ
ン
も
い
る
と
い
う
か
ら
、
観
光
面
で
の
経

済
効
果
と
い
う
意
味
で
も
、
そ
の
存
在
意
義
は

大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は

サ
ー
ビ
ス
ら
し
い
サ
ー
ビ
ス
は
存
在
し
な
い
。

テ
レ
ビ
や
ク
ー
ラ
ー
も
無
い
し
、
吉
正
さ
ん
に

し
て
も
直
子
さ
ん
に
し
て
も
陽ひ

の
出
て
い
る
う

ち
は
農
作
業
に
追
わ
れ
、
ゲ
ス
ト
と
言
葉
を
交

わ
す
の
は
夜
に
な
っ
て
か
ら
や
っ
と
と
い
う

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
で
は
な
ぜ
ラ

イ
ダ
ー
ハ
ウ
ス
を
や
る
の
か
と
聞
い
て
も
「
私

た
ち
が
あ
ま
り
外
に
出
ら
れ
な
い
か
ら
、
逆
に

来
る
人
た
ち
に
色
々
と
情
報
を
も
ら
っ
て
い
る

ん
で
す（
笑
）」
と
直
子
さ
ん
は
素
っ
気
無
い
。

　

そ
れ
な
の
に
、
こ
の
牧
場
の
人
気
の
ほ
ど
は

ど
う
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
名
古
屋
の
リ
ピ
ー

タ
ー
の
他
に
も
、
ま
る
で
季
節
風
み
た
い
に
毎

年
決
ま
っ
て
や
っ
て
く
る
旅
人
が
実
在
す
る
の

だ
。
ほ
ん
と
う
に
不
思
議
な
ん
で
す
よ
ね
、
と

直
子
さ
ん
は
笑
う
。「
だ
っ
て
唯
一
サ
ー
ビ
ス

と
い
え
る
の
は
、
朝
に
搾
り
た
て
の
牛
乳
を
出

す
の
と
、
畑
で
収
穫
し
た
ば
か
り
の
野
菜
と
肉

で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
す
る
く
ら
い
の
も
の
で
す
か

ら
ね
」。

　

建
物
自
体
の
魅
力
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
払
い
下
げ
ら
れ
た
古
い
列
車
の
車
掌
車
を
手

直
し
し
た
」
と
い
う
ラ
イ
ダ
ー
ハ
ウ
ス
は
ト
タ

ン
の
屋
根
と
伐き

り
っ
放
し
の
丸
太
に
す
っ
ぽ
り

と
身
を
包
ん
で
い
る
た
め
傍は
た

目め

に
は
ピ
ン
と
来

1
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北
は
北
海
道
南
西
部
の
渡
島
半
島
か
ら
、
南

は
九
州
ま
で
。
温
帯
域
に
幅
広
く
分
布
す
る
落

葉
広
葉
樹
の
ブ
ナ
。
黒
松
内
町
は
そ
の
自
生
北

限
に
位
置
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、

92 

ha
の
大
き
な
懐
に
多
く
の
動
植
物
の
生
命
を

預
か
る
歌
才
を
始
め
、
成
木
か
ら
芽
吹
い
た
ば

か
り
の
子
孫
ま
で
が
混
在
す
る
添
別
や
北
限
の

最
前
線
を
張
る
白
井
川
な
ど
、
幾
つ
か
の
大
規

模
な
ブ
ナ
林
を
有
し
て
い
る
。
歴
史
的
・
学
術

的
に
み
て
も
非
常
に
高
い
価
値
を
有
す
る
一
方
、

例
え
ば
牧
草
地
な
ど
と
い
っ
た
人
々
の
暮
ら
し

の
場
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
群
生
し
て
い
る

た
め
、
そ
の
四
季
折
々
の
美
し
い
色
づ
き
や
多

様
な
生
物
環
境
と
し
て
の
一
面
に
日
常
的
か
つ

添別ブナ林の入口。あちこちで可愛らし
い稚樹が顔をのぞかせ、生きた森である
ことを教えてくれるのがこの森の特徴。
治子さんによれば「腐葉土のおかげでふ
わふわとして歩き心地が抜群」なのだと
か。

