
　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
新
し
い
年
が
市
民
の
皆
様
に
と
っ

て
、
希
望
に
満
ち
た
す
ば
ら
し
い
年
と

な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

現
在
、
本
市
で
は
、「
学
び
・
発
見
・

実
践　

み
ん
な
で
創
る
ス
マ
ー
ト
シ

テ
ィ
（
賢
い
都
市
）つ
る
」を
テ
ー
マ
に

策
定
し
た
第
５
次
長
期
総
合
計
画
を
羅

針
盤
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま

す
。
長
期
総
合
計
画
は
、
８
つ
の
分
野

別
計
画
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一
つ
で
あ
る「
教
育
首
都
つ
る
」を
目
指

し
た
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
本

年
は
、
４
月
開
校
予
定
の
県
立
産
業
技

術
短
期
大
学
校
都
留
キ
ャ
ン
パ
ス
と
連

携
し
た
本
地
域
の
産
業
を
担
う
人
材
の

育
成
、
高
校
再
編
後
の
桂
高
校
跡
地
へ

の
平
成
28
年
度
開
校
を
目
途
に
し
た
４

年
制
の
看
護
系
大
学
の
誘
致
、
文
化
会

館
の「（
仮
称
）ま
ち
づ
く
り
・
交
流
セ

ン
タ
ー
」
へ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、「
文

化
の
国
体
」と
も
言
わ
れ
る
国
内
最
大

の
文
化
の
祭
典「
第
28
回
国
民
文
化
祭

や
ま
な
し
２
０
１
３
」の
事
業
に
位
置

づ
け
ら
れ
た「
ふ
れ
あ
い
全
国
俳
句
大

会
」、「
シ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
の
祭
典
」、

「
甲
斐
絹
展
」、「
カ
ン
ト
リ
ー
＆
ウ
ェ

ス
タ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
」、「
里
地
・
里
山
・

里
水
元
気
フ
ォ
ー
ラ
ム
」の
開
催
な
ど
、

全
て
の
市
民
の
皆
様
が
主
体
的
か
つ
能

動
的
に〝
学
び
〟を
実
践
し
、
ま
ち
づ
く

り
に
繋
げ
る
機
会
と
場
の
提
供
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

現
在
耐
震
補
強
工
事
を
施
工
中
で
、

皆
様
に
大
変
ご
不
便
と
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
て
お
り
ま
す
文
化
会
館
は
、
こ
の

工
事
と
併
せ
て
老
朽
化
が
進
む
１
階
の

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
子
ど
も
・
若

者
・
子
育
て
中
の
親
・
中
高
年
・
高
齢

者
と
い
っ
た
異
な
る
世
代
の
誰
も
が
気

軽
に
立
ち
寄
れ
、
交
流
で
き
る「
世
代

間
交
流
施
設
」へ
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す

る
工
事
を
１
月
末
の
完
成
を
目
指
し
て

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
併
せ
、
こ

れ
ま
で
文
化
会
館
が
担
っ
て
き
た
生
涯

学
習
機
能
に
市
民
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
な
ど
の
要
素
を
加
味
し
、
さ
ら

に
都
留
文
科
大
学
や
都
留
市
社
会
福
祉

協
議
会
の
持
つ
地
域
貢
献
機
能
を
組
み

込
む
こ
と
で
、
世
代
間
交
流
は
も
と
よ

り
様
々
な
分
野
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
む
市
民
や
学
生
、
各
種
団
体
な
ど
の

多
彩
な
主
体
が
、
世
代
や
分
野
を
超
え

て
、
多
様
な
学
び
や
交
流
、
ま
ち
づ
く

り
を
実
践
す
る
拠
点
と
し
て
機
能
強
化

を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
他
、
横
浜
国
立
大
学
と
の
包
括

連
携
協
定
を
基
盤
と
し
た
自
主
電
源
の

確
保
と
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
の
確
立
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
向
上
を

図
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る「
ス

マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
」の
推
進
、

地
域
の
賑
い
と
活
性
化
を
創
出
す
る
井

倉
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
へ
の
取

組
、
児
童
生
徒
が
安
心
し
て
登
下
校
で

き
る
安
全
な
通
学
環
境
づ
く
り
な
ど
、

様
々
な
取
組
も
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
去
る
12
月
２
日
に
発
生
い
た
し

ま
し
た
中
央
自
動
車
道
笹
子
ト
ン
ネ
ル

天
井
板
崩
落
事
故
は
、
管
理
点
検
の
不

備
と
経
年
劣
化
を
顕
在
化
さ
せ
、
社
会

資
本
の
老
朽
化
対
策
の
必
要
性
・
緊
急

性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た

が
、
本
市
が
管
理
し
て
い
る
橋
梁
に
つ

き
ま
し
て
も
、
老
朽
化
や
震
災
な
ど
に

よ
り
大
事
故
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、

完
成
か
ら
長
期
間
経
過
し
て
い
る
橋
梁

に
つ
い
て
、
予
防
的
な
修
繕
工
事
に
よ

り
さ
ら
な
る
長
寿
命
化
と
耐
震
補
強
を

図
る
た
め
の
工
事
を
計
画
的
に
実
施
し

て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
実
施
の
ス
ピ
ー

ド
を
早
め
て
、
安
全
安
心
な
イ
ン
フ
ラ

環
境
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
築
45
年
を
迎
え
て
い
る
市

役
所
庁
舎
に
つ
い
て
も
、
切
迫
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
東
海
地
震
な
ど
の
大
規

