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新しい時代への価値創造 
京都府京丹後市長   中 山  泰 

-Yasushi Nakayama- 

し
か
し
、
「
厳
し
い
状
況
の
中
に
こ
そ
、

発
展
や
繁
栄
へ
と
伸
び
ゆ
く
芽
や
可
能
性

が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
」
「
苦
境
を

た
だ
悲
観
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
面
的
に

評
価
す
る
中
で
、
潜
む
光
に
気
づ
く
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
か
」
と
思
い
ま
す
。
逆
縁
も

す
べ
て
菩
薩
様
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
行
政
と
し
て
、
「
企
業
の
知
的
資
産
経

営
」
を
「
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
」
と

い
う
視
点
で
と
ら
え
、
今
回
、
こ
の
報
告
書

を
作
成
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

た
だ
、
行
政
が
知
的
資
産
経
営
報
告
書
を

作
成
す
る
の
は
、
前
例
の
な
い
こ
と
で
し

た
。
ま
た
、
市
内
の
産
業
全
般
に
わ
た
り
そ

の
知
的
資
産
を
探
る
作
業
は
、
並
大
抵
の
こ

と
で
は
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
検
証
対
象
産
業
を
４
つ
の
地
場
産
品

（
地
域
資
源
）
に
絞
る
と
と
も
に
、
知
的
資

産
経
営
報
告
書
作
成
支
援
の
分
野
に
お
い

て
多
大
な
実
績
を
誇
る
国
立
大
学
法
人
・
京

都
工
芸
繊
維
大
学
と
の
官
学
共
同
研
究
と

い
う
形
で
ご
指
導
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。
庁
内
に
も
、
関
係
部
署
の
職
員
10
人

を
集
め
て
検
討
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
取
り

組
み
ま
し
た
。 

平
成
18
年
の
秋
、
本
市
内
の
事
業
者
で

あ
る
㈲
平
井
活
魚
設
備
様
が
流
通
販
売
業

と
し
て
は
全
国
初
の
「
知
的
資
産
経
営
報
告

書
」
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
「
知
的

資
産
」
と
い
う
言
葉
と
そ
れ
を
生
か
し
て

「
経
営
す
る
」
と
い
う
概
念
は
、
非
常
に
新

鮮
で
あ
り
、
衝
撃
的
で
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

近
年
、
地
方
に
お
け
る
地
域
経
済
は
、
財

政
状
況
の
悪
化
、
地
場
産
業
の
低
迷
、
少
子

高
齢
化
な
ど
が
進
行
し
、
本
市
も
非
常
に
厳

し
い
状
況
に
直
面
し
て
い
ま
す
。 

▼平成 18 年 10 月に、京都工芸繊維大学との産官

学連携により、本市で初めて作成された（有）平井

活魚設備様の知的資産経営報告書 
こ
の
報
告
書
が
、
読
者
の
皆
様
の
み
な

ら
ず
市
民
の
方
々
や
市
内
事
業
者
の
方
々

に
「
京
丹
後
の
強
み
」
を
伝
え
、
ひ
い
て

は
、
本
市
の
産
業
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ

と
を
祈
念
す
る
も
の
で
す
。 

「
地
域
の
『
強
み
』
を
し
っ
か
り
と
認

識
し
、
弱
み
さ
え
も
強
み
に
か
え
て
し
ま

う
」･

･･

そ
の
よ
う
な
前
向
き
な
姿
勢
の
先

に
こ
そ
、
新
し
い
時
代
の
価
値
創
造
が
生

ま
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。 
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地域資源と知的資産 
国立大学法人 京都工芸繊維大学 

地域共同研究センター准教授  中 森 孝 文 
-Takafumi Nakamori- 

人
や
組
織
、
地
域
の
強
さ
の
源
泉
は
何

だ
ろ
う
か
。
預
金
や
土
地
な
ど
の
有
形
資

産
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
が
強
さ
を
決
め
る
唯
一
の
要
因
な
ら

ば
、
大
企
業
や
大
都
会
、
広
大
な
土
地
と

豊
富
な
外
貨
を
有
す
る
大
陸
に
は
敵
わ
な

い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
の
中
は
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
恵
と

努
力
で
競
争
を
有
利
に
す
す
め
て
い
る
ケ

ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
京
丹
後
市
は
、
東

京
か
ら
5
時
間
、
同
じ
京
都
府
の
京
都
市

内
か
ら
で
さ
え
公
共
交
通
機
関
で
2
時
間

強
を
要
す
る
と
い
う
経
済
的
・
地
理
的
に

不
利
な
場
所
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ

が
、
自
社
技
術
に
磨
き
を
か
け
て
今
や
世

界
を
相
手
に
商
売
を
し
て
い
る
企
業
や
、

地
元
で
収
穫
で
き
る
農
水
産
物
の
ブ
ラ
ン

ド
化
に
成
功
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
つ

ま
り
、
地
理
的
ハ
ン
デ
ィ
を
、
技
術
や
ノ

ウ
ハ
ウ
・
ア
イ
デ
ア
等
と
い
っ
た
無
形
の

強
み
で
克
服
し
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
ら
無

形
の
強
み
は
、
地
域
の
産
業
を
支
え
る
立

派
な
資
産
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
無
形

資
産
は
地
域
の
人
々
の
知
恵
と
努
力
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
年

で
は
こ
の
無
形
資
産
を
「
知
的
資
産
」
と

呼
び
、
当
該
知
的
資
産
の
存
在
と
活
用
策

を
利
害
関
係
者
に
開
示
す
る
た
め
の
「
知

的
資
産
経
営
報
告
書
」
の
作
成
が
政
府
等

で
推
奨
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
近
年
の
我
が
国
の
地
域
振
興
策

で
は
、
地
域
資
源
の
活
用
が
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。
地
域
の
特
徴
を
活
か
し
て
競
争

力
の
強
化
を
図
る
に
は
、
地
域
資
源
の
活

用
が
有
効
だ
。
と
こ
ろ
が
、
地
域
資
源
は

有
形
物
と
は
限
ら
な
い
。
地
域
に
構
築
さ

れ
た
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、
伝
統
や
ブ
ラ
ン

ド
と
い
っ
た
無
形
の
価
値
あ
る
資
産
も
立

派
な
地
域
資
源
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

先
に
述
べ
た
「
知
的
資
産
」
と
「
地
域
資

源
」
は
重
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
だ
。

今
般
、
京
丹
後
市
に
蓄
積
さ
れ
た
知
的

資
産
・
地
域
資
源
の
存
在
と
活
用
策
を
検

討
し
、
そ
の
結
果
を
分
か
り
や
す
く
開
示

す
る
た
め
に
、
京
丹
後
市
版
の
知
的
資
産

経
営
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。

行
政
が
知
的
資
産
経
営
報
告
書
を
作
成
す

る
の
は
全
国
で
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ

り
、
前
例
の
な
い
作
業
は
困
難
を
極
め
た
。

し
か
し
、
「
地
域
の
強
み
を
ま
ち
の
活
性

化
に
つ
な
げ
た
い
！
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
熱
い
想
い
に
よ
り
、
京

丹
後
の
知
的
資
産
・
地
域
資
源
を
注
意
深

く
丁
寧
に
抽
出
し
た
説
得
力
の
あ
る
報
告

書
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
誠
実

で
根
気
強
い
丹
後
人
気
質
が
表
れ
て
い

る
。
メ
ン
バ
ー
に
は
心
か
ら
敬
意
を
表
し

た
い
。 

な
お
、
当
該
報
告
書
の
名
称
に
は
、
経

営
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

今
般
は
行
政
が
作
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

活
用
と
読
み
替
え
て
い
た
だ
き
た
い
。 

今
回
の
報
告
書
が
、
京
丹
後
地
域
の

人
々
の
、
強
み
（
知
的
資
産
・
地
域
資
源
）

を
活
用
し
た
新
た
な
取
組
み
の
き
っ
か
け

と
な
り
、
地
域
の
発
展
に
つ
な
が
る
こ
と

を
心
か
ら
期
待
し
て
い
る
。 

 
 

京丹後市の位置・面積・人口・世帯数 

位 置  

北 緯 東 経  

35  37’  15” 135  03’  49”  

       

位 置 面 積 

東 西 南 北 
501.84 平方 km 

約 35ｋｍ 約 30ｋｍ 

       

人口・世帯数（平成 20 年 3 月 31 日現在）  

人 口 世帯数  

62,828 人 21,967 世帯 
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「
な
ぜ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
地
場
産
品
の
〝
強
み
〟
探
し 

全
国
初
の
行
政
の
取
り
組
み 

全
国
で
初
め
て
行
政
が
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
地
域
産
業
に
関
す
る
知
的
資
産
経
営
報
告

書
の
作
成
。
そ
の
作
業
に
携
わ
っ
た
検
討
チ
ー
ム
は
、
「
な
ぜ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
地
場
産
品
の

〝
強
み
〟
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
一
年
間
に
及
ぶ
取
り
組
み
の
中
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は･･･

。

前
例
の
な
い
「
行
政
版
」

の
作
成
に
四
苦
八
苦 

 

近
年
、
「
知
的
資
産
」
や
「
知
的
資

産
経
営
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
、
政

府
や
企
業
経
営
者
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
成
17
年
10
月
に
、
経
済
産
業

省
は
「
知
的
資
産
経
営
の
開
示
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
を
公
表
。
す
で
に
多
く
の
民

間
企
業
で
報
告
書
の
作
成
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。 

▲毎回熱い議論が交わされた検討会議の様子 

し
か
し
な
が
ら
、
行
政

が
知
的
資
産
経
営
報
告

書
の
作
成
に
取
り
組
ん

だ
事
例
は
皆
無
。
検
討
チ

ー
ム
に
よ
る
作
成
作
業

は
、
ま
さ
に
手
探
り
状
態

の
中
で
始
ま
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
15
回
に

及
ん
だ
検
討
会
議
で
は
、

メ
ン
バ
ー
間
で
の
考
え

方
の
相
違
が
常
に
発
生
。

チ
ー
ム
内
で
は
そ
の
都

度
、
意
見
を
交
換
し
て
認

識
の
共
有
を
図
る
必
要

が
生
じ
ま
し
た
。 

 

「
行
政
に
よ
る
知
的
資

知的資産・知的資産経営とは 

「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネ
ットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、
企業の競争力の源泉となるものです。これは、特許やノ
ウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、
ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅
広い考え方であることに注意が必要です。さらに、この
ような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わ
せて活用していくことを通じて収益につなげる経営を
「知的資産経営」と呼びます。 

産
経
営
報
告
書
は
、
だ
れ
の
た
め
に
、

何
の
た
め
に
作
成
す
る
の
か
」
。
そ
ん

な
基
本
的
な
疑
問
に
つ
い
て
も
何
度
も

議
論
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
「
行
政
経

営
（
運
営
）
戦
略
・
哲
学
」
な
ど
高
度

な
問
題
に
も
議
論
は
及
び
ま
し
た
。 

 

知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イ
メージ図 

読
者
と
地
場
産
品
の

絞
り
込
み 

 

「
報
告
書
の
読
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

 

あ

ダ
ー
＝
利
害
関
係
者
）
は
、
だ
れ
な
の

か
」
、
「
検
証
す
べ
き
京
丹
後
市
の
産

業
と
は
何
か
」･

･
･

。
検
討
チ
ー
ム
は
、

こ
の
作
業
に
着
手
し
た
当
初
か
ら
こ
の

ふ
た
つ
に
つ
い
て
悩
み
ま
し
た
。

ま
ず
、
こ
の
報
告
書
は
、
市
民
で

 
注）上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と

同義ではなく、企業が保有する形の無い経営資源全てと捉えてい

る。 

出典：経済産業省ホームページ 
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り
市
内
の
事
業
者
、
そ
し
て
将
来
京
丹