気
軽
に
触
れ
合
え
る
の
が
特
徴
。
故ゆ
え

に
、
そ
の

美
し
き
森
は
黒
松
内
町
に
と
っ
て
無
二
の
宝
で

あ
り
、
町
民
に
と
っ
て
の
心
の
拠よ

り
所
と
な
っ

て
い
る
。

　

道
内
出
身
で
、
口
元
に
蓄
え
た
髭ひ
げ

と
メ
ガ
ネ

が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
辻
野
健
治
さ
ん
と
、
そ

の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
人
懐
っ
こ
い
笑
み
と

快
活
な
語
り
口
が
気
持
ち
良
い
東
京
生
ま
れ
の

治
子
さ
ん
。
彼
ら
は
と
り
わ
け
、
黒
松
内
の
ブ

ナ
の
魅
力
を
よ
く
知
る
二
人
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
登
山
歴
30
年
以
上
を

有
す
る
登
山
ガ
イ
ド
と
し
て
、
体
力
や
経
験
に

不
安
を
抱
え
る
登
山
愛
好
家
を
確
か
な
ス
キ
ル

で
道
内
各
地
の
山
の
頂
き
へ
と
導
き
な
が
ら
、

ア
ウ
ト
ド
ア
ガ
イ
ド

辻
野  

健
治
・
治
子
さ
ん

山
岳
ガ
イ
ド
夫
婦
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
は
、

過
程
に
あ
る
発
見
を
楽
し
み
な
が
ら
の

悠
々
と
し
た
山
登
り
。

そ
れ
は
、
足
る
を
知
る
ま
ち
と
の

出
会
い
を
経
て
、
確
立
し
た
境
地
。

ノースランド
黒松内町熱郛26-9
TEL.090-7652-4508
http://monbalau.blog10.fc2.com

あ
る
が
ま
ま
を
受
け
入
れ
て
、
満
ち
足
り
る
。

そ
の
一
方
で
、
植
物
図
鑑
の
ご
と
き
豊
富
な
知

識
を
武
器
に
、
四
季
折
々
に
ブ
ナ
林
の
散
策
に

訪
れ
る
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
を
ガ
イ
ド
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
。

　
「
実
は
ブ
ナ
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
来
る
ま
で

は
、
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど

ね
」
と
話
す
の
は
健
治
さ
ん
。
趣
味
と
し
て
山

登
り
に
親
し
ん
だ
20
代
の
頃
か
ら
土
木
行
政
の

現
場
仕
事
に
身
を
捧
げ
た
前
職
時
代
に
か
け
て
、

幅
広
く
道
内
津
々
浦
々
の
山
野
を
見
て
歩
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ナ
を
知
っ
た
の
は
こ
の

田ま

舎ち

で
暮
ら
し
始
め
て
か
ら
な
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
そ
の
個
性
的
な
表
情
に
惹ひ

か
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
触
れ
る
た
び
に
新





が
な
い
。
月
日
が
経
つ
ご
と
に
、
二
人
の「
足

る
を
知
る
」精
神
は
大
い
に
触
発
さ
れ
、
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
た
ま
の
休
み
に
楽

