
「
写
真
の
町
」
東
川
町
。

…
と
い
う
も
の
の
、
実
際
に

そ
の
歴
史
を
知
る
人
は
多
く
な
い
。

東
川
町
に
と
っ
て
の
根
っ
こ
は
、

ど
う
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
の
か
。

幕
開
け
か
ら
こ
れ
ま
で
の

歩
み
を
振
り
返
る
。

「
写
真
の
町
」
を

た
ど
る



「
写
真
の
町
」
の
は
じ
ま
り
は
、
１
９
８

４
年
ま
で
遡
り
ま
す
。
こ
の
年
開
拓
90
年
、

10
年
後
に
は
開
拓
1
0
0
年
を
控
え
る

東
川
町
は
、「
次
の
時
代
の
東
川
町
」
に

向
け
た
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
を

模
索
し
て
い
ま
し
た
。
全
国
的
に
「
一
村

一
品
運
動
」
が
広
ま
り
、
地
方
自
治
体
は

そ
れ
ぞ
れ
の
資
源
を
活
か
し
た
ま
ち
お
こ

し
に
取
り
組
む
流
れ
も
あ
っ
た
時
期
で
す
。

当
時
の
東
川
町
は
「
お
米
と
工
芸
、
観
光

の
町
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
し
た
が
、
特
に
観
光

に
お
い
て
は
、
天
人
峡
・
旭
岳
の
２
つ
の

温
泉
地
を
有
し
な
が
ら
も
、
富
良
野

↔

旭

川
↔

層
雲
峡
と
い
っ
た
メ
ジ
ャ
ー
な
観
光

ル
ー
ト
か
ら
外
れ
、
観
光
客
を
集
め
づ
ら

い
状
況
で
し
た
。
観
光
客
を
誘
致
す
る
た

め
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
一
時
的

な
効
果
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
く
、
長
期

的
な
視
点
で
町
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め

の
戦
略
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
し
た
。

　
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
両
温

泉
地
区
で
は
新
た
な
イ
ベ
ン
ト
企
画
を
検

討
し
て
い
た
な
か
、
天
人
峡
温
泉
地
区
の

P
R
な
ど
を
請
け
負
っ
て
い
た
旭
川
の
印

刷
会
社
社
長
の
宗そ
う
ま
ん
た
だ
し

万
忠
氏
が
、
札
幌
の
イ

ベ
ン
ト
企
画
会
社
で
あ
る
ゼ
ブ
ラ
・
プ
ラ

ネ
ッ
ツ
（
当
時
は
「
勇
崎
企
画
」）
代
表
の
勇

崎
哲
史
氏
に
相
談
。
す
る
と
勇
崎
氏
か
ら

は
、
従
来
の
単
発
的
な
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る

集
客
策
で
は
な
く
、
東
川
の
自
然
景
観
を

活
か
し
た
町
全
体
が
発
信
力
を
も
つ
「
写

真
の
町
」
づ
く
り
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の

企
画
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
提
案
は
、

「
写
真
」
を
通
じ
て
町
の
風
景
や
文
化
の

魅
力
を
広
く
発
信
し
、
町
内
の
至
る
と
こ

ろ
で
写
真
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
、
人
々

が
町
に
何
度
も
訪
れ
る
理
由
や
魅
力
を
創

出
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
し
た
。

両
温
泉
地
区
は
、
想
定
外
の
あ
ま
り
に
も

壮
大
な
提
案
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
温
泉

街
で
実
現
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
町
全
体

観
光
に
悩
む
「
行
き
止
ま
り
」
の
地

迫
る
１
０
０
年
と
一
村
一
品
運
動

「写真の町」の夜明け
他にはない独自のまちづくり、

「写真の町」東川町の歩みをたどる。

たどる─ ❶

6



な
ど
の
要
素
で
、
ど
う
他
の
自
治
体
と
の

差
別
化
を
図
り
知
名
度
を
上
げ
て
い
く
か

を
検
討
し
て
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
。
観
光
地

と
町
の
将
来
に
つ
い
て
、
様
々
な
思
い
を

巡
ら
せ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
提
案
か
ら

2
カ
月
間
検
討
し
た
の
ち
、
１
９
８
４
年

の
末
に
「
写
真
の
町
」
実
施
の
判
断
を
下

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
写
真
の

町
」
の
構
想
は
形
を
成
し
、
翌
年
１
９
８

５
年
6
月
1
日
に
東
川
町
は
正
式
に
「
写

真
の
町
」
を
宣
言
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
「
写
真
の

町
」
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
町
民
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
に
最
初
の
10
年
間
は
苦
難
の
連
続
。