後
市
と
関
わ
る
人
を
読
者
と
し
て
位
置

づ
け
、
京
丹
後
市
が
発
展
す
る
た
め
の

手
掛
か
り
と
な
る
も
の
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

次
に
、
検
証
の
対
象
と
し

 て
、
様
々

を
探
し
出
す
こ

と
に
し
ま
し
た
。 

の
姿
勢
を

れ
ず

 

ム
で
徹

正
確
に
理
解
す
る

よ
う
努
め
ま
し
た
。 

た
「
京
丹
後
の
強
み
」

あ
る
の

検
討
チ
ー
ム
で
は
そ
れ

面
目
さ
な
ど
、
京

管
理
」
こ
そ

が
、
「
京
丹
後
の
強
み
」
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。 

な
産
品
の
中
か
ら
ど
の
産
品
に
的
を
絞

る
の
か
で
、
当
初
の
選
定
作
業
か
ら
難

航
し
ま
し
た
。 

ひ
と
つ
の
代
表
的
な
産
品
を
切
り
口

に
し
て
地
域
の
強
み
を
探
る
方
法
も
考

え
ら
れ
ま
し
た
が
、
地
域
の
普
遍
的
な

強
み
を
把
握
す
る
に
は
複
数
の
産
品
を

探
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
り
、

今
回
は
、
知
名
度
が
高
い
代
表
的
な
地

場
産
品
で
あ
る
、
「
間
人
（
た
い
ざ
）

ガ
ニ
」
「
丹
後
ち
り
め
ん
」
「
機
械
金

属
製
品
」
「
丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
の

４
品
目
を
調
査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

地
場
産
品
と
な
っ
た
歴
史
的
な
背
景
や

関
係
者
の
知
恵
と
努
力
、
そ
し
て
、
そ

れ
ら
が
有
す
る
有
形
・
無
形
の
資
産
や

地
域
資
源
と
し
て
の
特
徴
（
強
み
・
弱

み
）
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
４
つ
の

産
品
に
共
通
す
る
要
素

▲「なぜ？」が飛び交う視察の様子（説明は大善株式会社田中社長） 

 「
な
ぜ
」

 

忘京
丹
後
市
に
あ
っ
て
「
４
つ
の
代
表

的
な
産
品
と
地
域
を
つ
な
ぐ
も
の
が
何

な
の
か
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、

純
粋
に
「
な
ぜ
」
の
姿
勢
で
と
こ
と
ん

掘
り
下
げ
る
こ
と
を
検
討
チ
ー

底
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

「
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
の

か
」
「
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の

か
」
。
一
見
す
る
と
「
常
識
」
や
「
当

た
り
前
」
に
思
え
る
事
象
を
見
過
ご
さ

な
い
よ
う
に
心
が
け
、
客
観
的
な
視
点

か
ら
物
事
の
本
質
を

 少
し
ず
つ
見
え
て
き 

 
検
証
を
始
め
た
当
初
は
、
「
事
業
者

が
そ
れ
ぞ
れ
に
努
力
し
た
結
果
と
し
て

高
い
評
価
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

本
当
に
共
通
す
る
も
の
な
ん
て 

か
」
と
い
っ
た
状
況
で
し
た
。

そ
し
て
、
作
業
を
重
ね
る
た
び
に
「
京

丹
後
の
人
々
に
は
奇
抜
な
発
想
や
競
争

意
識
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が

少
な
い
」
と
い
う
同
じ
結
論
に
た
ど
り

着
き
、
当
初
、

ら
を
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て

い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
「
奇
抜
な
発
想
や
行
動
が

出
に
く
い
反
面
、
決
ま
っ
た
こ
と
は
き

っ
ち
り
と
こ
な
す
」
「
自
ら
を
厳
し
く

律
し
て
ま
で
品
質
に
向
き
合
う
」
と
い

っ
た
真
摯
さ
や
生
真

丹
後
人
共
通
の
〝
気
質
〟
の
存
在
に
気

づ
き
は
じ
め
ま
し
た
。 

地
場
産
品
を
支
え
る
こ
の
〝
気
質
〟

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
品
質

▲職員による自己学習の様子 

 - 4 -



 

地
場
産
品
に
見
え
て
き
た
「
京
丹
後
の
強
み
」 

「
品
質
」へ
の
こ
だ
わ
り
と
気
質 

京
丹
後
市
の
地
場
産
品
の
歴
史
や
背
景
な
ど
、
検
証
を
進
め
て
き
た
結
果
を
見
渡
す
と
、
そ
れ

ら
に
共
通
す
る
あ
る
特
徴
が･

･
･

。
そ
れ
は
、
モ
ノ
づ
く
り
や
品
質
管
理
に
対
す
る
京
丹
後
人
の

真
摯
さ
。
そ
の
気
質
こ
そ
全
国
有
数
の
地
場
産
品
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
源
泉
で
あ
っ
た
。 

【
間
人
ガ
ニ
】 

鮮
度
保
持
や
品
質
管
理
の
作
業
は
、

他
産
地
で
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
細
か
く

厳
格
に
行
わ
れ
て
い
る
。 

 【
丹
後
ち
り
め
ん
】 

２
９
０
年
の
歴
史
の
中
で
、
品
質
の

維
持
と
そ
の
信
用
保
持
の
た
め
独
自
の

検
査
体
制
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。 

 【
機
械
金
属
製
品
】 

都
市
部
か
ら
の
交
通
不
便
地
と
い
う

悪
条
件
を
克
服
し
て
最
高
水
準
の
品
質

確
保
と
生
産
体
制
を
実
現
し
て
い
る
。 

 【
丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
】 

農
家
の
栽
培
技
術
の
向
上
を
第
一
優

先
と
し
、
気
候
風
土
や
品
種
に
適
合
し

た
栽
培
方
法
の
研
究
や
気
象
情
報
な
ど

の
共
有
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。 

 

・間人ガニはズワイガニの中でも最高級のカニとして認知されている 

・丹後ちりめんが 290 年もの長い間地域で守られ続けている 
・立地的に不利な京丹後に機械金属関係企業が集積している 
・丹後産コシヒカリが西日本唯一の食味最高ランク「特Ａ」を獲得した 

京
丹
後
の
強
み
は 

『
品
質
管
理
』 

丹後ちりめん 機械金属製品 丹後産コシヒカリ 間人ガニ 

産地の信用を

保持するため

の地域をあげ

ての取り組み 

都市部から遠

い地理的不利

を乗り越える

ための知恵と

努力 

最適な栽培方

法を熱心に研

究し、それを

地道に遵守す

る勤勉さ 

他産地の追随

を許さない鮮

度と規格厳守

への強いこだ

わり 

【明らかになった京丹後人の気質】 

・決められたことはきっちりとこなす勤勉さ 
・品質に対するこだわりと、そのために自身をも厳しく律する真摯さ 
・産地をあげて取り組む結束力   など 

京丹後人 
の気質 

検
証 

切り口例 

 
なぜそんなことを考えたのか？ 

 
なぜその手法を選んだのか？ 

 なぜそんなことができるのか？ 
 どこでもやっていることなのか？ 

 - 5 -



間
人
（
た
い
ざ
）
ガ
ニ
→
11

p 

「
間
人
ガ
ニ
」
は
、
京
丹
後
市
丹
後

町
の
間
人
漁
港
に
水
揚
げ
さ
れ
た
ズ
ワ

イ
ガ
ニ
の
オ
ス
だ
け
が
名
乗
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
地
域
団
体
商
標
の
カ
ニ
。
限

ら
れ
た
水
揚
げ
量
と
関
係
者
の
妥
協
を

許
さ
な
い
徹
底
し
た
品
質
管
理
ゆ
え
に

市
場
流
通
量
は
非
常
に
少
な
く
、
時
に

〝
幻
の
カ
ニ
〟
と
珍
重
さ
れ
る
。 

他
産
地
の
カ
ニ
に
比
べ
て
３
割
高
と

も
言
わ
れ
る
卸
値
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

水
揚
げ
か
ら
流
通
に
至
る
ま
で
の
徹
底

し
た
鮮
度
管
理
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
食

味
は
「
冬
の
味
覚
の
王
者
」
に
ふ
さ
わ

し
く
絶
品
。 

  
            

丹
後
ち
り
め
ん 

 

→
13

p 

「
丹
後
縮
緬
（
ち
り
め
ん
）
」
は
、
全

国
の
染
呉
服
素
材
で
あ
る
白
生
地
生
産

量
の
約
60
％
を
占
め
る
市
内
工
業
製
品

の
代
表
格
。 

丹
後
地
域
で
は
、
古
く
か
ら
独
自
の

検
査
制
度
を
実
施
し
て
、
絹
製
品
の
品

質
向
上
と
信
用
保
持
の
努
力
が
地
域
全

体
で
行
わ
れ
て
き
た
。 

現
在
で
も
、
民
間
の
精
練
工
場
に
丹

後
織
物
工
業
組
合
の
検
査
員
を
直
接
派

遣
し
、
最
終
的
な
品
質
検
査
と
し
て
「
丹

後
統
一
検
査
」
を
実
施
。
検
査
に
合
格

し
た
も
の
だ
け
に
専
用
の
ブ
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
が
押
印
さ
れ
て
い
る
。 

 

             

機
械
金
属
製
品 
 

→
15

p 

京
丹
後
市
に
は
、
約
１
５
０
社
の
機

械
金
属
関
連
企
業
が
集
積
し
、
地
域
経

済
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。 

各
社
は
、
自
社
一
貫
加
工
や
人
材
育

成
に
よ
る
技
術
力
の
向
上
に
努
力
を
傾

注
。
そ
の
結
果
、
宇
宙
・
航
空
産
業
に

不
可
欠
な
超
精
密
部
品
を
生
産
す
る
企

業
や
、
精
密
加
工
機
械
の
完
成
品
を
生

産
す
る
に
い
た
っ
た
企
業
も
あ
る
。
ま

た
、
各
事
業
者
と
も
管
理
体
制
の
徹
底

に
よ
り
不
良
品
の
出
荷
を
極
力
抑
制
し
、

取
引
先
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
を
獲
得
。 

遠
隔
地
と
い
う
地
理
的
弱
点
を
、
技

術
力
と
信
頼
で
克
服
し
て
い
る
。 

             

丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
→
17

p 

市
内
で
栽
培
さ
れ
た
丹
後
産
コ
シ
ヒ

カ
リ
が
㈶
日
本
穀
物
検
定
協
会
の
「
２

０
０
７
年
産
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
、
最
高
ラ
ン
ク
の
「
特
Ａ
」
を
獲
得
。

し
か
も
「
西
日
本
で
唯
一
」
と
い
う
快

挙
。
ま
さ
に
、
丹
後
米
改
良
協
会
な
ど

関
係
機
関
の
地
道
な
指
導
と
そ
れ
を
遵

守
す
る
農
家
の
努
力
の
結
晶
だ
。 

「
そ
も
そ
も
〝
う
ま
い
米
〟
づ
く
り

に
は
、
昼
夜
の
温
度
差
や
水
質
・
土
壌

な
ど
稲
作
に
適
し
た
気
候
風
土
が
必
要
。

し
か
し
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
品

種
に
適
し
た
徹
底
し
た
栽
培
管
理
」
と
、

丹
後
米
改
良
協
会
は
強
調
す
る
。 
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勤
勉
・
ま
じ
め
・
従
順
・
実
直
・
努
力
・
・
・ 

「
強
み
」
を
産
む
京
丹
後
人
気
質 

代
表
的
な
地
場
産
品
を
掘
り
下
げ
る
う
ち
に
見
え
て
き
た
京
丹
後
の
強
み
。
そ
れ
は
、
類
ま
れ
な

ほ
ど
厳
格
な
「
品
質
へ
の
こ
だ
わ
り
」
。
「
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
地
域
を
あ
げ
て
徹
底
し
て
取
り
組

む
」･･･
勤
勉
、
ま
じ
め
、
従
順
、
実
直
、
努
力･･･

そ
ん
な
「
京
丹
後
人
気
質
」
が
見
え
て
き
た
。

京
丹
後
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ 

 