し
む
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
の
山
登
り
に
も
、
そ
れ

は
現
れ
て
い
る
。
お
気
に
入
り
を
ぶ
ら
ぶ
ら
気

ま
ま
に
登
る
の
は
以
前
か
ら
の
こ
と
だ
が
、
こ

こ
最
近
は
頂
上
を
目
指
す
こ
と
が
、
め
っ
き
り

少
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
健
治
さ
ん
は
あ
っ
け

ら
か
ん
と
話
す
。「
大
事
な
の
は
成
果
で
は
な

く
、
過
程
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ

ね
。
頂
上
を
10
と
し
た
ら
、
今
は
せ
い
ぜ
い
8

く
ら
い
で
い
い
。
天
気
が
悪
く
て
8
ま
で
辿
り

着
け
な
く
て
も
、
も
う
一
度
や
り
直
せ
ば
い
い

だ
け
の
こ
と
で
す
し
。
明
日
の
天
気
は
ど
う
か

と
か
、
装
備
は
万
全
か
と
か
準
備
の
段
階
も
既

に
楽
し
い
で
す
し
ね
。
ま
、
年
を
取
っ
た
だ
け

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど（
笑
）」。
治

子
さ
ん
が
続
く
。「
そ
う
、
歩
い
て
い
る
最
中

が
楽
し
け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
っ
て

思
い
ま
す
ね
」。

　
「
普
通
が
一
番
」。
健
治
さ
ん
が
、
た
び
た
び

口
に
す
る
言
葉
だ
。
誰
か
と
競
い
合
う
わ
け
で

も
な
く
、
自
身
の
限
界
を
測
る
わ
け
で
も
な
い
。

自
分
に
と
っ
て
最
も
心
地
良
い
リ
ズ
ム
で
歩
み

続
け
れ
ば
、
心
に
は
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
様
々
な

気
付
き
が
得
ら
れ
る
の
に
違
い
な
い
。
例
え
ば

さ
さ
や
か
な
自
然
の
息
吹
、
植
物
や
動
物
た
ち

の
小
さ
な
営
み
、
季
節
の
匂
い
、
風
の
音
。
あ

る
が
ま
ま
の
黒
松
内
を
ゆ
っ
た
り
と
生
き
る
二

人
の
営
み
に
は
、
息
を
切
ら
し
て
汗
を
流
し
て

辿た
ど

り
つ
く
極
み
と
は
ま
た
別
の
、
格
別
な
充
実

感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ブナ林ならではの美しい
陰影がそこかしこに。辻
野さんのガイドがあれば、
そうした感動と出会える
可能性が2倍3倍にも膨れ
上がる。

「普通」の暮らしを悠々と満喫中の健治さんと治子さん。二人が「派手ではないですね。素朴な風土そのものが、
持っている人柄に表われている気がしますね」と表現する黒松内人の気質は、そっくりそのままこの夫妻も当てはまる。





入所者や他のスタッフからの信頼も厚い佐藤さん。園内を歩くと、自然に人の輪が生まれることも。
8年目を迎えた黒松内暮らしの意義を、「除雪が大変だし、夏は虫が多いし、大型スーパーも遠い。でも、それ以上に得るものがあります」と説く。

果
た
し
た
。
新
天
地
で
の
リ
ス
タ
ー
ト
に
は
雇

用
の
問
題
が
つ
き
も
の
だ
が
、
佐
藤
さ
ん
の
場

合
は
、
そ
れ
は
さ
し
た
る
障
害
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
が
元
々
興
味
を

抱
き
、「
い
つ
か
は
こ
の
仕
事
に
」と
憧
れ
を
寄

せ
て
い
た
福
祉
は
、
町
民
の
約
1
割
が
従
事
し

て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の

小
さ
な
田ま

舎ち

に
お
け
る
主
要
産
業
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
雇
用
の
場
に
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
た
か

ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
佐
藤
さ
ん
自
身
の
黒
松
内

愛
と
福
祉
仕
事
へ
の
尽
き
な
い
興
味
が
直
接
的

な
要
因
で
は
あ
っ
た
が
、
昭
和
31
年
の
発
足
以

降
、
町
と
共
に
先
進
的
な
福
祉
政
策
を
牽け
ん

引い
ん

し

て
き
た
社
会
福
祉
法
人
黒
松
内
つ
く
し
園
の
存

在
が
無
け
れ
ば
、
今
も
佐
藤
さ
ん
は
週
末
を
迎

え
る
た
び
に
長
時
間
の
ド
ラ
イ
ブ
を
強
い
ら
れ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
不
便
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
失
っ
た
も
の
は

