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新高梁市発足記念

※　Ａ～Ｄ前売共通入場券（Ａ～Ｄのうちいずれかの１ブロックに入場できます）
　　高校生以上……１０００円（当日券は２００円増）　４歳以上中学生まで……５００円（当日券は１００円増）
　　高梁総合文化会館、市内各公民館、市役所住民福祉課、各地域局ほか取扱表示のある場所で発売中

■問い合わせ　スクリーンフェスティバルインたかはし実行委員会（��０２８２）

とき 8月20日、21日　ところ 高梁総合文化会館
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※A～Ｄの各ブロックごとに、お楽しみ抽選会があります

◆国勢調査は、１０月１日現在で高梁市に住んでいるす

べての人が対象となります。

◆９月下旬から１０月上旬にかけて、総務大臣から任命

された国勢調査員が皆さんのお宅へ、調査票の配布

と受け取りに伺います。

◆国勢調査員をはじめとする調査関係者には守秘義

務があり、調査内容の秘密は保護されます。

　　市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ　企画課企画係（��０３１４、�０２０９）　

１０月１日、全国一斉に国勢調査が
実施されます
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21日�２０日�
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オマツリ 男  爵 とヒミツの 島 

だん しゃく しま

�������
 水平 
すいへい

 線上 の陰謀（ストラテジー）
せんじょう
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出演・リチャード･ギア　ジェニファー･ロペス　ほか

���　　　　
レイ･チャールズ�音楽、恋、そして人生。

彼は、生きることにおいて〈天才〉だった。
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出演・吉岡秀隆　石田ゆり子　尾高杏奈　ほか

����
出演・吉永小百合　豊川悦司　柳葉敏郎　ほか�
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出演・役所広司　妻夫木聡　柳葉敏郎　ほか

����������
出演・竹内結子　中村獅童　武井　証　　ほか
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��������　１０:００～１２:００（レクチャールーム）
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������　19：25～（大ホール）
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洋画・字幕スーパー（9：30～）

邦画（14：55～）

洋画・字幕スーパー（11：26～）

邦画（17：15～）

邦画（15：33～）

邦画（13：24～）

アニメ（11：21～）

アニメ（9：30～）

観月ありさ観月ありさ
 がやってくがやってくる

！る！

��������出演・観月ありさ　哀川　翔
　　　宇津井　健　ほか

　高梁地域局住民福祉課では、次のとおり追加募集を受け付けています｡

◆対　象　今年９月以降に開始し、来年３月末までに完了する高梁地
　　　　　域（旧高梁市）の団体等が行う次の事業に関するもの

◎地域振興に関する事業
　　地域、団体および個人が行う地域づくり、地場産業の振興等で、
地域振興・活性化につながる特色あるハード及びソフト事業

◎人材育成に関する事業
　　地域振興・国際交流施策推進のためのリーダー等の育成事業。地
域振興・国際交流のための担い手となるボランティアの育成事業

◎国際交流に関する事業
　　地域、団体および個人が行う人的・文化・経済・技術・学術交流
等の各種国際交流事業。国際交流促進のための組織づくり活動事業｡
国際交流促進のため必要な施設等の整備事業｡地域の国際化と地域
振興、活性化をさせる国際交流事業

◆締め切り　９月９日�

■問い合わせ　高梁地域局住民福祉課（��０２８２）

２００５「鳶がクルリと」製作委員会２００５「鳶がクルリと」製作委員会



平成１７年（２００５）8月��

　

改
革
の
成
功
を
聞
き
、
多
く

の
人
々
が
方
谷
か
ら
学
ぼ
う
と

こ
の
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
中

で
も
河
井
継
之
助
は
安
政
六

（
一
八
五
九
）年
か
ら
七
年
に
か

け
て
の
八
か
月
間
も
滞
在
し
、

方
谷
を
師
と
仰
い
で
密
着
し
て

そ
の
心
と
方
法
を
学
び
、
の
ち

に
長
岡
藩
で
家
老
に
な
り
、
改

革
を
成
し
遂
げ
て
い
ま
す
。

　

藩
財
政
が
安
定
す
る
と
、
藩

主
板
倉 
勝  
静 
は
江
戸
幕
府
か
ら

か
つ 

き
よ

寺
社
奉
行
を
命
ぜ
ら
れ
、
最
後

は
筆
頭
老
中
（
幕
政
の
最
高
幹

部
）
と
な
り
、
方
谷
も
顧
問
と

し
て
相
談
に 
与 
っ
て
い
ま
す
。

あ
ず
か

　

し
か
し
幕
府
政
治
の
破
綻
を

予
知
し
、
老
中
辞
職
を
進
言
し

た
方
谷
の
願
い
は
受
け
入
れ
ら

れ
ず
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）

年
八
月
、
方
谷
は
帰
藩
し
て
藩

主
に
代
り
藩
政
を
指
導
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
の
ち
に
、「
藩