京
丹
後
市
出
身
の
多
く
の
著
名
人
の

中
に
、
ま
さ
に
京
丹
後
人
の
気
質
を
体

現
し
た
方
が
い
ま
す
。 

先
見
性
、
独
立
心
、
ま
じ
め
さ
、
実

直
さ
、
努
力
家
、
そ
ん
な
京
丹
後
人
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
が
今
日
の
地
域
産
業
の
発
展
を

支
え
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。 

進
取
・
独
立
・
実
直
の
経
済
人 

松
本 

重
太
郎 

京
丹
後
市
丹
後
町
に
１
８
４
４
年

（
弘
化
元
年
）
に
生
ま
れ
た
松
本
重
太

郎
氏
は
、
大
志
を
抱
い
て
、
10
歳
に
し

て
丁
稚
奉
公
に
あ
が
り
、
西
南
戦
争
時

に
、
軍
用
ラ
シ
ャ
（
厚
手
の
毛
織
物
）

を
買
い
占
め
て
巨
利
を
手
に
し
た
。 

そ
の
後
、
第
百
三
十
銀
行
（
現
み
ず

ほ
銀
行
）
を
設
立
。
銀
行

経
営
に
お
い
て
常
に
人
物

本
位
の
融
資
に
よ
り
新
し

い
事
業
を
応
援
し
た
。
ま

た
、
自
ら
も
ベ
ン
チ
ャ
ー

の
雄
と
し
て
、
大
阪
紡
績

（
現
東
洋
紡
績
）
、
南
海

鉄
道
（
現
南
海
電
鉄
）
、

山
陽
鉄
道
・
浪
速
鉄
道
・

阪
鶴
鉄
道
（
現
Ｊ
Ｒ
西
日

本
）
、
大
阪
麦
酒
（
現
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
）

な
ど
40
社
を
超
え
る
企
業
の
設
立
や
経

営
に
参
画
。
明
治
時
代
の
関
西
経
済
界

の
第
一
人
者
と
し
て
「
西
の
松
本
、
東

の
渋
沢
（
栄
一
）
」
と
称
さ
れ
た
。 

▲松本重太郎氏（写真：京丹後市丹後町 上谷家提供） 

特
筆
す
べ
き
は
そ
の
引
き
際
。
第
百

三
十
銀
行
が
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
き
、

「
悉
皆
（
し
っ
か
い
）
出
し
ま
す
」
と

言
っ
て
、
言
葉
ど
お
り
に
家
屋
敷
、
め

ぼ
し
い
家
財
類
、
妻
子
名
義
の
物
件
の

す
べ
て
を
弁
済
に
充
て
た
。
ま
た
、
同

行
頭
取
職
の
み
な
ら
ず
関
係
し
て
い
た

会
社
か
ら
一
切
退
き
、
再
び
実
業
界
に

戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

そ
の
先
取
的
か
つ
潔
い
生
涯
は
、
城

山
三
郎
著
「
気
張
る
男
」
に
ま
と
め
ら

れ
、
後
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
わ
れ
晩
節
を
汚

さ
ず
」
と
題
し
て
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
。 

  

デ
ー
タ
野
球
の
名
監
督 

野
村 

克
也 

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
年
）
京
丹
後

市
網
野
町
に
生
ま
れ
た
野
村
克
也
氏

（
現
東
北
楽
天
ゴ
ー
ル
デ
ン
イ
ー
グ
ル

ス
監
督
）
は
、
地
元
峰
山
高
等
学
校
を

卒
業
後
、
契
約
金
な
し
の
テ
ス
ト
生
と

し
て
南
海
ホ
ー
ク
ス
に
入
団
。
そ
の
後
、

歴
史
に
残
る
大
選
手
に
ま
で
上
り
詰
め
、

数
々
の
球
史
に
残
る
記
録
を
樹
立
し
た
。 

野
村
氏
は
、
デ
ー
タ
野
球
の
実
践
者

と
し
て
も
有
名
。
徹
底
的
な
観
察
と
情

報
収
集
に
よ
り
投
手
の
癖
を
盗
み
、「
ボ

ー
ル
を
投
げ
た
瞬
間
に
球
種
や
コ
ー
ス

を
見
破
っ
て
い
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

現
役
引
退
後
は
、
監
督
と
し
て
リ
ー
グ

優
勝
５
回
、
日
本
一
３
回
の
実
績
を
残

し
、
日
本
を
代
表
す
る
名
監
督
と
評
さ

れ
て
い
る
。 

氏
は
、
幼
少
時
代
か
ら
貧
し
い
家
庭

で
育
っ
た
。
学
校
に
は
バ
ッ
ト
の
代
わ

り
に
一
升
瓶
を
持
っ
て
行
き
、
通
学
途

中
に
一
升
瓶
に
海
水
を
入
れ
て
、
素
振

り
を
し
て
い
た
。 

経
済
的
な
不
利
を
努
力
と
根
性
で
乗

り
越
え
た
の
で
あ
る
。 

 

原
理
原
則
を
踏
ま
え
、
常
に
頭
を

使
っ
て
考
え
、
正
し
い
方
向
に
努

力
し
て
こ
そ
努
力
は
報
わ
れ
る
。 

「
野
村
セ
オ
リ
ー
〈
絆
〉
」 

よ
り 



 

 
 

   

 

京丹後人の気質あれこれ 
 

 

「
企
業
立
地
に
頑
張
る
市
町
村
二
十
選
」
に
選
定

        

平
成
19
年
12
月
、
京
丹
後
市
は
「
企

業
立
地
に
頑
張
る
市
町
村
二
十
選
」
に

選
ば
れ
ま
し
た
。 

「
立
地
条
件
の
不
利
」
を
克
服
す
る

た
め
の
新
工
業
団
地
の
造
成
、
産
業
支

援
・
人
材
育
成
の
拠
点
「
丹
後
も
の
づ

く
り
産
業
パ
ー
ク
」
の
整
備
、
技
術
・

経
営
の
両
面
に
お
け
る
人
材
育
成
事

業
、
技
術
基
盤
と
し
て
の
京
都
工
芸
繊

維
大
学
京
丹
後
キ
ャ
ン
パ
ス
の
整
備

な
ど
、
企
業
立
地
に
向
け
て
の
「
場
づ

く
り
」
、
「
人
づ
く
り
」
、
「
環
境
づ

く
り
」
を
着
実
に
進
め
て
い
る
点
が
評

価
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

「
環
境
・
共
生
・
参
加
ま
ち
づ
く
り
表
彰
」

を
受
賞 

        

琴
引
浜
の
鳴
き
砂
や
北
近
畿
最
大

規
模
の
ブ
ナ
林
な
ど
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
た
京
丹
後
市
。 

平
成
19
年
１
月
、
京
丹
後
市
は
「
環

境
・
共
生
・
参
加
ま
ち
づ
く
り
表
彰
」

の
環
境
大
臣
賞
を
受
賞
。
自
然
環
境
の

保
全
に
対
す
る
市
民
の
〝
環
境
の
品

質
管
理
〟
と
も
言
え
る
美
化
活
動
が

高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

      

市
民
や
行
政
の
ま
じ
め
な
取
り
組
み
を
評
価 ▲琴引浜の海岸清掃の様子 

平均週間就業時間 

 平均週間 

就業時間 

 

 

（時間） 

全国の値

を 100 と

した場合

の参考指

数 

全国 41.2 100.0

京都府 40.6 98.5

京丹後市 43.7 

  

刑法犯認知件数 

 人口 5 万

人当たり

の刑法犯

認知件数

同居世帯数の割合 

106.1

参考：平成 17 年国勢調査 

（件）

全国の件

数を 100

とした場

合の参考

指数 

全国 

 総世帯数

に占める

同居世帯

数の割合 

全国の割

合を 100

とした場

合の参考

指数 （％） 

802.6 100.0全国 9.2 100.0 

京都府 1,038.8 129.4

京丹後市 444.9 55.4

参考：平成 19 年警察白書、京丹後警察提供資料 

京都府 7.0 76.1 

京丹後市 22.4 243.5 

参考：平成 17 年国勢調査 
（同居世帯に核家族は含んでいない） 

同居率 

全国の約 2.5 倍 

 京丹後市の総世帯数に占

める同居世帯の割合は、

22.4％。全国の割合を 100

とした場合の京丹後市の指

数は、243.5 と極端に高数

値。京丹後市民は、家族や

地域に対する愛着（定着）

が強い･･･？ 

刑法犯認知件数 

全国の約半分 

平成18年に京丹後市内で

発生した人口５万人当たり

の刑法犯認知件数は、444.9

件。全国の件数を 100 とし

た場合の京丹後市の指数は

55.4 と極端に低数値。京丹

後市民は、遵法意識が高く

まじめ･･･？

平均週間就業時間 

全国の 1.06 倍 

京丹後市民の平均週間就

業時間は、43.7 時間。全国

の値を 100 とした場合の京

丹後市の指数は、106.1。京

丹後市には、勤勉に仕事に

励む市民が多い･･･？ 
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京
丹
後
の
知
的
資
産
の
活
用 

「
品
質
管
理
」
で
産
業
を
活
性
化 

あ
ら
ゆ
る
食
品
や
製
品
に
つ
い
て
、
本
来
は
当
然
で
あ
る
は
ず
の
「
安
心
・
安
全
」
の
確
保
。
し
か

し
、
今
や
そ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
揺
ら
い
で
い
る
。
京
丹
後
人
が
長
年
培
っ
て
き
た
「
品
質
管
理
」

に
向
き
合
う
真
摯
な
姿
勢
や
ノ
ウ
ハ
ウ
。
地
域
産
業
活
性
化
の
基
本
を
見
直
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

「
安
心
・
安
全
」
に

対
す
る
消
費
者
の
高

い
関
心 

 

財
団
法
人
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会

が
発
表
し
た
２
０
０
７
年
「
今
年
の
漢

字
」
は
『
偽
』
。
２
位
以
下
に
も
「
食
」
、

「
嘘
」
、
「
疑
」
と
続
き
、
国
民
の
安

心
・
安
全
に
対
す
る
高
い
関
心
と
不
信

感
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。 

▲カニを選別する厳しい目（間人漁港にて） 

 

企
業
が
消
費
者
の
信
頼
を
裏
切
る
ニ

ュ
ー
ス
が
連
日
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
、

生
産
者
の
「
品
質
管
理
」
の
あ
り
方
が

改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

品
質
管
理
に
よ
る 

ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り 

 

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
愚

直
な
ま
で
に
徹
底
し
た
品
質
管
理
と
そ

れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
安
心
・
安
全
」

の
提
供
こ
そ
が
価
値
の
創
造
（
ブ
ラ
ン

ド
化
）
の
大
前
提
で
す
。 

た
だ
し
、
徹
底
し
た
品
質
管
理
は
、

手
間
や
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
ま
た
生
産

効
率
を
下
げ
る
リ
ス
ク
を
負
い
ま
す
。 

し
か
し
、
消
費
者
の
感
覚
は
「
コ
ス

ト
優
先
の
品
質
軽
視
」
か
ら
「
安
心
・

安
全
の
確
保
に
は
相
応
の
負
担
が
必

要
」
と
い
う
も
の
に
移
行
し
つ
つ
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
労
を
惜
し
ま
ず

正
直
さ
を
貫
く
こ
と
が
消
費
者
の
信
頼

を
得
る
（
顧
客
を
獲
得
す
る
）
こ
と
に

つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
、
利
益
に
も
つ

な
が
る
と
言
え
ま
す
。 

▲㈱峰山鉄工所の手作業での検査の様子 

 

地
場
産
品
の
充
実
と

新
た
な
産
品
の
ブ
ラ

ン
ド
化 

  

京
丹
後
市
に
は
、
今
回
代
表
的
な
産

品
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
に
も
、

様
々
な
農
林
水
産
物
や
京
丹
後
市
な
ら

で
は
の
産
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
地
場
産
品
の
市
場
拡
大
や
新

