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愛
知
県
地
域
づ
く
り
活
動
表

彰
は
、

県
内
の
地
域
づ
く
り
活

動
の
推
進
を
図
る
た
め
、

創
意

工
夫
を
活
か
し
た
自
主
的
な
地

域
づ
く
り
活
動
に
功
績
の
あ
る

団
体
を
表
彰
す
る
事
業
で
、

平

成
十
五
年
度
か
ら
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

平
成
二
六
年
度
は
、

八
幡
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

と
豊
川
稲

荷
表
参
道
発
展
会
の
二
団
体
が

知
事
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
運
動
会
や
緑
化
推
進
運
動
と

い
っ

た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動
に

止
ま
ら
ず
、

住
民
参
加
の
も

と
、

地
域
の
伝
統
芸
能
や
貴
重

な
文
化
財
の
継
承
・
保
存
に
尽

力
し
、

郷
土
の
歴
史
を
伝
え
る

「

八
幡
塾
」

を
開
催
す
る
な
ど

地
域
へ
の
愛
着
を
育
む
こ
と
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

表
彰
理
由
 

　
先
人
の
業
績
に
感
謝
し

つ
ゝ
、

住
民
の
安
全
と
幸
せ
を

守
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
而
立

（

じ
り
つ
、

三
〇
年
）

を
迎
え

ま
し
た
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
平
成
五
年
朝

倉
線
に
山
と
積
ま
れ
た
粗
大
ゴ

ミ
を
、

住
民
の
力
で
取
り
除

き
、

美
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
貢

献
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
リ
サ
イ

ク
ル
運
動
を
立
ち
上
げ
資
源
の

活
用
に
一
役
買
い
ま
し
て
今
の

リ
サ
イ
ク
ル
の
礎
を
つ
く
り
ま

し
た
。

　
こ
の
実
践
を
し
た
の
は
、

浜

小
根
の
み
な
さ
ん
で
す
。

本
当

に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。

　
地
域
の
和
と
生
活
向
上
を
、

み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
英

知
と
結
束
で
築
き
上
げ
た
思
い

出
深
い
三
〇
年
で
あ
り
ま
し

た
。

　
今
後
も
、

こ
の
地
域
を
豊
か

に
す
る
た
め
の
新
し
い
ド
ラ
マ

が
生
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
そ
の
ド
ラ
マ
が
人
を
つ
く

り
、

さ
ら
に
歴
史
を
つ
く
っ

て

行
く
こ
と
を
祈
念
し
ま
し
て
、

筆
を
置
き
ま
す
。

　
先
人
の
業
績
に
感
謝
し

つ
ゝ
、

住
民
の
安
全
と
幸
せ
を

守
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
而
立

（

じ
り
つ
、

三
〇
年
）

を
迎
え

ま
し
た
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
平
成
五
年
朝

倉
線
に
山
と
積
ま
れ
た
粗
大
ゴ

ミ
を
、

住
民
の
力
で
取
り
除

き
、

美
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
貢

献
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
リ
サ
イ

ク
ル
運
動
を
立
ち
上
げ
資
源
の

活
用
に
一
役
買
い
ま
し
て
今
の

リ
サ
イ
ク
ル
の
礎
を
つ
く
り
ま

し
た
。

　
こ
の
実
践
を
し
た
の
は
、

浜

小
根
の
み
な
さ
ん
で
す
。

本
当

に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。

　
地
域
の
和
と
生
活
向
上
を
、

み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
英

知
と
結
束
で
築
き
上
げ
た
思
い

出
深
い
三
〇
年
で
あ
り
ま
し

た
。

　
今
後
も
、

こ
の
地
域
を
豊
か

に
す
る
た
め
の
新
し
い
ド
ラ
マ

が
生
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
そ
の
ド
ラ
マ
が
人
を
つ
く

り
、

さ
ら
に
歴
史
を
つ
く
っ

て

行
く
こ
と
を
祈
念
し
ま
し
て
、

筆
を
置
き
ま
す
。

八幡コミュニティ 
第3代会長 鈴木武夫 

　
八
幡
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

は
、

昭

和
六
〇
年
に
「

八
幡
小
学
校
区

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

推
進
協
議
会
」

と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

爾

来
、

幾
多
の
先
輩
諸
氏
か
ら
受

け
継
が
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

精

神
が
八
幡
地
区
に
根
付
い
て
、

平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
に
創

立
三
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
住
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い
、