「
写
真
映
り
の
よ
い
町
」
と
し
て
町
と
写

真
の
連
動
を
謳
い
ま
し
た
が
、
季
節
ご
と

の
田
園
風
景
の
移
り
変
わ
り
は
町
に
住
む

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
町

役
場
に
企
画
を
持
ち
込
み
ま
す
。

　
当
時
町
長
だ
っ
た
中
川
音
治
氏
は
、
10

年
後
に
控
え
た
開
拓
1
0
0
年
に
向
け

て
思
案
し
て
お
り
、
さ
ら
に
一
村
一
品
運

動
の
中
で
「
米
」「
木
工・家
具
」「
観
光
」

人
に
と
っ
て
ご
く
「
当
た
り
前
」
の
日
常
。

「
写
真
」
で
残
し
て
い
く
こ
と
に
、
町
民

自
身
が
大
き
な
価
値
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
さ
ら
に
「
写
真
の
町
」
と
し
て
ス
タ
ー

ト
し
た
イ
ベ
ン
ト
や
写
真
展
の
参
加
者
の

中
心
は
、
町
外
か
ら
の
写
真
家
や
写
真
愛

好
家
。
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
は
無
関
係

に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
町
民
が
写
真
活
動

に
直
接
参
加
す
る
機
会
は
数
少
な
く
、「
写

真
の
町
」
は
行
政
の
特
別
事
業
の
よ
う
に

受
け
止
め
ら
れ
、
町
で
暮
ら
す
人
た
ち
の

中
で
疎
外
感
を
抱
く
人
も
少
な
く
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。
東
川
町
国
際
写
真
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
、
通
称
「
東
川
町
フ
ォ
ト
フ
ェ

ス
タ
」
で
は
、
当
時
か
ら
著
名
な
写
真
家

が
作
品
を
展
示
し
、
専
門
的
な
講
評
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
価
値
は
理
解
さ
れ

に
く
い
も
の
で
し
た
。
多
く
の
町
民
た
ち

が
「
写
真
の
町
」
を
掲
げ
る
意
義
を
見
出

せ
な
い
ま
ま
、
月
日
は
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。

た
ど
る

町
民
た
ち
が
抱
い
た
疎
外
感
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理
解
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
ま
ま

「
写
真
の
町
」
が
ス
タ
ー
ト
し
て
6
年
、
１

９
９
１
年
に
就
任
し
た
町
長
、
山
田
孝
夫

氏
の
下
で
町
内
全
戸
を
対
象
に
行
わ
れ
た

ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
を
き
っ
か
け
に
、

写
真
の
町
に
変
化
が
起
こ
り
は
じ
め
ま
す
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
写
真
の
町
」
を

継
続
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
町
民

意
識
も
調
査
。
写
真
の
町
を
「
そ
の
ま
ま

続
け
る
べ
き
」
と
の
意
見
は
わ
ず
か
8
・

6
%
だ
っ
た
も
の
の
、「
町
民
参
加
で
進

め
る
べ
き
」
と
の
回
答
は
41
・
5
%
で
、

2
つ
を
合
計
す
る
と
過
半
数
超
え
（「
や

め
る
べ
き
」
は
32
％
）。「
写
真
の
町
」
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
多
少
の
疑
問
は
持

っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
や
め
て
し
ま

う
こ
と
は
長
期
的
に
町
に
と
っ
て
良
く
な

い
判
断
だ
と
、
町
民
が
感
じ
て
い
た
か
ら

こ
そ
の
結
果
で
し
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
受
け
、
町
で
は
写
真
文
化
を
地
域

に
根
付
か
せ
る
施
策
を
強
化
し
て
い
く
方

向
に
舵
を
切
る
こ
と
に
。
こ
れ
ま
で
イ
ベ

ン
ト
を
重
視
し
た
「
東
川
町
国
際
写
真
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
」
を
「
東
川