規
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
な
が
る

「
品
質
管
理
」
の
た
め
の
有
効
な
要
素

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
提
案
し
ま
す
。 

【
数
値
化
】 

商
品
に
関
し
数
値
化
で
き
る
も
の
は

で
き
る
だ
け
数
値
化
す
る
こ
と
。
だ
れ

が
見
て
も
客
観
的
に
判
断
で
き
る
デ
ー

タ
を
示
す
こ
と
は
、
商
品
に
対
す
る
消

費
者
の
信
頼
を
獲
得
す
る
上
で
た
い
へ

ん
有
効
で
す
。
「
お
い
し
さ
」
な
ど
数

値
化
で
き
な
い
も
の
で
も
、
チ
ェ
ッ
ク

体
制
な
ど
基
本
的
な
ル
ー
ル
（
有
資
格

者
に
よ
る
食
味
検
査
な
ど
）
を
定
め
て

開
示
す
る
こ
と
で
客
観
性
を
担
保
で
き

ま
す
。 



【
基
準
の
上
乗
せ
・
横
出
し
】 

国
や
府
、
公
的
専
門
機
関
の
基
準
を

引
用
し
、
よ
り
厳
し
い
審
査
を
行
っ
た

り
（
上
乗
せ
）
、
検
査
項
目
を
加
え
た

り
（
横
出
し
）
す
る
こ
と
。
品
質
へ
の

信
頼
性
に
説
得
力
が
増
し
ま
す
。 

【
基
準
の
時
限
設
定
】 

一
度
定
め
た
品
質
基
準
も
、
数
年
毎

に
見
直
し
を
行
う
な
ど
の
時
限
を
設
定

す
る
こ
と
。
常
に
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
即

し
た
品
質
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
が
、

消
費
者
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。 

【
透
明
性
の
確
保
】 

厳
格
か
つ
公
正
な
基
準
を
、
専
門
家

で
な
く
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
平
易

に
表
現
す
る
こ
と
。
抜
き
打
ち
検
査
風

景
な
ど
現
場
が
見
え
る
仕
掛
け
な
ど
に

よ
り
、
消
費
者
の
共
感
を
得
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。 

【
チ
ェ
ッ
ク
体
制
】 

事
業
所
内
部
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
と
、

外
部
の
第
三
者
チ
ェ
ッ
ク
の
シ
ス
テ
ム

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
。
基
準
の
遵
守

と
不
正
の
発
生
防
止
の
要
と
な
り
ま
す
。 

 強
み
を
活
用
し
た
産

業
活
性
化
へ
の
京
丹

後
市
の
取
り
組
み 

 
 

本
報
告
書
の
作
成
を
通
し
て
明
ら
か

に
な
っ
た
、
人
々
の
「
品
質
管
理
」
に

向
き
合
う
真
摯
な
姿
勢
や
ノ
ウ
ハ
ウ
と

い
っ
た
京
丹
後
の
強
み
。
京
丹
後
市
で

は
、
品
質
管
理
に
秀
で
た
京
丹
後
市
の

知
的
資
産
を
活

か
し
た
産
業
活

性
化
策
に
つ
い

て
、
継
続
し
て
検

討
を
加
え
て
い

き
ま
す
。 

▲検反機による丹後ちりめんの検査風景 

【
京
丹
後
の

強
み
を
認
識

す
る
】 

市
民
や
市
内

事
業
者
が
地
場

産
品
の
強
み
に

気
づ
く
た
め
の
学
習
会
や
講
演
会
を
開

催
。
京
丹
後
の
強
み
を
認
識
・
共
有
し
、

積
極
的
な
強
み
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。 

【
報
告
書
に
磨
き
を
か
け
る
】 

市
内
事
業
者
に
本
報
告
書
を
配
布
し
、

営
業
活
動
な
ど
で
の
積
極
的
な
活
用
を

推
奨
。
得
ら
れ
た
効
果
や
改
善
を
要
す

る
課
題
と
い
っ
た
反
応
の
把
握
と
検
証

に
よ
り
、
報
告
書
の
改
善
と
レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
を
図
り
、
よ
り
効
果
的
な
強
み
の

活
用
を
支
援
し
ま
す
。 

【
産
業
活
性
化
策
を
研
究
す
る
】 

「
品
質
管
理
」
を
活
用
し
て
、
既
存

産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
新
規
地
域
ブ
ラ

ン
ド
産
品
の
開
発
研
究
を
実
施
。
同
時

に
、
そ
の
際
不
可
欠
と
な
る
基
準
の
設

定
や
検
査
・
認
証
方
法
、
透
明
性
の
確

保
に
関
す
る
手
法
の
確
立
に
あ
た
り
、

個
々
の
事
業
者
が
独
自
の
基
準
を
設
け

て
厳
格
な
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と

は
、
事
業
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と

な
る
た
め
、
高
い
レ
ベ
ル
の
信
用
を
担

保
す
る
「
品
質
管
理
認
証
機
関
」
の
設

立
や
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
研
究
を

行
い
ま
す
。 

 

京
丹
後
市
は
、
京
阪
神
地
域
か
ら
片
道
２

時
間
半
以
上
か
か
る
な
ど
、
立
地
条
件
に
は

恵
ま
れ
て
お
ら
ず
、
高
規
格
道
路
整
備
の
早

期
実
現
な
ど
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
企
業
が
進
出
す
る
と
き
の
評
価
対

象
で
あ
る
地
価
や
給
与
水
準
は
、
都
市
近
郊

と
比
べ
る
と
低
額
で
あ
り
、
品
質
管
理
や
改

善
に
向
け
た
地
道
な
努
力
が
で
き
る
人
材
の

宝
庫
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
高
品
質

な
商
品
を
追
及
す
る
企
業
に
と
っ
て
は
、
長

期
的
視
点
で
の
経
営
を
考
え
る
と
、
京
丹
後

市
に
投
資
・
立
地
す
る
価
値
は
大
き
い
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
地
元
雇
用
に
よ
り
高
い
就
業
定
着

率
が
期
待
で
き
る
た
め
、
人
材
・
技
術
の
流

出
の
リ
ス
ク
は
低
い
と
言
え
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
京
丹
後
地
域
産
業
活
性
化
協
議

会
が
企
業
立
地
促
進
法
（
通
称
）
に
基
づ
き

作
成
し
た
「
基
本
計
画
」
が
国
の
同
意
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、
京
丹
後
市
全
域
が
産
業

集
積
活
性
化
促
進
地
域
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
繊
維
産
業
や
機
械
金
属
加
工
業
に
属
す

る
企
業
の
立
地
に
際
し
て
、
計
画
が
知
事
の

承
認
を
得
た
上
で
、
政
令
基
準
に
従
っ
て
立

地
な
ど
を
図
っ
て
い
く
企
業
に
対
し
て
は
、

設
備
投
資
減
税
や
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の

特
例
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

高
品
質
を
保
証
す
る
人
材
の
宝
庫 

ま
た
、
市
内
事
業
者
が
自
社
の
知
的

資
産
経
営
報
告
書
を
作
成
す
る
際
に
は
、

積
極
的
な
支
援
を
行
い
、
市
内
産
業
全

体
の
活
性
化
の
促
進
を
図
り
ま
す
。 
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地
域
団
体
商
標
登
録 

第
５
０
０
２
１
３
３
号 

  

日
本
海
に
豊
か
な
漁
場
を
持
つ
京
丹

後
市
で
は
、
様
々
な
海
産
物
が
水
揚
げ

さ
れ
ま
す
。
中
で
も
水
揚
げ
量
が
少
な

い
こ
と
か
ら
〝
幻
の
カ
ニ
〟
と
称
さ
れ

る
「
間
人
ガ
ニ
」
は
、
高
級
な
冬
の
味

覚
の
王
者
と
し
て
有
名
。
冬
に
な
る
と
、

他
産
地
の
も
の
と
比
べ
て
３
割
高
と
も

言
わ
れ
る
卸
値
で
あ
り
な
が
ら
、
間
人

ガ
ニ
を
求
め
て
全
国
か
ら
多
く
の
観
光

客
が
訪
れ
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
間
人
ガ
ニ
は
、
京
丹

後
を
代
表
す
る
高
級
ブ
ラ
ン
ド
産
品
。

平
成
18
年
に
は
、
商
標
法
の
改
正
に
伴

い
導
入
さ
れ
た
地
域
団
体
商
標
で
、
全

国
52
件
の
う
ち
の
１
件
と
し
て
初
め
て

登
録
さ
れ
ま
し
た
。 

 

間
人
漁
港
に
水
揚
げ
さ
れ
る
間
人
ガ
ニ 

  

ズ
ワ
イ
ガ
ニ
の
オ
ス
は
、
水
揚
げ
さ

れ
る
地
方
に
よ
っ
て
そ
の
呼
び
名
が
違

い
ま
す
。
兵
庫
県
や
鳥
取
県
で
は
「
松

葉
ガ
ニ
」
、
福
井
県
な
ど
で
は
「
越
前

ガ
ニ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

京
丹
後
市
丹
後
町
の
間
人
漁
港
に
水
揚

げ
さ
れ
た
オ
ス
の
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
だ
け
が

｢

間
人
ガ
ニ｣

と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 ち

な
み
に
、
メ
ス
に
は
違
う
呼
称
が

あ
り
、
京
都
府
で
は
「
コ
ッ
ペ
」
や
「
セ

コ
ガ
ニ
」
と
呼
ば
れ
、
オ
ス
に
比
べ
て

安
価
な
こ
と
か
ら
庶
民
の
味
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

非
効
率
が
幸
い
す
る
鮮
度
維
持 

 

丹
後
半
島
沖
の
カ
ニ
漁
場
で
操
業
す

る
丹
後
町
漁
業
協
同
組
合
所
属
の
底
曳

網
漁
船
は
５
隻
だ
け
で
す
。
シ
ー
ズ
ン

に
な
る
と
、
兵
庫
県
や
福
井
県
か
ら
80

隻
（
う
ち
京
都
府
は
15
隻
）
も
の
底
曳

網
漁
船
が
同
じ
漁
場
に
集
ま
り
ま
す
。 

丹
後
町
漁
協
所
属
の
底
曳
網
漁
船
は
、

船
体
が
小
さ
く
積
載
量
も
限
ら
れ
る
た

め
日
帰
り
操
業
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
海
が
荒
れ
る
と
漁
に
出
ら
れ
な
い

日
も
多
く
あ
り
ま
す
。 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
人
ガ
ニ
が
ブ

ラ
ン
ド
品
に
ま
で
な
っ
た
理
由
は
、
漁

場
ま
で
の
距
離
が
直
線
で
30
キ
ロ
と
い

う
恵
ま
れ
た
立
地
に
よ
り
、
日
帰
り
操

業
が
可
能
で
鮮
度
を
保
っ
た
ま
ま
（
生

き
た
ま
ま
）
帰
港
で
き
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
一
度
の
水
揚
げ
量
が
限
ら
れ
、

そ
の
希
少
性
か
ら
〝
幻
〟
と
ま
で
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

非
効
率
性
が
ブ
ラ
ン
ド
化
の
原
点
と
な

っ
た
の
で
す
。 

 す
べ
て
の
船
に
冷
海
水
装
置 

  

ズ
ワ
イ
ガ
ニ
は
、
通
年
水
温
が
０
～

３
℃
の
深
海
に
生
息
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
水
揚
げ
さ
れ
て
地
上
の
気
温

に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
火
傷
の
よ
う
な
ダ

メ
ー
ジ
を
受
け
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
丹
後
町
漁
協
に
所
属
す
る