あ

た
た
か
い
人
間
関
係
に
支
え
ら

れ
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を

み
ん
な
の
力
で
実
現
し
よ
う
、

そ
う
し
た
活
動
の
成
果
が
今
日

の
八
幡
を
形
作
っ

た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
過
去
が
あ
っ

て
現
在
が
あ
る

よ
う
に
、

現
在
の
わ
た
く
し
た

ち
が
未
来
の
展
望
に
大
き
く
関

わ
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
人
の

英
知
を
次
の
世
代
へ
引
き
継

ぎ
、

新
た
な
る
三
〇
年
後
に
向

け
て
、

今
、

第
一
歩
を
踏
み
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　
八
幡
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

は
、

昭

和
六
〇
年
に
「

八
幡
小
学
校
区

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

推
進
協
議
会
」

と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。

爾

来
、

幾
多
の
先
輩
諸
氏
か
ら
受

け
継
が
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

精

神
が
八
幡
地
区
に
根
付
い
て
、

平
成
二
七
年
一
月
二
七
日
に
創

立
三
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
住
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い
、

あ

た
た
か
い
人
間
関
係
に
支
え
ら

れ
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を

み
ん
な
の
力
で
実
現
し
よ
う
、

そ
う
し
た
活
動
の
成
果
が
今
日

の
八
幡
を
形
作
っ

た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
過
去
が
あ
っ

て
現
在
が
あ
る

よ
う
に
、

現
在
の
わ
た
く
し
た

ち
が
未
来
の
展
望
に
大
き
く
関

わ
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
人
の

英
知
を
次
の
世
代
へ
引
き
継

ぎ
、

新
た
な
る
三
〇
年
後
に
向

け
て
、

今
、

第
一
歩
を
踏
み
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
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杉
 