町
写
真
の
町
実
行
委
員
会
」
に
改
組
し
、

そ
の
実
行
組
織
と
し
て
一
般
町
民
で
構
成

す
る
「
写
真
の
町
企
画
委
員
会
」
を
立
ち

上
げ
、「
ど
う
や
っ
て
町
民
を
巻
き
込
め

る
か
」
に
つ
い
て
一
生
懸
命
考
え
を
巡
ら

せ
ま
す
。
町
内
商
店
で
写
真
を
飾
る
企
画

や
小
学
生
が
取
り
組
む
「
写
真
絵
日
記
」、

シ
ニ
ア
層
向
け
の
写
真
展
な
ど
、
幅
広
い

世
代
へ
企
画
を
実
施
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

別
日
程
で
開
催
し
て
い
た
「
商
工
夏
祭

り
」
と
「
フ
ォ
ト
フ
ェ
ス
タ
」
を
一
体
化

さ
せ
「
ど
ん
と
こ
い
祭
り
」
と
し
て
同
時

開
催
も
。
役
場
の
電
話
応
対
で
は
最
初
の

挨
拶
に
「
写
真
の
町
、
東
川
町
で
す
」
と

名
乗
る
取
り
組
み
も
は
じ
ま
り
、
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
「
写
真
」
を
感
じ
さ
せ
る
工
夫

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
写
真
の
町
宣
言
か
ら
10
年
後
、
さ
ら
な

る
転
機
が
訪
れ
ま
す
。
１
９
９
４
年
、
全

国
高
等
学
校
写
真
選
手
権
大
会
、
通
称

「
写
真
甲
子
園
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

全
国
の
高
校
生
が
集
ま
り
、
写
真
を
通
じ

て
技
術
を
競
う
こ
の
大
会
は
、
町
民
参
加

型
の
取
り
組
み
の
象
徴
と
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
写
真
甲
子
園
の
開
催
に
よ
っ
て
町

民
が
大
会
運
営
や
被
写
体
と
し
て
深
く
関

わ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
高
校
生
の
町

内
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
が
始
ま
っ
た
こ
と
な
ど

も
合
わ
さ
り
、
外
部
の
若
者
た
ち
と
の
交

流
が
生
ま
れ
ま
す
。
町
民
の
「
写
真
の

町
」
へ
の
理
解
と
関
心
の
高
ま
り
は
、
現

在
に
続
く
東
川
町
民
の
「
人
を
心
地
よ
く

迎
え
入
れ
る
」
と
い
う
意
識
の
土
壌
づ
く

り
に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

写
真
甲
子
園
で
変
化
し
た
意
識

町
民
参
加
と
地
域
の
一
体
化

変化していく町民の意識
開始当初は受け入れられなかったフォトフェスタも、

多くの工夫によって町民理解が深まっていく。

たどる─ ❷
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た
ど
る

文化ギャラリー建設以前は、作品をパネル展示

東川町文化ギャラリーの設立は
1989年のため、フォトフェスタ
がスタートした当初は写真作家の
作品をパーテーションなどに展示
していました。専門的な施設がな
いなかでの開始となったため、当
時は勇崎氏が主導しながら、町内
施設や温泉街の宿も活用し、様々
なことを手探りで企画・実施して
いました。

写真家と町民が一緒に楽しむ様々な催し

フォトフェスタ開始当初の企画と
して、「仮装大会」がありました。
町民が思い思いに変装した姿を、
東川賞の審査会委員や受賞者たち
が写真を撮りながら審査するとい
うユニークなもの。その他、開拓
100周年には「音楽祭」が同時開
催されるなど、「写真の町」を東
川に溶け込ますため、多くの連携
企画が実施されてきました。

『北の国から』の倉本聰氏と町内作家の竹田津実氏が対談

1987年の第３回の開催時には、
特別対談を開催。富良野を舞台に
したテレビドラマ『北の国から』
の原作・脚本を手掛けた、脚本家
の倉本聰氏と、町内の写真家で後
に写真甲子園の審査委員も務め、
現在に至るまで「写真の町」に尽
力している竹田津実氏によるトー
クイベントが賑わいを見せました。

PLAYBACK
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現在地から見える足跡と風景
20年かけて浸透し、次の20年で進化を遂げる。