の
こ
と
は
す
べ
て
聞
い
て
も
ら

え
た
が
、
幕
政
の
こ
と
は
一
つ

も
聞
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
」

と
嘆
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
年
の
十
月
に
大
政
奉

還
、
十
二
月
に
王
政
復
古
の
大

号
令
が
出
さ
れ
、
政
治
の
実
権

は
朝
廷
方
に
移
り
ま
し
た
。
翌

年
一
月
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
が
起

こ
り
ま
し
た
。
勝
静
は
将
軍
慶

喜
に
つ
い
て
江
戸
に
行
き
、
朝

敵
と
し
て
松
山
藩
は
備
前
藩
の

追
討
の
軍
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

方
谷
は
藩
民
を
救
う
た
め
朝

廷
へ
の
恭
順
を
主
張
、
藩
地
を

さ
し
出
し
降
伏
す
る
こ
と
に
決

め
ま
し
た
。
し
か
し
勝
静
の
行

為
を
「
大
逆
無
道
」
と
決
め
付

け
た 
鎮  
撫  
使 
側
の
文
案
に
対

ち
ん 

ぶ 

し

し
、
方
谷
は
「
主
君
は
誠
実
な

人
で
反
逆
者
や
無
道
な
人
で
は

な
い
、
こ
れ
を
認
め
た
の
で
は

臣
下
た
る
自
分
の
義
が
立
た
な

い
」
と
自
決
を
決
意
、
遺
書
を

し
た
た
め
ま
し
た
。
使
者
の
大

石
・
三
島
・
横
屋
に
よ
る
死
を
覚

悟
し
た
嘆
願
の
末「
軽
挙
暴
動
」

に
書
き
換
え
が
な
り
、
無
血
開

城
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
こ
こ
に

も
方
谷
の
義
を
重
ん
じ
る
心
を

知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の

時
、
君
公
警
備
で
大
坂
に
い
た

熊
田 
恰 
は
勝
静
か
ら
松
山
へ
の

あ
た
か

帰
藩
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
し

か
し
部
下
約
百
五
十
名
と
玉
島

ま
で
帰
る
と
備
前
藩
に
囲
ま

れ
、
藩
の
た
め
、
玉
島
を
救
う
た

め
に
自
決
し
て
い
ま
す
。

　

松
山
藩
は
朝
敵
と
し
て
備
前

藩
の
支
配
下
に
お
か
れ
ま
し

た
。
方
谷
は
行
方
不
明
と
な
っ

た
勝
静
の
探
索
と
藩
の
復
活
を

め
ざ
し
て
努
力
し
ま
す
。
そ
し

て
松
山
藩
は
藩
知
事
板
倉 
勝  
弼 

か
つ 

す
け

の
も
と
で
復
活
が
許
さ
れ
、
勝

静
も
函
館
よ
り
無
事
救
出
さ

れ
、 

安  
中 
藩
で
謹
慎
に
入
り
、

あ
ん 

な
か

や
っ
と
安
心
し
て
政
治
か
ら
退

く
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。

◇
再
び
教
え
る

　

方
谷
は
お
だ
や
か
で
、
よ
く

学
び
、
そ
の
知
識
を
も
と
に
深

く
考
え
て
、
良
い
と
思
っ
た
こ

と
は
誠
意
を
も
っ
て
ね
ば
り
強

く
実
行
す
る
、
強
い
意
志
を
も

っ
た
人
で
し
た
。
晩
年
の
方
谷

は
後
進
の
教
育
に
尽
力
し
て
い

ま
す
。

　

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
よ

り
長
瀬
で
、
三
年
か
ら
は
小
阪

部
で
家
塾
を
開
き
、
全
国
か
ら

集
ま
っ
た
多
く
の
弟
子
に
教
育

し
、
人
材
の
育
成
に
熱
中
す
る

毎
日
を
送
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
、

川
田 
甕  
江 
を
介
し
て
、
新
政
府

お
う 

こ
う

の
財
務
局
勤
務
の
打
診
が
あ
り

ま
し
た
が
、
断
っ
て
い
ま
す
。

　

長
瀬
塾
で
の
こ
と
で
す
。
冬

は
寒
く
て
も
火
鉢
を
遠
ざ
け
、

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
講
義
を
し

て
、
い
つ
も
時
間
が
長
く
な
り

ま
し
た
が
、「
遺
言
と
し
て
聞
い

て
許
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
幼
少
者
へ

の
講
義
を
年
長
者
が
先
生
の
代

行
を
申
し
出
る
と
、「
私
の
話
を

聞
く
の
に
来
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
一
日
に
一
度
は
話
を
し

な
け
れ
ば
」
と
断
り
ま
し
た
。

　

方
谷
は
陽
明
学
者
で
あ
る
熊

沢 
蕃  
山 
の
建
策
が
も
と
で
建
て

ば
ん 

ざ
ん

ら
れ
た
閑
谷
学
校
の
再
建
を
願

い
、
明
治
六
年
に
再
建
さ
れ
る

と
九
年
七
月
ま
で
、
春
・
秋
各

一
か
月
ほ
ど
滞
在
し
て
陽
明
学

を
講
義
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
九
年
九
月
以
来
、
慢
性

水
腫
に
か
か
り
、
病
状
は
好
転

せ
ず
、
明
治
十
年
六
月
二
十
六

日
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

臨
終
に
際
し
て
家
人
に
命
じ

て
枕
も
と
の
机
上
に
香
を
焚

き
、
勝
静
よ
り
賜
っ
た
短
刀
と

小
銃
、
王
陽
明
全
集
を
置
き
、

悠
然
と
息
を
引
き
取
り
ま
し

た
。
享
年
七
十
三
才
で
あ
り
ま

し
た
。（
文
・
児
玉　

享
さ
ん
）

大
役
を
は
た
す

「長瀬塾図」方谷の塾舎（現・方谷駅西側）

方谷先生の遺徳をしのんで
つくられた「方谷園」