山
 
二
六
年
度

組
長
 

下
村
賢
治
 

第12回 わがまち再発見 

　
「

杉
山
村
」

は
平
井
村
の
枝

郷
と
し
て
開
拓
さ
れ
こ
の
村

は
、

江
戸
時
代
四
十
戸
余
り
の

小
さ
な
村
で
あ
り
「

杉
山
組
」

と
よ
ば
れ
村
は
細
長
い
集
落

で
、

そ
の
裏
は
大
小
の
丘
が
あ

り
、

夏
に
は
ホ
タ
ル
が
沢
山
飛

び
か
っ

て
い
た
。

そ
の
た
め
他

の
村
の
人
々
は
杉
山
の
こ
と
を

「

ホ
ー

タ
イ
ロ
」

と
呼
ん
で
い

た
よ
う
で
、

私
も
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
、

そ
れ
だ
け
水
田
が

多
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
杉
山
の
中
で
は
通
称
で
呼
ば

れ
て
い
た
呼
び
名
が
あ
り
そ
の

一
つ
は
「

奥
」

で
杉
山
組
の
中

で
一
番
奥
に
あ
っ

た
の
で
こ
の

名
が
付
き
、

本
覚
寺
よ
り
神
功

皇
后
社
と
、

神
功
皇
后
社
か
ら

森
下
池
ま
で
の
西
と
東
に
分
か

れ
て
い
た
。

「

番
所
前
」
（

ば
ん
じ
ょ

ま

え
）

杉
山
地
区
の
中
央
（

旧
ナ

フ
コ
の
裏
あ
た
り
）

で
あ
り
、

前
屋
敷
と
裏
屋
敷
に
分
か
れ
て

い
た
。

昔
は
こ
こ
に
番
所
が
あ

り
、

岡
田
や
大
野
、

佐
布
里
の

里
道
を
見
張
っ

て
い
た
の
で
こ

の
名
が
つ
き
ま
し
た
。

「

筒
井
前
」
（

つ
つ
い
ま
え
）

杉
山
組
の
番
所
前
の
東
に
あ
た

り
水
田
地
帯
の
地
名
で
あ
り
筒

井
前
公
園
と
し
て
名
が
残
っ

て

い
ま
す
。

（
四
頁
へ
つ
づ
く
）
 

八幡コミュニティ部会編成推移

年 昭和 昭和 平成 平成 平成 平成 平成 平成

度 60年度 62年度 7年度 9年度 12年度 　 19年度  　22年度  　23～27年度

1 総務広報部会 広報部会 広報部会

2 社会文化部会 文化部会 文化福祉部会 文化・福祉部会

3 青少年健全育成部会 青少年育成部会 青少年健全育成部会

4 体育部会 体育部会

5 環境安全部会 環境部会 環境安全部会 環境・安全部会

6 盆おどり推進委員会 盆おどり推進委員会

7 運動会推進委員会 運動会推進委員会

8
祭囃子復活
     推進委員会

祭囃子復活
　　　推進委員会

9
生涯学習活動
　　　　　推進室

生涯学習
　まちづくり推進本部

10 総合管理本部

11 地域管轄部会

12 防災部会　　 防災・減災部会

八幡小学校区コミュニティ推進協議会 昭和60年1月27日発足 

 

初代会長 鰐部丹蔵 

昭和60年～62年度 

第1回総会資料 
昭和60年5月25日開催 

歴代コミュニティ会長 

八幡各地域の人口推移 

八幡地区年齢分布 
（平成27年度） 

八幡コミュニティ部会編成推移 

広報紙の題字 

 昭和61年8月1日の広報紙第2号で、
コミュニティのシンボルマーク決定が
通知されている。 
 第3号から第51号まで題字「やわ
た」の横に掲出されるようになったが、
題字を「やわたコミュニティ」に変更し
た第52号から省略された。 
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杉
 