未来の20年に向け、私たちが進むべき道は？

たどる─ ❸

「写真の町」の考え方
は、町の基本原則を定
める「まちづくり条例

（※）」にも組み込まれ
た。 条 例 は2015年 に
制定され、時の町長の
意向などにより変わら
ないように位置付けら
れている。

まちづくりの基本原則にも
「写真の町」は明記

KEYWORD

　
さ
ら
に
、
２
０
０
０
年
以
降
の
松
岡
市

郎
氏
が
町
長
を
務
め
た
時
代
に
は
、
よ
り

積
極
的
な
「
写
真
の
町
」
事
業
が
波
及
。

写
真
映
り
の
よ
い
ま
ち
づ
く
り
と
自
然
景

観
の
保
全
を
両
面
か
ら
進
め
る
た
め
、

「
美
し
い
東
川
の
風
景
を
守
り
育
て
る
条

例
」
を
制
定
。
景
観
計
画
に
基
づ
く
団
地

造
成
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
婚
姻
届
や
出
生
届

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
な
ど
、
写
真
と
住
民

生
活
を
結
び
付
け
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
み
ま
す
。
ま
た
、
農
業
、
商
工
業
、
観

光
業
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
み
な
が
ら
産
業
連

携
し
、「
写
真
の
町
」
を
経
済
に
落
と
し

込
む
こ
と
が
松
岡
氏
の
町
長
と
し
て
の
公

約
で
も
あ
っ
た
た
め
、
写
真
を
題
材
に
し

た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
商
品
開
発
が
次
々

と
進
め
ら
れ
ま
す
。「
写
真
×
農
業
」
に

よ
る
米
缶
の
開
発
や
、「
写
真
×
商
業
×

観
光
」
と
し
て
写
真
を
撮
り
な
が
ら
東
川

の
飲
食
店
や
ク
ラ
フ
ト
工
房
、
温
泉
を
巡

る
と
豪
華
景
品
が
あ
た
る
「
み
ち
く
さ
ド

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
な
ど
の
企
画
も
ス
タ
ー

ト
。「
写
真
の
町
」
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が

ら
、
農
業
、
商
工
業
、
観
光
業
と
連
携
す

る
た
め
に
発
案
さ
れ
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
取

り
組
み
が
次
々
と
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

「
写
真
の
町
」
ス
タ
ー
ト
か
ら
20
年
が
経

ち
、
よ
う
や
く
町
に
定
着
し
て
き
た
頃
、

大
き
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、

勇
崎
氏
が
代
表
を
務
め
る
ゼ
ブ
ラ
・
プ
ラ

ネ
ッ
ツ
の
倒
産
で
す
。
２
０
０
５
年
５
月
、

写
真
甲
子
園
や
フ
ォ
ト
フ
ェ
ス
タ
の
開
催

が
３
カ
月
後
に
迫
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し
た
。

当
時
は
企
画
・
運
営
を
ゼ
ブ
ラ
・
プ
ラ
ネ

ッ
ツ
が
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
役
場
内
は
騒
然
。
し
か
し
引
き
下

町
の
意
識
を
変
え
た
企
画
会
社
の
倒
産

が
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
で
、
担
当
職

員
た
ち
も
、「
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
腹
を
括
り
、
町
が
主
体
と
な
り
準

備
・
開
催
が
進
み
ま
し
た
。
追
い
込
ま
れ

た
状
況
で
「
何
が
な
ん
で
も
や
り
き
る
」

と
い
う
意
識
が
、
結
果
的
に
職
員
の
ノ
ウ

産
業
連
携
で

「
町
」
が
誇
る
取
り
組
み
に

（※）写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
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た
ど
る

40年の中で、開始当初
から「写真の町」を語
れる人物は徐々に少な
くなってきている。第
40回フォトフェスタで
は、第1回から関わる
功労者の代表として、
浜辺啓氏に町から感謝
状を渡した。

長く続けていくために、
功労者への感謝を忘れずに

KEYWORD

こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
努
力
を
無
駄

に
し
な
い
よ
う
、
多
く
の
人
た
ち
が
町
に

力
を
貸
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
経
験
を
糧

に
、
新
し
い
企
画
運
営
会
社
を
探
す
の
で

は
な
く
、
町
の
「
独
自
運
営
」
に
踏
み
切

り
ま
す
。
今
、
東
川
町
が
大
小
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
を
実
施
で
き
る
の
は
、
こ
の
経
験