す
べ
て
の
底
曳
網
漁
船
に
は
「
冷
海
水

装
置
」
を
搭
載
。
帰
港
す
る
ま
で
の
わ

ず
か
な
間
さ
え
も
、
冷
海
水
の
生
簀
の

中
で
深
海
に
近
い
状
態
の
ま
ま
、
大
切

に
運
ば
れ
ま
す
。 

な
お
、
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
は
魚
の
よ
う
な

メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
全
国
的
に
も
〝
最

高
級
〟
の
呼
び
声
が
高
い
間
人
（
た
い
ざ
）
ガ
ニ
。
少
な
い
水

揚
量
と
、
妥
協
を
許
さ
な
い
徹
底
し
た
鮮
度
管
理
ゆ
え
流
通
量

は
少
な
く
、
時
に
〝
幻
の
カ
ニ
〟
と
さ
え
言
わ
れ
ま
す
。 

間
人
ガ
ニ 

鮮
度
に
こ
だ
わ
る
冬
の
味
覚
の
王
者 

た
い
ざ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

この緑色のタグが 
間人ガニの目印！ 

船上で装着されたタグは、一

度はずされると再利用できない

特殊な素材でできています。 

ズワイガニのオスとメスの呼び名 
 

松葉ガニ（京都・兵庫・鳥取） 

越前ガニ（福井） オス 

間人ガニ（京丹後市丹後町） 

コッペ（京都） 

セコガニ（京都・福井・兵庫・鳥取）

オヤガニ（鳥取） 

ズワイガニ

メス 

コウバコ（石川） 

出典：京都府立海洋センターホームページ 

そ
こ
び
き

い 

け 

す 
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「
浮
き
袋
」
を
持
た
な
い
た
め
、
深
海

か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
る
際
の
水
圧
差
に

よ
る
ダ
メ
ー
ジ
は
少
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
カ
ニ
を
深
海
か

ら
引
き
上
げ
て
か
ら
競
り
に
か
け
る
ま

で
の
間
の
鮮
度
管
理
（
ダ
メ
ー
ジ
防
止
）

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
温
度
管
理
に
尽
き
る

と
言
え
ま
す
。 

 水
揚
げ
後
も
徹
底
し
た
鮮
度
管
理 

 

間
人
漁
港
で
は
、
競
り
の
際
に
も
徹

底
し
た
鮮
度
管
理
を
行
い
ま
す
。
カ
ニ

は
、
競
り
の
直
前
ま
で
船
内
の
冷
海
水

の
生
簀
で
管
理
。
さ
ら
に
、
競
り
の
際

に
は
、
カ
ニ
を
並
べ
る
専
用
の
発
泡
ス

チ
ロ
ー
ル
板
に
氷
を
敷
き
詰
め
ま
す
。

ま
た
、
競
り
開
始
ま
で
の
わ
ず
か
な
時

間
で
も
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
か
ぶ
せ
、
温

度
の
上
昇
を
抑
え
ま
す
。
漁
業
関
係
者

に
よ
る
こ
の
よ
う
な
鮮
度
へ
の
徹
底
し

た
こ
だ
わ
り
は
、
他
の
競
り
市
場
で
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
品
質
管
理
の
徹
底
に
向
け
た

丹
後
町
漁
協
の
指
導
は
、
船
主
だ
け
で

な
く
、
乗
組
員
や
そ
の
家
族
を
も
対
象

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

他
の
漁
協
関
係
者
「
真
似
で
き
な
い
」 

 

間
人
ガ
ニ
は
漁
業
者
と
仲
買
人
が
連

携
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
を
維
持
す
る
努
力

が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
競
り
に
か
け
る
カ
ニ
の
選

別
に
お
け
る
基
準
項
目
は
、
甲
羅
の
大

き
さ
や
身
入
り
だ
け
で
な
く
、
味
に
は

直
接
影
響
し
な
い
よ
う
な
、
足
の
長
さ
、

色
、
形
、
傷
の
有
無
な
ど
に
ま
で
及
び
、

素
人
に
は
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
細
部
に
わ

た
り
徹
底
し
て
行
わ

れ
ま
す
。 

ま
た
、｢

迷
っ
た
ら

ワ
ン
ラ
ン
ク
下
げ
る｣

と
い
う
不
文
律
が
あ

る
ほ
ど
厳
格
で
、
妥
協

の
な
い
姿
勢
が
貫
か

れ
て
い
ま
す
。
以
前
、

同
漁
協
を
視
察
に
訪

れ
た
近
隣
の
漁
協
関

係
者
か
ら
、｢

こ
ん
な

厳
格
な
品
質
管
理
は

う
ち
で
は
で
き
な
い｣

と
た
め
息
が
漏
れ
た

と
い
う
話
も
あ
る
ほ

ど
で
す
。 

 

地
域
で
守
る
ブ
ラ
ン
ド 

 

京
丹
後
市
で
は
、
間
人
ガ
ニ
と
い
う

極
め
て
貴
重
な
地
域
資
源
を
、
関
係
者

の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
り
育
て
、
ま

た
、
守
り
続
け
て
い
ま
す
。 

「
食
の
安
心
や
安
全
」
、
「
ブ
ラ
ン

ド
へ
の
信
頼
や
信
用
」
が
声
高
に
叫
ば

れ
る
昨
今
、
既
成
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
頼

る
の
で
は
な
く
、
観
光
業
者
な
ど
カ
ニ

に
携
わ
る
す
べ
て
の
関
係
者
が
認
識
を

共
有
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も

消
費
者
の
信
頼
を
裏
切
ら
な
い
た
め
に
、

「
地
域
を
あ
げ
て
〝
本
物
〟
に
こ
だ
わ

っ
た
妥
協
の
な
い
品
質
管
理
に
取
り
組

む
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

資料編 

▲入念な競りの準備風景 

▲妥協のない選別の様子 

 - 12 -



国
内
白
生
地
生
産
シ
ェ
ア
60
％ 

 

白
生
地
は
一
般
的
に
和
服
用
の
純
白

無
垢
の
織
物
で
す
。
こ
の
白
生
地
に

様
々
な
柄
が
染
付
け
ら
れ
て
、
華
麗
多

彩
な
着
物
に
変
わ
り
ま
す
。 

白
生
地
の
素
材
は
「
絹
」
が
中
心
。

絹
織
物
は
、
繊
維
に
含
ま
れ
る
不
純
物

な
ど
を
取
り
除
く
「
精
練
」
が
製
織
前

の
糸
の
状
態
で
行
わ
れ
る
先
練
織
物
と
、

製
織
し
た
後
で
行
わ
れ
る
後
練
織
物
と

に
大
別
さ
れ
ま
す
。 

丹
後
ち
り
め
ん
は
、
全
国
の
染
呉
服

の
素
材
と
し
て
の
白
生
地
生
産
量
の
約

60
％
を
占
め
、
後
練
織
物
の
代
表
的
な

存
在
と
言
え
ま
す
。 

 

ち
り
め
ん
の
特
徴
は
“
シ
ボ
” 

  
｢

ち
り
め
ん｣

を
漢
字
で
書
く
と｢

縮

緬｣

で
す
。
生
地
の
全
面
に
〝
シ
ボ
〟
と

呼
ば
れ
る
細
か
い
凸
凹
（
縮
れ
）
が
あ

り
、
こ
の
〝
シ
ボ
〟
が
丹
後
ち
り
め
ん

最
大
の
特
徴
で
す
。 

ち
り
め
ん
織
物
は
、
1
メ
ー
ト
ル
当

た
り
３
０
０
０
回
転
前
後
の
強
い
撚
り

を
か
け
た
右
撚
り
と
左
撚
り
の
強
撚
糸

を
、
緯
糸
に
用
い
て
織
り
上
げ
、
精
練

を
行
う
過
程
で
強
撚
糸
の
緯
糸
の
撚
り

が
戻
ろ
う
と
す
る
力
が
生
じ
て
、
生
地

に
凸
凹
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
が
〝
シ

ボ
〟
の
正
体
で
す
。 

 

〝
シ
ボ
〟
は
、
シ
ワ
を
防
ぐ
と
と
も

に
、
シ
ワ
の
回
復
を
早
め
ま
す
。
ま
た
、

絹
特
有
の
光
沢
を
柔
ら
か
く
抑
え
、
反

射
光
に
ふ
く
ら
み
を
持
た
せ
ま
す
。
さ

ら
に
、
普
通
の
絹
織
物
で
は
出
せ
な
い

柔
軟
さ
と
、
肌
に
な
じ
む
し
っ
と
り
と

し
た
風
合
い
を
創
り
出
し
ま
す
。
〝
シ

ボ
〟
の
あ
る
丹
後
ち
り
め
ん
は
、
「
白

生
地
の
一
級
品
」
と
も
称
さ
れ
ま
す
。 

 

絁
と
ち
り
め
ん
織 

 

丹
後
の
絹
織
物
の
歴
史
は
古
く
、
７

３
９
年
に
現
在
の
京
丹
後
市
弥
栄
町
鳥

取
（
丹
後
国
竹
野
郡
鳥
取
郷
）
か
ら
朝

廷
に
献
上
し
た
絁
と
い
う
粗
く
紡
い
だ

大
糸
で
織
っ
た
絹
布
が
、
現
在
も
奈
良

正
倉
院
の
御
物
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

「
丹
後
ち
り
め
ん
織
」
は
、
西
暦
１

７
１
９
年
に
、
京
丹
後
市
峰
山
町
の
絹

屋
佐
平
治
（
後
に
「
森
田
治
郎
兵
衛
」

に
改
称
）
と
い
う
人
物
が
、
丹
後
の
衰

退
し
た
機
業
の
復
興
を
目
指
し
て
西
陣

に
赴
き
、
苦
労
の
末
に
ち
り
め
ん
織
技

術
を
習
得
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
丹
後
に
帰
っ
た
絹
屋
佐
平
治
は
独

特
の
風
合
い
を
持
っ
た
「
ち
り
め
ん
織
」

の
技
法
を
丹
後
の
機
屋
に
広
く
伝
授
。

元
来
、
絹
織
物
生
産
の
技
術
・
伝
統
が

あ
り
、
ま
た
、
峰
山
藩
の
積
極
的
な
保

護
政
策
も
あ
っ
た
丹
後
全
域
に
ち
り
め

ん
織
技
術
が
普
及
し
ま
し
た
。 

 
 ち

り
め
ん
に
適
し
た
丹
後
の
風
土 

 
 

非
常
に
細
い
経
糸
と
撚
り
を
か
け
た

緯
糸
を
使
用
す
る
ち
り
め
ん
の
製
織
で

は
、
静
電
気
が
発
生
し
や
す
い
の
が
特

徴
。
静
電
気
が
発
生
す
る
と
、
糸
が
絡

ん
で
切
断
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起

こ
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
適
度
な
湿
度

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
質
の
悪
い

水
を
使
う
と
、
精
練
の
過
程
で
石
鹸
カ

ス
が
付
着
し
た
り
、
染
の
段
階
で
精
練

ム
ラ
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
り

し
ま
す
。
精
練
に
は
良
質
な
水
が
必
要

と
な
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ち
り
め
ん
織

丹
後
は
古
く
か
ら
の
絹
（
シ
ル
ク
）
織
物
の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
、
丹
後
で
製
織
さ
れ
る
「
丹
後
ち
り
め
ん
」
は
、
現
在
で

も
全
国
の
染
呉
服
素
材
と
し
て
の
白
生
地
生
産
量
の
約
60
％

を
占
め
、
京
丹
後
市
の
代
表
的
な
工
業
製
品
の
ひ
と
つ
で
す
。

丹
後
ち
り
め
ん

２
９
０
年
の
歴
史
が
織
り
成
す
一
級
品 

せ
い
れ
ん 

さ
き
ね
り 

▲白生地の一級品「丹後ちりめん」 

よ

よ
こ
い
と

あ
と
ね
り 

あ
し
ぎ
ぬ

き
ょ
う
ね
ん
し

あ
し
ぎ
ぬ

▲丹後ちりめんの“シボ” 

た
て
い
と
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に
は
適
度
な
湿
度
や
良
質
な
水
が
不
可

