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平
成
１６
年
１１
月
１
日
、
邑
久
郡

３
町
の
牛
窓
町
・
邑
久
町
・
長
船

町
が
合
併
し
「
瀬
戸
内
市
」
が
誕

生
し
ま
し
た
。
旧
３
町
の
地
名
は

長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
使
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
町
名
の
由
来
や
意
味
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。 

   

　
「
牛
窓
」
は
、
万
葉
集
に
登
場

す
る
古
い
地
名
で
す
。
し
か
し

「
牛
間
戸
」（
『
山
槐
記
』
１
１
７

９
年
）
、
「
卯
島
津
」
（
『
海
東
諸

国
記
』
１
４
６
７
年
）、「
宇
嶋
門
」

（『
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
』

１
５
５
２
年
）
、
「
宇
志
間
門
」

（『
三
藐
院
記
』
１
５
９
２
年
）、

「
う
し
ま
と
」（『
鹿
苑
院
殿
厳
島

詣
記
』
１
３
８
９
年
）、「
牛
窓
」

（
『
源
頼
朝
下
文
』
１
１
８
５
年
）

な
ど
と
古
く
は
い
ろ
い
ろ
な
漢
字

が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
に

は
意
味
が
あ
り
、
筆
者
が
牛
窓
の

地
を
踏
み
、
漢
字
を
当
て
た
と
考

え
る
と
、「
東
の
島
の
港
」「
家
が

あ
る
島
の
出
入
口
」
「
四
方
が
島

に
囲
ま
れ
た
あ
い
だ
」
「
関
が
あ

る
出
入
口
」
な
ど
と
土
地
柄
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
ま
た
、
地
名
由
来
で
有
名
な
の

は
、
神
功
皇
后
伝
説
に
ま
つ
わ
る

話
で
す
。『
風
土
記
逸
文
』
に
「
神

功
皇
后
の
み
舟
、
備
前
の
海
上
を

過
ぎ
た
ま
ひ
し
時
、
大
き
な
る
牛

あ
り
、
出
で
て
み
舟
を
覆
さ
む
と

し
き
、
住
吉
の
明
神
、
老
翁
と
化

り
て
、
其
の
角
を
以
ち
て
、
投
げ

倒
し
た
ま
ひ
き
、
故
に
其
の
処
を

名
づ
け
て
牛
轉
と
曰
ひ
き
、
今
、

牛
窓
と
云
う
は
訛
れ
る
な
り
。
」

と
あ
り
ま
す
。
大
き
な
牛
が
転
ん

だ
所
を
「
牛
転
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
訛
っ
て
「
牛

窓
」
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

   

　
「
邑
久
」
と
い
う
地
名
は
大
変

古
く
か
ら
郡
名
等
で
使
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
「
邑
久
」
と
表
記
す
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
和
銅
６
（
７

１
３
）
年
に
地
名
を
お
め
で
た
い

意
味
の
二
文
字
で
記
す
よ
う
定

め
ら
れ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
以

前
は
「
大
伯
」
や
「
大
来
」
な
ど
と

書
い
て
い
ま
し
た
。
『
和
名
類
聚

抄
』
と
い
う
平
安
時
代
の
辞
典
に

は
、
「
邑
久
」
と
書
い
て
「
お
ほ

く
（
お
お
く
）
」
と
発
音
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
の

研
究
で
、
「
大
き
な
区
域
」
を
意

味
す
る
地
名
で
は
な
い
か
と
い
う

説
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
６
世
紀
ご
ろ
、
今
の
岡
山
県
東

南
部
を
治
め
て
い
た
豪
族
が
「
大

伯
国
造
」
で
し
た
。
そ
の
勢
力
範

囲
が
邑
久
郡
と
な
る
の
で
す
が
、

和
気
郡
な
ど
も
も
と
は
邑
久
郡
の

内
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
邑
久
郡
は
当
初
、
ま
さ
に
広

大
な
郡
だ
っ
た
の
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
１
４
０
０
年
以

上
前
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
「
お
く
」

の
名
は
、
明
治
２２
（
１
８
８
９
）
年

に
成
立
し
た
「
邑
久
村
」
に
も

採
用
さ
れ
、
昭
和
２７（
１
９
５
２
）

年
に
は
「
邑
久
町
」
に
引
き
継
が

れ
ま
し
た
。 

   