模
震
災
の
発
生
に
備
え
、
本
年
度
よ
り

２
年
を
か
け
て
耐
震
化
工
事
及
び
増
築

工
事
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
工

事
期
間
中
は
ご
不
便
と
ご
迷
惑
を
お
掛

け
い
た
し
ま
す
が
、
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
年
も
、
個
性
的
で
魅
力
的
な
、
住

む
こ
と
に
誇
り
や
愛
着
の
持
て
る
都ま

ち留

づ
く
り
を
実
践
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
市
民
の
皆
様
の
一
層
の
参
加
・
協

働
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
25
年
元
旦都

留
市
長　

小
林
義
光

平成25年 年頭のごあいさつ
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分野１  人・まち・自然とまなぶライフアクションつる
・学生人口拡大に向けた取組
　（再編後の桂高校跡地への看護系大学等の誘致）

・魅力ある大学づくり
　（市民と大学との交流・協働の推進のための環境整備）

・教育課程と指導の充実
　（市費負担教員の配置による少人数指導の実施）

・国際交流事業の推進
　（ヘンダーソンビル市姉妹都市交流30周年記念招致事業）

・第28 回国民文化祭やまなし 2013 関連行事の開催
・児童生徒が安心して登下校できる安全な通学環境づくり
　（通学路改修）

分野２  人・まち・自然がげんきメイクアクションつる
・定住人口対策の推進（Ｉ・Ｊ・Ｕターン促進）
・地域資源を活用した参加・体験型観光の取組
　（十日市場・夏狩湧水群、戸沢の森・和みの里）

・井倉土地区画整理事業の促進
・企業誘致の促進と地場産業の振興

分野３  人・まち・自然にやさしいグリーンアクションつる
・「里地・里山・里水」の活用と保全
　（保全及び活用に関する条例制定とその取組）

・「アクアバレーつる」構想の推進
　（環境学習フィールドの活用）

・太陽光発電等の普及促進
　（学校施設への太陽光発電システムの導入）

・スマートコミュニティ構想の推進
　（横浜国立大学との包括連携協定事業）

分野４  人・まち・自然とむすぶコラボレイトアクションつる
・地域協働のまちづくりへの支援
　（拠点の整備と支援の充実、担い手育成支援）

・文化会館リニューアルに合わせた「まちづくり・交流の中
   心的な施設」としての機能強化

・市民や学生、団体間の世代や分野を超えたネットワーク
   体制の強化、拡充

・ボランティア活動への支援
　（市民活動支援センターを中心とした連携体制の整備）

分野５  人・まち・自然がいきいきウェルネスアクションつる
・心の健康づくり対策の推進
・疾病予防活動の充実
　（特定健康診査、各種がん検診の受診率向上）

・鶴寿のまち健康づくり支援（認知症早期発見・早期対応）
・市立病院の充実

分野６  人・まち・自然とふれあいケアアクションつる
・高齢者の防災・防犯対策、急病、ＤＶなどの緊急時
   対策の充実

・児童の健全育成の支援
　（文化会館内への世代間交流・異年齢児交流の場の整備）

・ファミリーサポート事業の推進
・地域密着型介護サービスの推進
　（グループホームの整備促進）

分野７  人・まち・自然とやすらぐセイフティアクションつる
・都留市、大月市及び上野原市の３市による共同消防
   指令センター整備・運用に向けた協議

・公共施設の耐震化
　（市役所庁舎耐震補強改修工事、橋梁長寿命化修繕）

・救急業務におけるプレホスピタルケア※の充実
　※急病人などを病院に運び込む前に行う応急手当てのことで、主と

　　 して、救急車内で行うものをいう。

・地域防災機能の強化
　（自主防災組織の育成、災害弱者対策の充実）
　
分野８  人・まち・自然がかしこいスマートアクションつる

・行財政改革の推進（事業仕分け・行政評価の推進）
・税等の徴収対策の強化
　（コンビニ収納の推進、債権回収対策の強化）

　今年、重点的に進める施策の一覧を公表します。

今年の主な重点施策・主要事業
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門松門松のお話

「
竹
」を
使
い
始
め
た
の
が
始
ま
り
の
よ
う
で
す
。

た
だ
、
江
戸
の
頃
は
笹
の
よ
う
な
細
い
竹
を
使

用
し
て
お
り
、
葉
も
つ
い
た
ま
ま
何
本
か
ま
と

め
て
飾
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

で
は
、
現
在
の
よ
う
に
太
い
3
本
の
竹
が
一

般
的
と
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
明

治
時
代
の
江
戸
文
化
・
風
俗
研
究
家
の
三
田
村

鳶え
ん
ぎ
ょ魚
が
、『
江
戸
の
春
秋
』と
い
う
本
の「
お
大
名

の
松
飾
り
」と
い
う
章
に
以
下
の
よ
う
な
話
を
書

い
て
い
ま
す
。

　
「
大
名
の
安
藤
対
馬
守
が
、
徳
川
家
康
と
の
碁

の
対
局
を
き
っ
か
け
と
し
て
松
飾
り
を
拝
領
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
松
飾
り
は
将
軍
家
の