を
乗
り
越
え
、
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
の
ア
イ

デ
ア
を
出
し
、
自
分
た
ち
で
企
画
、
運
営

し
た
結
果
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
過
去

に
「
た
ら
れ
ば
」
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

で
も
「
写
真
の
町
」
の
事
業
を
ど
こ
か
の

会
社
に
委
託
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
東
川

町
は
こ
こ
ま
で
注
目
さ
れ
る
町
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
後
も
、「
写
真
の
町
」
と
し
て
多

く
の
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
婚
姻
届
・
出
生
届
」
や
、

「
ひ
が
し
か
わ
株
主
制
度
（
ふ
る
さ
と
納

税
）」
な
ど
、
今
に
も
続
く
「
東
川
ら
し

さ
」
と
い
わ
れ
る
取
り
組
み
の
多
く
は
、

人
、
自
然
、
文
化
を
大
切
に
す
る
こ
と
を

謳
う
「
写
真
の
町
」
の
志
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
。
そ
の
東
川
ら
し
さ

に
よ
っ
て
移
住
者
が
増
え
続
け
、「
地
域

創
生
の
成
功
例
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
も
増
え
た
東
川
町
で
す
が
、
そ
の

根
っ
こ
を
た
ど
る
と
、
実
は
「
写
真
の

町
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　
こ
の
40
年
、
関
係
者
や
町
の
一
人
ひ
と

り
が
「
町
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め

に
、
何
が
最
善
か
？
」
と
い
う
選
択
を
し

続
け
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
一
歩
一
歩
の

積
み
重
ね
が
大
き
な
道
と
な
り
、
私
た
ち

は
そ
こ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
受
け

取
っ
た
も
の
を
、
未
来
に
繋
げ
る
必
要
が

あ
る
は
ず
。
次
世
代
の
た
め
に
「
次
の
一

歩
」
を
創
る
の
は
、
こ
の
町
で
暮
ら
す
私

た
ち
自
身
な
の
で
す
。

小
さ
な
歩
幅
で
築
い
た
大
き
な
道

ハ
ウ
を
高
め
た
と
関
係
者
は
当
時
を
振
り

返
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
20
年
培
っ
て
き
た
「
写
真
の

町
」
の
協
力
企
業
や
団
体
関
係
者
、
何
よ

り
も
町
民
と
の
関
係
性
が
大
き
く
活
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
危
機
的
状
況
の
中
で
、

11



1984年	 10月	|	ゼブラ・プラネッツ（当時は「株式会社勇崎企画」）の
	 	 	 写真家	勇崎哲史氏が「写真の町」の企画について町に提案
	 末	|	中川音治町長が「写真の町」を採用
1985年	 3月8日	|	中川町長が定例町議会の政策方針で「写真の町」に言及
	 4月25日	|	東川町国際写真フェスティバル実行委員会を設立
	 6月1日	|	写真の町宣言
	 8月24日	|	第１回	東川町国際写真フェスティバル、東川賞授賞式開催
	 	 	（フォトフェスタは９月30日までの約１カ月間開催）
1986年	 3月24日	|	「写真の町に関する条例」を制定
	 	|	「写真アンデパンダン展」を初開催
1988年	 	|	ボランティア「フォトフェスタふれんず（通称：フォトふれ）」スタート
1989年	 11月3日	|	東川町文化ギャラリー開館
	 	|	東川第二小学校で体験学習として「写真」の授業をスタート
1991年	 2月末	|	東川町長選にて、山田孝夫町長が当選
	 5月	|	「写真の町」が日本写真協会賞の功労賞を受賞
	 6月	|	町内全戸を対象にしたアンケートを実施。
	 	 	「写真の町」に対しての町民意識も調査
	 8月	|	どんとこい祭りと東川賞授賞式を同日に開催
	 8月	|	東川町新まちづくり計画策定委員会（通称「まちづくり百人委員会」）を組織
1992年	 9月	|	まちづくり百人委員会より「写真の町」がリーディングプロジェクト
	 	 	 として位置付けられる
	 	|	92年度まで観光事業が好調で、年間の観光客が100万人を超える
1993年	 5月	|	山田町長が記者会見にて写真の町を「東川町の最上位プロジェクト」
	 	 	 として発表
	 	|	東川町国際写真フェスティバル実行委員会を解散。
	 	 	 写真の町実行委員会を組織。
	 	 	 委員会の内部に「町づくり」「文化」「産業経済」３つの部会を設置
1994年	 	|	開拓100年、写真の町宣言から10年目
	 	|	全国高等学校写真選手権大会（写真甲子園）がスタート
	 	|	記念写真集『光画録』を町内全戸に配布
	 5月	|	東川高校に写真部が誕生
1999年	 10月	|	写真の町15周年記念でジャーナリスト筑紫哲也氏の講演会を開催
	 12月	|	東川町が第25回日本写真協会賞受賞。自治体として初の受賞
2000年	 1月	|	東川町写真の町実行委員会に北海道が地域文化選奨	特別賞を授与
	 1月	|	町の人口が7500人を突破
2001年	 1月5日	|	インフォメーションセンター「道草館」開館
	 	|	ひがしかわ写真の町倶楽部を設立。2009年まで活動
2002年	 	|	「美しい東川の風景を守り育てる条例」を制定
2003年	 2月	|	東川町長選にて、松岡市郎氏が当選
	 7月	|	写真甲子園の同窓会を設立
2004年	 8月	|	「写真アンデパンダン展」を「写真インディペンデンス展」に改称
	 9月	|	大雪旭岳源水公園がオープン
2005年	 5月	|	「道草館」の道の駅登録を記念して、みちくさドライブラリー初開催
	 5月	|	ゼブラ・プラネッツ株式会社が倒産。企画運営を町が担う契機に