欠
で
す
。 

丹
後
地
方
の
気
候
は
多
雨
多
湿
で
、

冬
季
の
積
雪
に
よ
っ
て
良
質
な
水
が
豊

富
に
得
ら
れ
ま
す
。 

た
だ
、
丹
後
ち
り
め
ん
産
業
が
２
９

０
年
も
の
長
い
期
間
に
わ
た
り
存
続
し

て
き
た
理
由
は
、
丹
後
の
気
候
風
土
に

よ
る
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
品

質
向
上
と
信
用
保
持
に
対
し
て
産
地
を

あ
げ
て
取
り
組
ん
で
き
た
京
丹
後
人
の

努
力
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

 

国
練
検
査
制
度
に
よ
る
品
質
管
理 

 

丹
後
地
域
で
は
、
ち
り
め
ん
の
主
要

産
地
と
な
っ
た
１
７
０
０
年
代
後
半
か

ら
、
独
自
の
検
査
制
度
が
確
立
さ
れ
ま

し
た
。
集
散
地
か
ら
の
難
引
、
返
品
に

対
処
す
る
目
的
で
、
地
元
で
の
精
練
【
国

練
】
と
検
査
を
行
う
な
ど
、
丹
後
ち
り

め
ん
の
品
質
向
上
と
信
用
保
持
の
努
力

を
丹
後
地
域
全
体
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

丹
後
統
一
検
査
で
品
質
維
持 

  

現
在
、
京
丹
後
市
内
の
精
練
工
場
は
、

丹
後
織
物
工
業
組
合
直
営
工
場
の
ほ
か

民
間
２
社
が
操
業
し
て
い
ま
す
。
最
終

的
な
品
質
検
査
は
、
民
間
の
精
練
工
場

に
組
合
か
ら
検
査
員
が
派
遣
さ
れ
、「
丹

後
統
一
検
査
」
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

厳
し
い
検
査
を
受
け
た
ち
り
め
ん
製

品
に
は
、
合
格
品
＝
赤
色
、
不
合
格
品

＝
青
色
と
し
て
、
そ
の
結
果
が
表
示
さ

れ
ま
す
。
合
格
製
品
に
は
、
丹
後
ち
り

め
ん
の
証
で
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が

捺
印
さ
れ
、
市
場
に
送
り
出
さ
れ
ま
す
。 

 「
織
り
と
染
め
の
総
合
産
地
」
へ 

 

昭
和
48
年
に
は
、
史
上
最
高
の
９
２

０
万
反
の
白
生
地
生
産
量
を
誇
っ
た

「
丹
後
ち
り
め
ん
」
。

と
こ
ろ
が
、
翌
年
の

昭
和
49
年
に
生
糸

の
一
元
化
輸
入
措

置
が
発
動
さ
れ
、
さ

ら
に
は
日
本
人
の

和
装
離
れ
な
ど
が

響
き
、
平
成
18
年

の
白
生
地
生
産
量

は
約
91
万
反
と
、

最
盛
期
の
10
分
の

1
以
下
に
ま
で
減

少
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

丹
後
織
物
工
業

組
合
で
は
、
市
場
が

縮
小
す
る
中
、
「
本
物
志
向
」
と
と
も

に
複
雑
・
多
様
化
す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ

に
対
応
す
る
た
め
、
和
装
、
洋
装
服
地

の
染
色
加
工
の
ほ
か
、
防
ス
レ
、
撥
水

な
ど
の
特
殊
加
工
も
広
く
手
が
け
、
付

加
価
値
の
高
い
加
工
を
行
う
努
力
を
続

け
て
い
ま
す
。 

資料編 

 

品質向上と信用保持の主な歴史 
 

1789 年 寛政元年 

峰山藩は、粗製乱造防止のため、藩令によ

り「反別検査と改印制」を実施。→丹後ちり

めんの品質検査制度の始まり。 

1870 年 明治 3 年 

集散地からの難引、返品に対処する目的

で、丹後の一部の仲買業者が精練業を開

始。→国練の始まり。 

1928 年 昭和 3 年 
丹後ちりめんの精練・検査を丹後（産地）で

行う「国練検査制度」を全面実施。 

1930 年 昭和 5 年 
丹後ちりめんの品質向上を図るため、丹後

縮緬同業組合生糸検査所を設置する。 

▲検反機による厳重な検査 

1950 年 昭和25年 

丹後ちりめんの品質向上と信用保持のた

め、各織物検査所で正絹表示の金粉吹付

（現在はスタンプ）を捺印することとなる。 

ね
り

く
に

合格証 

不合格証 

丹後ちりめん 

検査結果表示例 

ブランドマーク 
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丹後機械工業協同組合 
昭和 23 年設立。精密型打鍛造、鋳造の素材

加工、精密機械部品加工、精密機械装置製造

など機械金属加工をメインとする地元企業 100

社以上が加入している。 

各種資材の配給（共同購入）業務を主目的に

設立された丹後機械工業協同組合は、現在、

同業務のほか熱処理センターや表面硬化のた

めのイオンプレーティング装置の導入などの共

同設備も充実。会員企業を支援している。 

また、会員企業の発展を後押しするため、人

材の育成、行政機関への要望活動、産学連携

の引率なども精力的に行っている。 

特
徴
的
な
集
積
形
態 

 

京
丹
後
市
に
は
、
精
密
型
打
鍛
造
、

鋳
造
の
素
材
加
工
、
精
密
機
械
部
品
加

工
、
熱
処
理
・
表
面
処
理
加
工
、
製
缶
・

板
金
・
塗
装
加
工
な
ど
様
々
な
業
務
を

行
う
企
業
が
集
積
し
て
い
ま
す
。 

 

一
般
的
に
は
、
都
市
近
郊
の
大
企
業

や
研
究
施
設
に
隣
接
す
る
形
で
企
業
集

積
地
が
形
成
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で

す
が
、
京
丹
後
市
の
場
合
は
こ
れ
と
い

っ
て
核
と
な
る
大
企
業
も
な
く
、
ま
た
、

都
市
部
ま
で
遠
い
と
い
う
地
理
的
不
利

の
も
と
で
企
業
集
積
が
進
ん
だ
と
い
う

特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
ひ
と
つ
の
事
業
所
が
取
り
扱

う
業
務
内
容
に
つ
い
て
も
、
他
地
域
で

は
工
程
の
分
業
化
に
よ
り
単
一
工
程
の

み
を
行
う
事
業
所
が
多
い
の
に
対
し
、

京
丹
後
市
で
は
複
数
工
程
を
単
一
の
事

業
所
が
担
う
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
な
ど

も
特
徴
的
な
点
と
言
え
ま
す
。 

ま
た
、
一
部
に
は
精
密
機
械
装
置
や

工
作
機
械
の
完
成
品
を
製
造
す
る
企
業

ま
で
も
あ
り
ま
す
。 

丹
後
機
械
工
業
協
同
組
合
が
掲
げ
る

「
あ
ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
ハ
イ
テ

ク
総
合
産
地
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
か

ら
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

機
械
金
属
産
業
の
ル
ー
ツ
は
「
日
本

計
算
器
」 

  

京
丹
後
市
が
、
機
械
金
属
関
連
企
業

の
集
積
地
と
な
っ
た
歴
史
を
た
ど
る
と
、

昭
和
19
年
に
大
阪
か
ら
京
丹
後
市
峰
山

町
へ
工
場
疎
開
し
て
き
た
、
手
動
計
算

機
メ
ー
カ
ー
「
富
士
精
工
㈱
（
の
ち
に
、

日
本
計
算
器
㈱
）
」
の
存
在
に
行
き
当

た
り
ま
す
。 

 
そ
の
数
年
後
に
は
、
日
本
計
算
器
㈱

の
社
員
が
独
立
し
て
、
今
や
地
域
の
代

表
的
な
企
業
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
㈱
日

進
製
作
所
や
㈱
峰
山
鉄
工
所
を
創
業
。

ま
た
、
現
在
丹
後
で
活
躍
す
る
企
業
に

は
、
日
本
計
算
器
㈱
出
身
の
技
術
者
が

立
ち
上
げ
た
企
業
や
、
㈱
日
進
製
作
所

か
ら
独
立
し
現
在
も
同
社
と
協
力
関
係

に
あ
る
企
業
が
多
い
の
も
京
丹
後
市
の

機
械
金
属
業
界
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

 
 地

理
的
不
利
を
克
服
す
る
努
力 

  

品
質
が
よ
い
こ
と
は
当
た
り
前
と
も

言
え
る
機
械
金
属
の
業
界
に
お
い
て
、

仕
入
れ
や
納
入
に
時
間
と
コ
ス
ト
が
余

計
に
か
か
る
地
理
的
不
利
は
当
然
マ
イ

ナ
ス
要
素
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
京

丹
後
市
に
立
地
す
る
企
業
は
、
付
加
価

値
の
向
上
と
信
頼
獲
得
に
よ
り
距
離
を

克
服
す
る
努
力
を
続
け
、
企
業
価
値
を

創
造
し
て
い
ま
す
。 

 

真
の
総
合
産
地
へ
向
け
て 

  

丹
後
の
機
械
金
属
産
業
は
、
自
動
車
、

Ｉ
Ｔ
、
工
作
機
械
、
建
設
機
械
、
産
業

用
機
械
関
連
な
ど
の
鍛
造
品
か
ら
部
品

精
密
加
工
が
ほ
と
ん
ど
。
製
品
の
完
成

ま
で
を
請
け
負
っ
て
い
る
も
の
が
少
な

い
た
め
、
今
後
の
課
題
は
「
下
請
け
か

ら
の
脱
却
」
で
す
。
関
連
企
業
の
更
な

る
集
積
と
強
み
を
活
か
し
た
企
業
努
力

に
よ
り
、
そ
の
課
題
を
乗
り
越
え
た
先

に
は
「
あ
ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
ハ

イ
テ
ク
総
合
産
地
」
が
あ
り
ま
す
。 

京
丹
後
市
に
は
、
約
１
５
０
の
機
械
金
属
関
連
企
業
が
集
積

し
て
い
ま
す
。
都
市
部
か
ら
遠
い
と
い
う
地
理
的
不
利
を
、
付

加
価
値
を
高
め
る
努
力
と
品
質
保
持
に
よ
る
信
頼
の
獲
得
で

克
服
し
、
更
な
る
飛
躍
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

機
械
金
属
製
品

あ
ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
ハ
イ
テ
ク
総
合
産
地
を
目
指
す 

▲現存する日本計算器製の手動計算器 

（資料提供：㈱峰山鉄工所） 
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▲自社製作した工作機械の検査風景 

（㈱日進製作所パンフレットより） 

技
術
の
蓄
積
で
製
品
開
発 

【
株
式
会
社 

日
進
製
作
所
】 

㈱
日
進
製
作
所
は
、
「
工
業
用
ミ
シ
ン
部

品
の
製
造
」
、
「
自
動
車
・
オ
ー
ト
バ
イ
エ

ン
ジ
ン
部
品
の
製
造
」
、
「
超
精
密
加
工
機

械
・
生
産
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
製
造
販
売
」

を
３
大
事
業
に
掲
げ
て
事
業
を
展
開
。
中
で

も
自
動
車
・
オ
ー
ト
バ
イ
エ
ン
ジ
ン
部
品
は
、

売
り
上
げ
の
７
割
を
占
め
る
主
力
商
品
。
燃

費
を
左
右
す
る
自
動
車
の
心
臓
部
で
あ
る
エ

ン
ジ
ン
部
品 

〝
ロ
ッ
カ
ー
ア
ー
ム
〟
な
ど

を
製
造
し
て
い
る
。 

同
社
は
、
業
界
で
の
地
位
が
確
立
さ
れ
て

い
な
い
創
成
期
に
、
「
工
作
機
械
の
製
造
業

者
が
丹
後
ま
で
な
か
な
か
来
て
く
れ
な
い
」

と
い
う
理
由
か
ら
、
故
障
し
た
工
作
機
械
を

自
社
で
修
理
し
た
り
、
改
造
し
た
り
し
た
。

そ
の
経
験
を
活
か
し
て
工
作
機
械
の
製
造
技

術
を
蓄
積
。
つ
い
に
昭
和
48
年
に
は
、
自
動

式
縦
型
ホ
ー
ニ
ン
グ
盤
（
１
号
機
）
を
完
成

さ
せ
た
。 

 