飾
り
と
同
じ
も
の
だ
が
、
一
般
の
も
の
と
目
立
っ

て
違
う
の
は
竹
の
部
分
。
一
般
的
な
も
の
は
葉
つ

き
で
あ
る
の
に
対
し
、
徳
川
家
で
は
竹た
け
つ
か束
と
い
っ

て
、
火
縄
銃
な
ど
の
弾た
ま
よ
け

丸
除
に
す
る
太
い
竹
を
、

正
月
の
飾
り
に
用
い
る
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
竹
は
斜
め
に
切
っ
た「
殺そ

ぎ
竹
」で
あ
っ
た
。

安
藤
家
は
そ
の
拝
領
の
松
飾
り
を
、
表
門
外
と

玄
関
前
に
立
て
た
。」

　

こ
の
飾
り
を
見
て
、
一
般
の
家
屋
で
も
飾
り

始
め
た
の
が
始
ま
り
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
殺
ぎ
竹
は
、
家

康
の
生
涯
唯
一
の
敗
戦
と
い
わ
れ
る
、
武
田
信

玄
と
の「
三
方
ヶ
原
の
戦
い
」の
あ
と
、「
次
は
武

（
竹
）田
の
首
を
殺そ

ぐ
」と
い
う
念
を
込
め
た
も
の

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、

武
田
信
玄
を
祀ま
つ

る
武
田
神
社
に
飾
ら
れ
る
門
松

の
竹
は
と
い
う
と
、
斜
め
に
殺
い
だ
も
の
で
は

な
く
、
水
平
に
切
ら
れ
た
も
の
が
飾
ら
れ
て
い

る
そ
う
な
の
で
す
。
と
て
も
興
味
深
い
話
だ
と

思
い
ま
せ
ん
か
。

　

お
正
月
に
玄
関
先
に
飾
る「
門
松
」で
す
が
、

最
近
は
実
際
に
飾
っ
て
い
る
民
家
を
ほ
と
ん
ど

見
な
く
な
り
ま
し
た
。
昔
は
市
内
で
も
12
月
25

日
頃
か
ら
新
年
の
準
備
が
始
ま
り
、
各
家
か
ら

餅
つ
き
の
音
が
聞
こ
え
て
来
た
り
、
職
人
の
方
々

が
門
松
の
作
製
を
す
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
、

正
月
に
は
各
家
の
玄
関
に
立
派
な
門
松
が
飾
ら

れ
た
も
の
で
す
。

　

現
在
で
は
実
際
に
は
飾
ら
れ
な
く
な
っ
た
も

の
の
、
門
松
が
印
刷
さ
れ
た
用
紙
を
玄
関
先
に

貼
っ
て
い
る
ご
家
庭
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

さ
て
、
こ
の
門
松
に
は
、
い
ろ
ん
な
飾
り
の

種
類
が
あ
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
、
そ

の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
竹
」の

イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
か
？

　

名
称
は
門「
松
」な
の
に
、
な
ぜ「
竹
」の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
右
上
の
イ
ラ
ス
ト

も
、
竹
が
３
本
立
っ
て
お
り
、
全
体
的
に
竹
の

イ
メ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
も
と
も
と
の
門
松
は
そ
の
名
の
と
お

り
、
松
が
メ
イ
ン
で
し
た
。
そ
の
起
源
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
平
安
時
代
、
貴
族
達

が
行
っ
て
い
た「
小
松
引
き
」と
言
う
行
事
か
ら

来
て
い
る
と
い
う
の
が
有
力
な
よ
う
で
す
。
こ

の
小
松
引
き
は
、
長
寿
を
祈
願
し
て
、
新
年
最

初
の
子ね

の
日
に
山
野
に
出
て
若
松
を
引
き
抜
き
、

宴
を
設
け
た
と
い
う
行
事
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
江
戸
の
頃
の
門
松
に
な
る
と
、
そ

の
ま
ま
小
さ
い
松
を
立
て
、
そ
れ
を
注し

め連
縄な
わ
で

縛
っ
て
飾
り
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
頃
に
、
ど
う
や
ら「
松
竹
梅
」と
い
う

縁
起
物
に
か
け
て
、
飾
る
た
め
の
支
柱
と
し
て

■昭和50年代に市内で門松が
売られていた様子
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