　
「
長
船
」
は
、
古
来
か
ら
名
刀

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
名
工
を
数

多
く
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
文
応

（
１
２
６
０
年
〜
６１
年
）
の
年
紀

が
刻
ま
れ
て
い
る
助
近
の
刀
に

「
備
前
国
長
船
住
人
平
助
近
」
、

文
永
９
年
（
１
２
７
２
年
）
の
年

紀
が
刻
ま
れ
て
い
る
守
家
の
太
刀

に
「
備
前
国
長
船
住
守
家
造
」
な

ど
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
数
多
く

の
国
宝
の
指
定
を
受
け
て
い
る
名

工
長
光
の
正
応
２
年
６
月
日
（
１

２
８
９
年
）
の
年
紀
が
刻
ま
れ
て

い
る
刀
剣
に
は
、「
備
前
国
長
船

住
左
近
将
監
長
光
造
」
な
ど
が
見

ら
れ
ま
す
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
、

元
重
・
則
光
・
景
光
、
室
町
時
代

の
勝
光
・
清
光
、
江
戸
時
代
の
祐

定
な
ど
の
名
が
知
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
備

前
長
船
の
刀
工
の
多
く
は
刀
剣
の

茎
に
居
住
地
と
し
て
、
「
長
船
」

を
刻
み
ま
し
た
。 

　
「
長
船
」
の
名
は
、
江
戸
時
代

か
ら「
長
船
村
」と
し
て
岡
山
藩
に

属
し
、
明
治
４
年
廃
藩
置
県
に
よ

り
岡
山
県
の
所
属
と
な
り
、
明
治

２２
年
に
行
幸
村
の
大
字
と
な
り
、

昭
和
３０
年
に
行
わ
れ
た
美
和
村
・

国
府
村
・
行
幸
村
の
合
併
で
成
立

し
た
「
長
船
町
」
で
採
用
さ
れ
ま

し
た
。 

 

　
さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
人
は

次
の
町
史
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

・
牛
窓
町
史
『
通
史
編
』 

　
　
　
５
，
５
０
０
円 

・
牛
窓
町
史
『
資
料
編
2
』 

　
　
　
５
，
５
０
０
円 

・
長
船
町
史
『
通
史
編
』
　 

　
　
　
４
，
０
０
０
円 

　
（
い
ず
れ
も
市
民
価
格
） 

■
問
い
合
わ
せ
先 

　
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課 

　
1
３
４
―
５
６
０
４ 

　
　

牛
窓
の
地
名 

　
　

邑
久
の
地
名 

　
　

長
船
の
地
名 

さ
ん
か
い

き 

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う 

ふ
　
ど
　
き 

い
つ
ぶ
ん 

う
し
ま
ろ
ひ 

う
し
ま
ろ
び 

わ 

み
ょ
う
る
い
じ
ょ
う 

し
ょ
う 

お
お 

ぶ
ん
お
う 

す
け
ち
か 

び 

ぜ
ん
こ
く 

お
さ
ふ
ね
じ
ゅ
う
に
ん
た
い
ら 

ぶ
ん
え
い 

も
り
い
え 

な
が
み
つ 

し
ょ
う
お
う 

も
と
し
げ 

か
げ
み
つ 

さ
だ 

か
つ
み
つ 

す
け 

き
よ
み
つ 

の
り
み
つ 

く
の
く
に
の
み
や
つ
こ 

か
い
と
う
し
ょ 

こ
く

き む
ろ
ま
ち
ば
く

ふ
　
ぶ
ぎ
ょ
う
に
ん
れ
ん
し
ょ
ほ
う
し
ょ 

さ
ん
み
ゃ
く
い
ん
き 

も
う
で
の
き 

み
な
も
と
の
よ
り
と
も
く
だ
し
ぶ
み 

ろ
く
お
ん
い
ん
ど
の
い
つ
く
し
ま 

わ  

ど
う 

平城宮出土の木簡 
もっ かん 

出典：牛窓町史『資料編2』 

　
学
校
が
休
み
の
土
・
日
曜
日
に
、
子
ど
も

た
ち
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
に
挑
戦
し
て
も

ら
い
、
み
ん
な
で
楽
し
く
遊
ぼ
う
と
１２
月
５

日
、
牛
窓
町
公
民
館
で
芋
版
画
の
年
賀
状
作

り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
子
ど
も
た
ち
は
、
酉
の
絵
な
ど
自
分
の
好