自
社
の
作
業
効
率
向
上
の
た
め
に
開
発
さ

れ
た
製
品
が
大
手
企
業
の
目
に
止
ま
り
、
改

良
を
重
ね
て
商
品
化
さ
れ
た
ホ
ー
ニ
ン
グ
盤

が
、
現
在
は
同
社
の
主
要
な
製
品
の
ひ
と
つ

と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
る
。 

 技
術
は
宇
宙
へ 

【
株
式
会
社 

積
進
】

㈱
積
進
は
、
「
他
の
企
業
が
や
ら
な
い
こ

と
を
や
る
」
と
の
理
念
の
も
と
、
一
点
物
に

こ
だ
わ
っ
た
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
半
導
体

製
造
装
置
な
ど
高
度
な
加
工
技
術
を
要
求
さ

れ
る
業
務
も
こ
な
す
。 

ｘ
ｙ
ｚ
軸
に
、
縦
回
転
と
横
回
転
を
加
え

た
高
度
な
切
削
加
工
が
可
能
な
「
同
時
５
軸

制
御
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
」
を
平
成
９
年
に

初
め
て
導
入
。
現
在
は
10
台
以
上
を
保
有
し

て
い
る
。 

同
機
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
ど
お
り
に
忠
実
に

か
つ
正
確
に
作
動
す
る
一
方
、
プ
ロ
グ
ラ
マ

ー
の
セ
ン
ス
や
経
験
が
不
可
欠
。
「
設
備
投

資
を
行
う
だ
け
で
は
機
械
の
性
能
を
活
か
し

き
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
の
こ
と
か
ら
、
早

く
か
ら
人
材
の
育
成
に
取
り
組
み
、
そ
の
結

果
、
国
家
技
能
検
定
を
有
す
る
社
員
を
多
数

抱
え
る
。
高
度
な
技
術
レ
ベ
ル
を
保
つ
た
め
、

ほ
と
ん
ど
の
従
業
員
は
正
社
員
と
し
て
雇

用
。
人
材
の
確
保
と
育
成
を
最
重
要
視
し
て

い
る
。 

 

同
社
の
工
程
管
理
及
び
品
質
管
理
は
、
国

内
は
も
と
よ
り
、
世
界
の
主
要
航
空
機
メ
ー

カ
ー
の
基
準
に
も
合
格
す
る
な
ど
高
い
信
頼

を
獲
得
。
ボ
ー
イ
ン
グ
社
の
航
空
機
や
国
産

Ｈ
２
ロ
ケ
ッ
ト
の
部
品
な
ど
数
多
く
の
航
空

宇
宙
関
連
部
品
を
手
が
け
て
い
る
。 

 

全
数
検
査
が
基
本 

【
株
式
会
社 

峰
山
鉄
工
所
】

㈱
峰
山
鉄
工
所
は
、
鍛
造
を
専
門
と
す
る

企
業
で
、
主
に
エ
ン
ジ
ン
部
品
な
ど
を
製
造
。

同
社
は
、
㈱
日
進
製
作
所
の
協
力
工
場
で
も

あ
る
。
鍛
造
業
で
は
、
金
型
製
作
と
鍛
造
を

別
の
業
者
が
請
け
負
う
こ
と
が
多
い
が
、
京

丹
後
市
に
は
専
門
業
者
が
少
な
い
た
め
、
同

社
は
、
設
計
・
金
型
製
作
・
鍛
造
ま
で
一
貫

し
て
こ
な
す
。 

 

取
引
先
に
立
地
的
ハ
ン
デ
ィ
を
感
じ
さ
せ

な
い
よ
う
に
納
期
（
時
間
）
厳
守
を
徹
底
。

製
品
検
査
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
検
査
で
は
な

く
コ
ス
ト
も
手
間
も
か
か
る
「
全
数
検
査
」

を
あ
え
て
行
っ
て
い
る
。 

 

返
品
や
再
送
に
も
時
間
と
コ
ス
ト
が
か
か

り
、
大
切
な
取
引
先
を
失
い
か
ね
な
い
と
い

う
地
理
的
不
利
を
克
服
す
る
た
め
、
品
質
管

理
を
徹
底
し
、
一
個
た
り
と
も
不
良
品
を
流

通
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
。 

精密型打鍛造 

精密機械加工 

精密機械装置 

▲同時 5 軸制御マシニングセンタの操作風景 

（㈱積進パンフレットより） 

▲㈱峰山鉄工所の全数検査の様子 



 

米の食味ランキング 
米の食味ランキングは、「（財）日本穀物検定

協会」が、昭和４６年産米から毎年全国規模の

産地品種について実施。 

炊飯した白飯を実際に試食する食味官能試

験に基づき評価するもの。 

食味試験のランクは、複数産地コシヒカリの

ブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地

品種を比較して特に良好なものを「特Ａ」、良好

なものを「Ａ」、おおむね同等のものを「Ａ’」、や

や劣るものを「Ｂ」、劣るものを「Ｂ’」として評

価。この結果を、毎年食味ランキングとして取り

まとめ、発表されています。 

３
年
ぶ
り
に
最
高
の
「
特
Ａ
」
を
獲
得 

 

京
丹
後
市
全
域
で
栽
培
さ
れ
る
「
丹

後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
の
２
０
０
７
年
産

米
が
、
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ
で
３
年

ぶ
り
に
「
特
Ａ
」
の
評
価
を
獲
得
し
ま

し
た
。 

全
国
の
１
２
４
産
地
品
種
の
う
ち

「
特
Ａ
」
の
評
価
を
受
け
た
の
は
17
産

地
品
種
（
全
体
の
13
・
7
％
）
の
み
。

し
か
も
、
丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
「
特

Ａ
」
獲
得
は
、
西
日
本
で
唯
一
の
快
挙

と
な
り
ま
し
た
。 

丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
、
２
０
０
３

年
、
０
４
年
産
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ

で
も
２
年
連
続
で
「
特
Ａ
」
の
評
価
を

獲
得
。
２
年
連
続
で
「
特
Ａ
」
の
評
価

を
受
け
た
の
は
わ
ず
か
６
産
地
品
種

（
全
体
の
５
・
２
％
）
で
し
た
。 

な
お
０
５
年
、
０
６
年
産
米
は
、
夏

の
出
穂
期
の
高
温
が
影
響
し
て
「
Ａ
」

の
評
価
に
甘
ん
じ
ま
し
た
。 

 

京
丹
後
の
大
地
と
栽
培
管
理
が
育
む
米 

 

米
の
美
味
し
さ
を
左
右
す
る
要
素
に

は
、
米
に
含
ま
れ
る
タ
ン
パ
ク
質
や
ア

ミ
ロ
ー
ス
の
量
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ら
の
増
減
に
は
、
気
候
、
水
、
土
、

気
温
な
ど
が
影
響
。
昼
夜
の
温
度
差
が

大
き
い
気
候
や
、
良
質
の
水
・
土
と
い

っ
た
京
丹
後
の
気
候
風
土
が
米
づ
く
り

に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま

す
。 

 

ま
た
、
米
づ
く
り
に
適
し
た
気
候
風

土
や
優
れ
た
品
種
に
加
え
、
栽
培
時
期

や
施
肥
な
ど
の
栽
培
方
法
（
管
理
）
に

よ
っ
て
も
食
味
は
大
き
く
左
右
さ
れ
ま

す
。
米
づ
く
り
に
適
し
た
気
候
風
土
と
、

適
切
な
栽
培
方
法
を
実
践
す
る
農
家
の

方
々
の
努
力
が
、
最
高
評
価
「
特
Ａ
」

の
獲
得
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
言
え
ま

す
。 

 

う
ま
い
米
づ
く
り
へ
向
け
た
取
り
組
み 

  

「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
は
、
良
食
味
な
ど

市
場
性
の
高
さ
か
ら
、
昭
和
40
年
代
に

導
入
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
「
い
も

ち
病
」
に
弱
く
、
ま
た
、
倒
伏
し
や
す

食味を左右する要素 
【タンパク質含量】 

  同じ品種の米でもタンパク質含量が高いとご飯の粘りが弱くなり、低いと粘

りが強くなります。一般に日本人は粘りのあるご飯を美味しいと感じます。 

【アミロース含量】 

  お米の澱粉は、アミロースとアミロペクチンで構成されており、アミロースの

比率が低いほどご飯の粘りがあり美味しいと感じます。 

【水分】 

  お米の水分は、食味だけでなく貯蔵性に大きく影響する重要な品質要素

で、適正な水分は玄米で 14.5～16.0％、白米で 14.0～14.5％です。 

【脂肪酸度】 

  玄米に含まれる脂肪が分解してできる遊離脂肪酸を測定し、古米化の尺

度とするもので、新米や低温貯蔵した玄米の脂肪酸度は 20 以下ですが、古米

化した玄米は 30 を超えます。 

 

食味に影響する要因 
要  因 荷  重 食味を左右する性質 区  分 

品 種

産 地

気 候

栽 培 方 法

最大 

大 

大 

大 

良食味品種と不良食味品種の存在 

気候、水、土壌条件も含む 

日照時間、温度など 

栽培時期、施肥など 

食味を上げる 

収 穫

乾 燥

貯 蔵

搗精（精米）

浸 漬

炊 飯 方 法

蒸 ら し

時 間

中 

大 

大 

大 

中 

中 

中 

大 

刈取時期、コンバインによる損傷など 

急激乾燥、ムレ、胴割、水分など 

貯蔵条件 

搗精歩合など 

給水率 

ガス、電気など多種多様な炊飯方法 

時間 

食べるまでの時間、温度 

食味を落とさない

参考：平成 8 年 ＪＡ京都丹後広報誌「タンゴ DE ゴンタ」 

※赤字は、生産過程において食味に影響する人的要素を示す。（作成者） 

㈶
日
本
穀
物
検
定
協
会
の
２
０
０
７
年
産
米
の
食
味
ラ
ン

キ
ン
グ
で
、
丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
が
、
最
高
評
価
の
「
特
Ａ
」

を
獲
得
し
ま
し
た
。
丹
後
米
改
良
協
会
な
ど
関
係
機
関
の
地
道

な
指
導
と
そ
れ
を
遵
守
す
る
農
家
の
努
力
の
結
晶
で
す
。 

丹
後
産
コ
シ
ヒ
カ
リ

西
日
本
唯
一
の
食
味
最
高
ラ
ン
ク
「
特
Ａ
」
を
獲
得 

▲丹後産コシヒカリ 
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資料編 

▲展示田での熱心な意見交換の様子 

い
性
質
の
た
め
、
丹
後
に
定
着
さ
せ
る

ま
で
に
は
丹
後
米
改
良
協
会
な
ど
の
関

係
機
関
と
農
家
の
多
大
な
苦
労
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
有
効
な
栽
培
方
法
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
徹
底
す
る
農
家
の

方
々
の
勤
勉
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
最

高
評
価
の
「
特
Ａ
」
を
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。 

 

地
域
の
結
束
が
産
地
化
の
カ
ギ 

 

京
丹
後
市
に
は
、
現
在
ま
で
に
培
わ

れ
て
き
た
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
に
適
し
た

栽
培
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
、
「
コ
シ
ヒ
カ
リ

し
か
つ
く
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
守
り
実
践
す
る
農
家

の
方
々
の
ま
じ
め
さ
や
実
直
さ
が
息
づ

い
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
化
学
肥
料
や

化
学
農
薬
の
使
用
を
抑
え
た
「
特
別
栽

培
米
」
な
ど
、
安
全
で
お
い
し
い
米
づ

く
り
へ
の
努
力
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

生
産
者
の
努
力
は
、
京

丹
後
市
農
業
の
非
常
に

重
要
な
活
力
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 
今
後
、
京
丹
後
市
が

「
日
本
一
う
ま
い
米
の

産
地
」
と
し
て
の
地
位

を
確
立
す
る
た
め
に
は
、

関
係
機
関
と
農
家
が
一

丸
と
な
っ
て
、
産
地
の

気
候
・
風
土
と
品
種
の

特
性
を
研
究
・
認
識
し

た
上
で
、
常
に
安
定
し

た
品
質
の
米
を
供
給
し

続
け
る
体
制
を
整
え
て

い
く
こ
と
こ
そ
が
必
要

で
す
。 

 