HISTORY
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	 	|	写真甲子園の使用機材を変更。フィルムカメラからデジタルカメラへ
	 10月	|	オリジナル婚姻届・出生届をスタート
2006年	 	|	景観法に基づく景観計画を策定
	 8月	|	君の椅子、初めての贈呈式
	 8月	|	現在に続くフォトフェスタの恒例企画、「思い出写真館	NIJI（にじ）」と
	 	 	 東川ストリートギャラリーを初開催
2008年	 4月	|	町役場の大きな機構改革「写真の町課」を設立
	 8月	|	写真甲子園の出場校のホームステイを初実施
	 9月	|	「写真の町」ひがしかわ株主制度（ふるさと納税）がスタート
	 12月	|	町の写真家、飛彈野数右衛門氏が逝去
2009年	 	|	一般財団法人地域活性化センターの第13回ふるさとイベント大賞で
	 	 	 写真甲子園が優秀賞を受賞	
	 	|	文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）に東川町が選出
2010年	 4月	|	東川中学校の全生徒に名前入りの「学びの椅子」を卒業時に贈呈する
	 	 	 事業スタート
	 7月	|	東川賞を「写真の町	東川賞」に改称。飛彈野数右衛門賞設立。
	 	 	 賞金も見直された
2011年	 4月	|	「写真の町」担当の学芸員を正規採用
2012年	 5月	|	「東川米」が道産米で初の地域団体商標登録
2013年	 5月	|	写真の町	ひがしかわ写真少年団発足
2014年	 3月	|	写真文化首都宣言を発表
	 7月	|	写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例を制定
	 	|	東川アーティストインレジデンスがスタート
2015年	 8月	|	第１回高校生国際交流写真フェスティバル（ユースフェス）開催
	 12月	|	町の人口が8000人を突破
2016年	 3月	|	近年の東川のまちづくりを記した『東川スタイル』（産学社）発行
2017年	 11月	|	映画『写真甲子園	0.5秒の夏』が全国で公開
2019年	 	|	展示企画「東川賞歴代受賞作家屋外写真展」「GAKKOTEN」がスタート
	 	|	東川オフィシャルパートナー制度を開始
2020年	 	|	コロナ禍で多くの町の事業が実施できず
2021年	 3月30日	|	東川町文化ギャラリーがリニューアルオープン
	 7月	|	勇崎哲史氏が逝去
2023年	 2月	|	東川町長選にて、菊地伸氏が当選
	 	|	写真甲子園が30回目を迎える。30年間審査委員長を務めた立木義浩氏が
	 	 	 退任。代表審査委員として野村恵子氏が就任
2024年	 6月	|	東川に住まう18名の写真家による写真展「東川×写真×私」開催
	 	|	東川町国際写真フェスティバルが40回目を迎える
	 	|	東川町が開拓130年を迎える。大黒摩季氏のコンサートを開催
2025年	 6月	|	６月１日「写真の日」で、「写真の町」が40周年を迎える

た
ど
る
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