き
な
デ
ザ
イ
ン
を
さ
つ
ま
芋
に
彫
っ
て
、
芋

版
を
作
製
。
彫
刻
刀
の
使
い
方
が
難
し
く
、

思
う
よ
う
に
彫
れ
な
く
て
悪
戦
苦
闘
し
て
い

ま
し
た
。 

　
参
加
し
た
安
井
知
奈
美
さ
ん
は
「
芋
を
彫

る
の
が
難
し
か
っ
た
け
ど
、
芋
版
が
き
れ
い

に
完
成
し
た
時
は
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た

で
す
」
と
感
想
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

芋
版
画 

　
長
船
町
公
民
館
で
１２
月
１１
日
、
毎
年
恒
例

の
お
か
ざ
り
づ
く
り
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
地
域
の
お
か
ざ
り
づ
く
り
名
人
８
人
の

指
導
の
も
と
、
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
合
計

６８
人
が
参
加
。 

　
わ
ら
を
す
く
な
ど
の
下
準
備
の
後
、
わ
ら

を
た
た
い
て
や
わ
ら
か
く
し
、
縄
を
な
い
始

め
ま
し
た
。
毎
年
参
加
し
て
い
る
人
は
、
去

年
の
感
覚
を
取
り
戻
し
な
が
ら
作
り
ま
す

が
、
初
め
て
の
人
や
子
ど
も
た
ち
は
な
か
な

か
上
手
に
な
え
ず
、
苦
労
し
ま
し
た
。 

　
縄
を
な
っ
た
後
は
、
い
よ
い
よ
お
か
ざ
り

づ
く
り
。
名
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
種
類

の
お
か
ざ
り
が
あ
り
、
参
加
者
た
ち
も
、
名

人
に
な
ら
っ
て
、
思
い
思
い
に
作
っ
て
い
ま

し
た
。
来
年
も
良
い
年
が
迎
え
ら
れ
そ
う
で

す
。 お

か
ざ
り
づ
く
り 

完成した芋版のはがきを手にする子どもたち 

名人に縄のない方を習う子どもたち 

　
青
少
年
の
体
験
活
動
「
い
い
も
の
ミ
ッ
ケ
」

の
絵
手
紙
講
座
が
１１
月
２７
日
、
邑
久
町
公
民

館
で
開
催
さ
れ
、
参
加
し
た
小
学
生
４
人
は

思
い
思
い
の
酉
の
置
物
を
見
な
が
ら
絵
を
か

き
、
文
字
を
加
え
て
絵
手
紙
を
完
成
さ
せ
ま

し
た
。 

　
子
ど
も
た
ち
は
講
師
の
入
江
早
苗
さ
ん
・

松
本
　
子
さ
ん
・
船
橋
都
誉
さ
ん
の
指
導
を

受
け
、
垂
直
に
立
て
た
筆
を
ゆ
っ
く
り
運
び

な
が
ら
紙
い
っ
ぱ
い
に
絵
を
か
き
、
色
を
付

け
、
文
字
を
添
え
、
１
枚
１
枚
丁
寧
に
仕
上

げ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
「
す
ご
く
楽
し

か
っ
た
で
す
」
と
笑
顔
で
話
し
ま
し
た
。 

絵
手
紙 

思い思いに筆を走らせ絵手紙を作ります 

巻
の
一 

と
り 

このページは、生涯学習のページです。今回は、家族・地域・学校が力を合わせ、 

子どもたちをはぐくむ機会や場所をつくり、多くの大人が子どもとかかわりながら、 

共に生き生きと成長していくことを目指す「居場所づくり事業」の一部を紹介します。 