水
稲
青
空
教
室
の
様
子 

 

作
況
田
の
展
示 

催
。
①
水
田
の
審
査
２
回
（
茎
数
の
多
少
、

病
害
虫
の
発
生
有
無
、
水
管
理
の
適
正
さ 

な
ど
）
、
②
外
観
審
査
（
粒
ぞ
ろ
い
や
光
沢
）
、

③
食
味
審
査
（
食
味
計
に
よ
る
理
化
学
検
査

と
炊
飯
し
た
米
の
食
べ
比
べ
に
よ
る
お
い
し

さ
の
審
査
）
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
参
加
者

は
、
食
味
審
査
の
結
果
な
ど
を
、
栽
培
技
術

向
上
の
参
考
と
し
て
い
る
。 

 

公
募
に
よ
り
、
毎
年
40
～
50
軒
ほ
ど
の
農

家
が
米
を
持
ち
寄
り
、
良
食
味
共
励
会
を
開

         

【
稲
作
管
理
特
報
の
発
行
】 

 

「
稲
作
管
理
特
報
」
を
年
４
～
５
回
発
行
。

紙
媒
体
で
栽
培
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。 

【
携
帯
メ
ー
ル
配
信
】 

農
家
に
対
し
、
栽
培
情
報
を
携
帯
電
話
に

メ
ー
ル
で
配
信
。
水
稲
の
生
育
状
況
、
気
象

情
報
や
害
虫
の
発
生
情
報
な
ど
、
年
間
20
回

程
度
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。 

▲食味共励会の様子 

【
水
稲
青
空
教
室
】 

 

丹
後
米
改
良
協
会
が
行
う
水
稲
青
空
教
室

は
、
市
内
各
地
で
年
３
回
程
度
開
催
さ
れ
、

そ
の
年
の
気
候
な
ど
の
条
件
に
適
し
た
栽
培

方
法
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

指
導
に
あ
た
る
関
係
者
の
技
術
員
研
修
会
も

実
施
し
、
均
一
な
指
導
が
行
え
る
体
制
が
整

え
ら
れ
て
い
る
。 

【
「
作
況
田
」
や
「
調
査
田
」
の
設
置
】 

市
内
数
か
所
に
「
作
況
田
」
を
設
置
。
生

育
状
況
な
ど
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
栽
培
指

導
や
研
修
会
な
ど
で
農
家
に
報
告
す
る
ほ

か
、
地
域
内
の
良
食
味
生
産
地
域
に
「
調
査

田
」
を
設
置
し
、
水
質
、
土
質
、
生
育
状
況
、

分
解
調
査
と
い
っ
た
基
礎
デ
ー
タ
を
分
析
。

良
食
味
米
を
生
産
す
る
た
め
の
「
理
想
生
育

相
」
の
調
査
（
各
調
査
田
の
共
通
点
の
分
析
）

を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
必
要
に
応
じ

て
「
展
示
田
」
と
し
て
農
家
に
も
公
開
し
て

い
る
。 

          【
良
食
味
共
励
会
の
開
催
】 

ＪＡ京都 

京都府 市 町 

丹後米改良協会は、丹後の基幹作物で

ある水稲の収量・品質向上を目的に、

昭和 47 年に設置された組織です。 

丹
後
米
改
良
協
会
の
取
り
組
み 丹後米改良協会 
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京丹後市の産業の状況 

 産業別の就業者数については、平成１２年に第３次産業が第２次産業を上回り、平成１７

年には５３.０％で最も多くなっています。 

 - 19 -

 農業については、年々農家数の減少が続いており、農業粗生産額も平成７年以降に大きな減少

がみられました。しかし一方、農業就業人口１人当りの農業粗生産額は１８３万円で京都府内市

部平均※を上回っています。主な生産品目は米で、粗生産額全体の４６.１％を占めています。 

農業粗生産額・農家数の推移

8,919
9,280 9,133

8,181

6,563

5,588
5,049

4,526
4,135

7,600

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

S60 H2 H7 H12 H

（百万円、戸）

17

農業粗生産額

総農家数

粗生産額内訳（H17）

野菜, 23.7%

畜産, 7.6%

果実, 9.6%

その他,
13.0%

米, 46.1%

生産量の推移（海面漁業・養殖業）

2,842 3,150 2,612

31,626

20,365

12,982

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H7 H12 H17

（ｔ）

京丹後市

京都府計

就業人口当り生産額（H17）

1,826

1,642

0

500

1,000

1,500

2,000

京丹後市 市部平均※

（千円）

産業別就業者数

第１次産業 第２次産業 第３次産業

11.0%

10.7%

12.1%

12.8%

16.5%

36.0%

40.6%

44.9%

49.5%

48.0%

53.0%

48.7%

43.0%

37.7%

35.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17

H12

H7

H2

S60

資料：国勢調査 

※京都市を除く 

資料：京都府統計書

 漁業については、海洋資源の減少により、生産量が減少傾向にあります。漁獲量の内訳では、

魚類が最も多く７８．３％を占めていますが、近年はカニなどの水産動物類の割合も高くなって

います。 

資料：京都府漁業の動き

漁類別漁獲量

79.4%

78.3%

76.1%

83.2%

10.8%

14.2%

18.9%

10.9%

4.0%

3.6%

6.0%

3.5%

6.2%

1.0%

1.5%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

京都府

H17

H12

H7

魚類 水産動物類 貝類 海藻類

産業別就業者数 

農業粗生産額・農家数の推移 就業人口当り生産額（H17） 粗生産額内訳（H17） 

生産量の推移（海面漁業・養殖業） 魚類別漁獲量 



 工業については、繊維工業が中心で、これまで全国的な不況とともにちりめん業の構造的な不

況などから、従業者数や製造品出荷額等の減少傾向が続いていました。しかし、機械金属工業の

好調で、出荷額等が増加に転じています。工業従業者１人当りの出荷額は、京都府内市部平均※

と比較して低い水準に留まっています。 ※京都市を除く 
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従業者1人当り出荷額等（H17）

15,423

33,752

0

10,000

20,000

30,000

40,000

京丹後市 市部平均※

（千円）

 商業については、従業者数は横ばいですが、販売額は近年減少傾向にあります。小売業の購買

力流出率を近隣市町と比較すると、京丹後市は０.７９となり、やや低い水準です。 

 観光については、年間約２００万人の入込客があり、これまで順調に増加を続けてきましたが、

レジャー形態の多様化が進み、日帰り客の増加やアウトドア志向などから、近年は伸び率が鈍化

し、観光消費額も減少傾向に転じています。しかし、観光客１人当りの消費額を京都府内市部平

均※と比較すると、京丹後市は４,０１５円となり、大きく上回っていることがわかります。 

観光の推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

S60 H2 H7 H12 H17

（人）

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

（千円）

観光入込客数（人）

観光消費額（千円）

資料：商業統計、H16は速報値

※購買力の流出入率とは、一定地域の商業規模を表す指標で、実際の人口に府平均の1人あたり

　年間小売販売額を乗じた潜在購買力に対する実際の年間販売額の比率。

商業の推移

1,1021,143
1,2441,2721,357

1,4521,429

5,1085,1025,1175,1335,181
5,473

4,845

137,520

104,050

107,550

120,932

139,988132,447

118,913

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

S63 H3 H6 H9 H11 H14 H16

0

50,000

100,000

150,000

200,000

商店数（件）

従業者数（人）

年間販売額（百万円）

購買力の流出入率（H16）

1.04

0.74

0.64

0.89

0.79

0.86

0.91

0.00

0.50

1.00

1.50

京丹後市

宮津市

舞鶴市

福知山市加悦町

岩滝町

野田川町

※京都市を除く 

資料：工業統計（従業者４人以上）

資料：京都府商工観光室

工業の推移

8,326

10,228

7,915

7,289

7,938

6,875
7,114

6,262

5,359

564 537 427 318 273

5,147

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

S60 H2 H7 H12 H17

（人、千万円、件）
製造品出荷額等（千万円）

従業者数（人）

事業所数（件）

観光客1人当り消費額（H17）

4,015

2,134

0

2,000

4,000

6,000

京丹後市 市部平均※

（円）

従業者１人当り出荷額等（H17） 工業の推移 

購買力の流出入率（H16） 商業の推移 

観光客 1 人当り消費額（H17）観光の推移 



                             【ご協力いただいた皆様】                                      

                                    

大善株式会社 様  

    株式会社峰山鉄工所 様 

    株式会社日進製作所 様 

    株式会社積進 様 

  丹後織物工業組合 様 

  丹後町漁業協同組合 様 

丹後農業改良普及センター 様 

  手嶋隆行 様（福岡県大阪事務所 事務主査） 

  山下博成 様（京丹後市農業経営改善支援センター 総括推進員） 

  山﨑 淳 様（京都府立海洋センター 主任研究員） 

寺田昭夫 様（丹後機械工業協同組合 常務理事） 

行場吉成 様（国立大学法人京都工芸繊維大学地域共同研究センター 客員教授） 

 

  

謝 

辞 

 

全
国
初
の
試
み
と
な
っ
た
、「
京

丹
後
市
知
的
資
産
経
営
報
告
書
」

の
作
成
に
あ
た
り
、
前
例
の
な
い

取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
快
く

ご
協
力
い
た
だ
き
、
講
師
を
お
世

話
に
な
っ
た
皆
様
及
び
視
察
研
修

な
ど
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た

市
内
事
業
所
の
皆
様
に
対
し
ま
し

て
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
報
告
書
作
成
に
あ
た

り
、
貴
重
な
資
料
や
情
報
を
提
供

し
て
い
た
だ
い
た
方
々
な
ど
、
す

べ
て
の
関
係
者
の
皆
様
に
心
か
ら

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
後
、
本
報
告
書
を
活
用
し
て

い
た
だ
く
際
に
、
引
き
続
き
ご
指

導
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

京
丹
後
市
知
的
資
産
経
営
報
告

書
作
成
検
討
チ
ー
ム 

一
同 

【作成者】（報告書作成検討チームメンバー）                             

 

  ■知的資産経営推進者 

    中森孝文（国立大学法人京都工芸繊維大学地域共同研究センター 准教授） 

  ■京丹後市職員 

    木村・充（企画政策部総合戦略課 課長補佐） 

    澤 学爾（  〃  総合戦略課 主任） 

    竹内昌明（  〃  企画推進課 主任） 

    服部 忍（  〃  行財政改革推進課 主任） 

    梅田利通（農林水産部農村振興課 主任） 

    大同敏剛（  〃  海業水産課 主任） 

    増田知裕（商工観光部商工振興課 主任） 

    田中光男（  〃  商工振興課 主任） 

    藤原和子（  〃  観光振興課 課長補佐） 

    西村誠志郎（  〃  丹後の魅力総合振興課 課長補佐） 
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● 注意事項 ● 

 京丹後市知的資産経営報告書に記載されている内容は、現在入手可能な情報に基づき、現時点における京丹

後市知的資産経営報告書作成検討チームの判断で記載しています。そのため、内外の環境の変化や調査・研究

の進展などによっては、これらの記載内容などを変更すべき必要を生じることもあり、その際には、本報告書

の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もあります。従って、本知的資産経営報告書に記載した内

容や数値などを、将来にわたって保証するものではありませんのでご了承ください。 

 

    この報告書に関するお問い合わせ先     

 京丹後市企画政策部総合戦略課 

   〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷 889 番地 

   TEL 0772-69-0001（代表） ／ FAX 0772-69-0901 

   メール sogosenryaku@city.kyotango.kyoto.jp 

   ホームページ http://www.city.kyotango.kyoto.jp 
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