特
に
思
い
当
た
ら
な
い
」
と
断
言
す
る
佐
藤
さ

ん
は
今
、
知
的
障
害
児
施
設
「
し
り
べ
し
学

園
」
の
中
核
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
業
務
に
追
わ
れ

な
が
ら
、
充
実
し
た
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。

「
時
間
に
縛
ら
れ
ず
に
天
然
記
念
物（
歌
才
ブ

ナ
林
）を
ゆ
っ
く
り
見
ら
れ
る
だ
け
で
も
、
こ

こ
に
住
ん
だ
甲か

斐い

が
あ
っ
た
な
っ
て
。
最
近
は

家
庭
菜
園
も
楽
し
い
し
、
フ
ッ
ト
パ
ス
コ
ー
ス

を
歩
き
な
が
ら
山
菜
採
り
に
出
か
け
た
り
と
、

黒
松
内
の
風
土
を
全
身
で
満
喫
中
」と
、
晴
れ

晴
れ
と
し
た
表
情
で
語
る
。

　

人
と
の
縁
、
仕
事
と
の
縁
。
そ
ん
な
確
か
な

結
び
つ
き
の
上
に
成
り
立
つ
暮
ら
し
は
安
定
し
、

満
ち
足
り
た
も
の
だ
ろ
う
。





か
る
ブ
ナ
セ
ン
タ
ー
を
経
由
し
て
天
然
記

念
物
の
歌
才
ブ
ナ
林
へ
。
春
の
新
緑
か
ら

純
白
に
包
ま
れ
る
冬
ま
で
、
四
季
折
々
に

豊
か
な
表
情
を
楽
し
め
る
の
が
こ
の
エ
リ

ア
で
す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
散
策
路

に
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
、
ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ

が
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
こ
を
歩
い
て
も
行

き
届
い
た
整
備
と
素
朴
な
風
情
に
目
を
瞠み
は

り
ま
す
。
フ
ッ
ト
パ
ス
コ
ー
ス
に
は
木
製

の
サ
イ
ン
が
完
備
さ
れ
、
ブ
ナ
林
の
散
策

も
快
適
そ
の
も
の
。聞
け
ば
、た
く
さ
ん
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
汗
を
流
し
な
が
ら
整
備

を
手
掛
け
て
い
る
の
だ
と
か
。
そ
ん
な
ス

ト
ー
リ
ー
も
魅
力
の
、
黒
松
内
歩
き
で
す
。

人の営みと大いなる自然が緩やかに寄り添うのんびりとした景観が随所に。

 七つの交流拠点





黒松内で暮らしませんか？

黒松内で楽しみませんか？

　豊かな自然環境や農村ならではの生活・文化に惹
ひ

かれた移
住者たちがいます。朱太川での魚釣りや自家菜園作りなど、
悠々と趣味を満喫する人。農業を生

なり

業
わい

に選び、日々、土にま
みれる人。あるいは家具、和菓子や豆腐といったものづくり
に生きる人、絵画、写真などの創作に勤

いそ

しむ人。皆、それぞ
れに黒松内の風土を慈しみながら送る第二の人生はとても輝
いたものです。

詳しくは町ホームページ内の移住情報サイトを。空き家や町営住宅といった
住まいの情報、そして既に移住された方々
が語る黒松内暮らしなど、移住をお考えの
方に役立つ情報が満載です。

 http://www.kuromatsunai.com/kuro_immig/index.htm

四季折々に豊かな表情を見せる自然。人の営みが作りだした
牧歌的風景。田舎ならではのゆっくりとした時間の中で、そ
うした都会にはない宝物と向き合う贅

ぜい

沢
たく

さを味わってみませ
んか。地域に愛着と誇りを持つ私たちだからこそできる、普
段着のおもてなしでお迎えします。

自然に触れるフットパスコースや、滞在型の旅の御案内はこちらから。

 http://www.kuromatsunai.com/footpath/
 http://www.kuromatsunai.com/bunasatotourism/index.html
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安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
が
あ
り

ま
す
。



2220099（平成成21年）

222000009（平成成21年）
朝日新聞が主催する「にほ
んの里100選」に浜中町とと
もに選ばれる。道内ではこ
の2町だけの快挙

222000110（平成成222年度）
生物多様性条約第10回締約
国際会議（COP10）と合わせ
て、名古屋市で開催された
「生物多様性国際自治体会
議」にて、ブナ北限の里づ
くりを発表。一定の評価を
得たことにより、次年度に
策定する「生物多様性地域
戦略」への弾みに