山
 
二
六
年
度
組
長
 
下
村
賢
治
 

 
寺
本
台
 
二
六
年
度
町
内
会
長
 
久
保
田
健
一
 

井
前
公
園
と
し
て
名
が
残
っ

て

い
ま
す
。

「

山
崎
」

杉
山
組
の
入
り
口
で

今
の
八
幡
小
学
校
の
東
に
そ
っ

た
地
域
を
言
い
ま
す
。

「

西
の
奥
」

入
り
口
に
は
共
同

墓
地
が
あ
り
ま
し
た
。

神
功
皇

后
社
の
東
方
に
ジ
ョ

ウ
山
と
称

す
る
台
地
が
舌
状
に
の
び
て
い

て
、

台
地
の
背
で
わ
け
た
、

入

江
の
よ
う
な
地
形
が
あ
り
、

底

深
い
水
田
が
長
く
続
い
て
い
ま

し
た
。

「

前
の
神
」

杉
山
組
の
代
表
的

な
山
で
、

今
の
つ
つ
じ
が
丘
小

学
校
付
近
に
あ
り
、

山
の
神
が

ま
つ
ら
れ
、

子
供
の
遊
び
場
で

も
あ
っ

た
。

「

森
下
」

自
然
の
密
林
を
な

し
、

中
央
に
湧
水
を
集
め
た
森

下
池
が
あ
り
自
然
の
た
め
池
で

現
在
も
あ
り
ま
す
。

「

普
ケ
脇
」
（

ふ
が
わ
き
）

杉

山
組
の
西
の
谷
で
大
き
な
池
が

あ
り
（

現
在
小
）

池
の
堤
か
ら

見
て
奥
に
カ
ン
ゼ
山
が
突
き
出

て
い
た
。

杉
崎
・
杉
下
一
統
の

山
之
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、

日
本
住
宅
公
団
開
発

の
朝
倉
団
地
（

つ
つ
じ
が
丘
団

地
）

の
建
設
に
向
け
て
昭
和
四

十
三
年
か
ら
四
十
八
年
に
か
け

住
宅
用
地
と
し
て
土
地
区
画
事

業
が
始
ま
り
こ
れ
に
よ
っ

て
杉

山
地
区
の
山
、

田
、

畑
が
造
成

さ
れ
杉
山
地
区
に
新
町
名
と
し

て
清
水
が
丘
一
丁
目
、

二
丁
目

が
昭
和
五
十
年
十
二
月
九
日
に

効
力
発
効
日
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
世
帯
数
、

人
口
も

増
加
の
一
途
と
な
り
メ
イ
ン
通

り
に
は
商
店
、

事
務
所
が
立
ち

並
び
そ
れ
で
も
昔
の
土
地
、

家

屋
の
面
影
は
残
っ

て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。

平
成
二
六
年

の
世
帯
数
五
六
五
、

人
口
一
三

四
三
人
で
す
。

に
大
き
な
樹
木
（

き
）

が
立
っ

て
い
る
。

日
頃
は
何
気
な
く
見

上
げ
て
い
る
だ
け
の
樹
木
だ

が
、

今
日
は
違
っ

て
見
え
る
。

風
の
あ
る
夏
の
午
後
、

東
西
南

北
遮
る
も
の
も
な
く
サ
ラ
サ
ラ

と
葉
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　
こ
の
樹
木
は
、

寺
本
台
を
遠

く
か
ら
眺
め
て
も
住
宅
街
の
上

に
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
そ
の

樹
木
は
南
方
か
ら
見
る
と
ま
る

で
親
子
が
寄
り
添
う
よ
う
に
大

小
2
本
で
立
っ

て
い
る
。

こ
れ

ぞ
寺
本
台
の
「

シ
ン
ボ
ル
ツ

リ
ー
」

だ
と
自
己
満
足
を
覚
え

る
。

　
い
っ

た
い
何
と
い
う
名
の
樹

木
な
ん
だ
ろ
う
。

近
所
の
人
に

聞
い
て
も
わ
か
ら
な
い
。

ひ
と

つ
わ
か
っ

た
こ
と
は
、

こ
の
樹

木
は
寺
本
台
に
団
地
が
で
き
は

じ
め
た
こ
ろ
に
植
え
ら
れ
た
そ

う
だ
。

今
で
は
大
き
い
方
は
三

〇
メ
ー

ト
ル
ぐ

ら
い
の
高
さ
だ

ろ
う
か
。

　
そ
の
後
、

市

役
所
で
確
認
し

た
と
こ
ろ
「

ナ

ン
キ
ン
ハ
ゼ
の

樹
木
」

で
あ
る

と
教
え
て
い
た

第12回 わがまち再発見 

西の奥付近 

ナンキンハゼの木 

杉山･清水が丘本通り 

（
三
頁
か
ら
の
つ
づ
き
）
 

だ
い
た
。

　
寺
本
台
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、

少

年
野
球
、

ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
は
も

と
よ
り
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
な

ど
様
々
な
人
た
ち
が
来
て
時
間

を
過
ご
す
。

き
っ

と
誰
の
目
に

も
こ
の
樹
木
は
映
っ

て
い
る
に

違
い
な
い
。

こ
の
ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ
の
親
子
が

と
り
わ
け
楽
し
み
に
し
て
い
る

の
が
、

ひ
と
き
わ
に
ぎ
や
か
な

町
内
会
の
『

夏
祭
り
』

な
ん
だ

ろ
う
と
思
っ

た
り
も
す
る
。

こ
の
ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ
の
親
子
を

じ
っ

と
見
て
い
る
と
、

こ
の
樹

木
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
だ
け
で
な

く
、

町
内
を
も
見
守
っ

て
い
る

よ
う
な
気
に
な
っ

て
く
る
。

　
「

わ
が
ま
ち
再
発
見
」
、

何

か
な
い
か
と
調
べ
て
み
る
。

名

所
、

旧
跡
…

聞
い
た
こ
と
が
な

い
。

南
北
の
主
要
道
路
名
は
寺

本
台
線
で
は
な
く
「

廻
間
線
」

…

ほ
ん
と
に
後
か
ら
で
き
た
住

宅
地
な
ん
だ
な
っ

て
思
う
。

グ
ー

グ
ル
マ
ッ

プ
の
写
真
を
見

る
。

や
け
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
大

き
さ
が
目
立
つ
。

そ
う
い
え

ば
、

町
内
以
外
の
人
た
ち
が
最

も
寺
本
台
に
や
っ

て
く
る
と
こ

ろ
と
い
え
ば
寺
本
台
グ
ラ
ウ
ン

ド
。

ち
ょ
っ

と
散
策
し
て
み
る

か
、

と
出
か
け
て
み
る
。

　
あ
っ

た
あ
っ

た
、

こ
れ
ぞ

「

わ
が
ま
ち
再
発
見
」

か
な
。

寺
本
台
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
真
ん
中

〃
お
断
り
〄
 

 
そ
の
後
、
文
中
の
「
ナ
ン
キ
ン
ハ

ゼ
」
の
木
は
剪
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
 

 
残
念
な
が
ら
、
現
在
は
写
真
の
雄

姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 