222000008（平成成200年）
景観法で定める「景観行政
団体」に。統一感のある街
並づくりを更に推進する契
機に

22200004（平成成166年）
北限のブナ林として歌才、
添別、白井川のブナ林が、
北海道遺産に。
ボランティアとともに、
フットパスコースを整備す
る取り組みがスタート

199998（平成成100年）
町唯一の温泉施設「黒松内温
泉ぶなの森」がオープン。
エコツアーや山村留学、自
然ガイドを養成する「黒松内
ぶなの森自然学校」が開校

199999（平成成11年）
道の駅くろまつない「トワ・
ヴェールⅡ」が白井川地区
にオープン。パン工房とベー
カリーレストランに加え、
2010年にはピザ工房も開始

199993（平成成3年年）
町内産の牛乳や豚肉を原料
に、高品質なチーズやア
イスクリーム、ハム、ソー
セージなどを製造する「ト
ワ・ヴェール」、ブナに関す
る情報収集や発信機能を備
えた「ブナセンター」、オー
トキャンプ場「ル・ピック」。
三つの交流施設をオープン

199997（平成成9年年）
添別ブナ林の隣接地に自然
体験や環境学習の滞在ス
ペース「ミニ・ビジターセン
ター」をオープン。
環境基本条例を制定

199996（平成成8年年）
牧歌的風景を守るため、「ふ
るさと景観条例」を制定

199995（平成成7年年）
個人より添別ブナ林取得

199992（平成成4年年）
ともにブナを町木とする縁
で繋がった、愛媛県野村町
（現西予市）との間に姉妹町
提携を調印

199991（平成成3年年）
「ブナ北限の里づくり」の中
核施設、「歌才自然の家」
オープン

199990（平成成2年年）
「一年にたった一度でいい
から牛に感謝する日を」と
の思いを込めた町内最大の
イベント「ビーフ天国」を
開催

「黒松内新道」が開通。道央
自動車道と国道5号を橋渡
しするこの道路の誕生によ
り、道央圏からのアクセス
が向上

渋谷吉尾さん（故人）さんの
長年にわたる活動が、豊か
な生活文化づくりに貢献し
ているとされ、読売新聞
社主催の「94北のくらし大
賞」優秀賞を受賞

19944（平成成6年年）

黒松内産ワイン
「 のささやき」発売

もち米純米酒「 のせせら
ぎ」を発売

ブナと歩む黒松内の歴史 1928～2010

119922（平成成4年年）

朱太川内水面漁業協同組合
の鮎ふ化場が開設

町内を定期巡回する福祉バ
ス運行開始

2220077（平成成199年）

環境省が実施した学校エコ
改修と環境教育事業におい
て、道内で唯一のモデル
校として選定された「黒松
内中学校エコ改修」が完了。
改修後の校舎棟が「第20回
北海道赤レンガ建築賞」最
上位賞の建築賞を受賞

2010
（平成22年） 黒松内町農協が羊蹄山麓7

町村の各農協と合併、JA
ようていとなる

黒松内銘水株式会社工場落
成。ミネラルウォーターの
生産が始まる

19977（平成成9年年）





大野写真
事務所
大野写真
事務所

和生菓子 
すずや
和生菓子 
すずや

区　　分 世帯数
（世帯）

人　口（人） ―世帯当た
り平均人員
（人）男 女 計

昭和30年 1,340 3,752 3,686 7,438 5.55 
昭和40年 1,374 3,081 3,097 6,178 4.50 
昭和50年 1,286 2,263 2,429 4,692 3.65 
昭和60年 1,333 1,976 2,238 4,214 3.16 
平成 7 年 1,581 1,931 1,944 3,875 2.45 
平成17年 1,387 1,625 1,832 3,457 2.49 
平成22年 1,358 1,535 1,715 3,250 2.39 

■人口の推移

■交流人口の推移

国勢調査（各年10月1日）
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