
活気と安らぎのあるまち

お く

町制施行30周年記念誌



■
発
行
に
あ
た
っ
て

邑
久
町
長
　
木
下
友
次

　
戦
後
の
混
乱
期
が
よ
う
や
く
収
ま
ろ
う
と
し
て

い
た
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
、
私
た
ち
の
邑
久

町
が
誕
生
し
て
か
ら
、
早
く
も
今
年
で
満
三
十
年

に
な
り
ま
す
。
顧
み
て
ま
こ
と
に
無
量
の
感
慨
を

覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
当
初
、
純
農
漁
村
的
性
格
の
町
と
し
て
の
発
足

で
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
先
輩
た
ち
や
町
民
の

た
ゆ
ま
ぬ
協
力
一
致
の
努
力
に
よ
り
、
当
時
か
ら

思
え
ば
当
に
隔
世
の
感
に
堪
え
な
い
程
の
変
貌
を

遂
げ
た
現
在
の
邑
久
町
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
新
町
建
設
の
た
め
の
こ
の
三
十
年
間
は
、

必
ず
し
も
平
坦
な
道
ば
か
り
で
は
な
く
、
幾
多
の

困
難
や
試
練
に
遭
遇
し
、
こ
れ
を
克
服
し
て
き
た

こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
地
方
の

時
代
と
い
わ
れ
る
一
千
九
百
八
十
年
代
を
迎
え
、

地
方
自
治
体
の
責
務
は
い
よ
い
よ
重
大
と
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
が
、
時
あ
た
か
も
国
は
行
政
改
革
を

強
く
標
榜
し
て
、
こ
の
推
進
を
図
り
つ
つ
あ
る
と

き
、
私
た
ち
の
邑
久
町
も
そ
の
発
展
へ
の
今
後
の

対
応
に
、
大
い
な
る
努
力
を
要
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
と
思
い
ま
す
。
本
年
、
町
制
施
行
三
十
周
年

の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
、
そ
の
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
、
邑
久
町
誕
生
以
来
の
先
人
の
築
い

て
こ
ら
れ
た
足
跡
を
偲
び
、
併
せ
て
今
後
の
限
り

な
い
町
勢
発
展
の
資
と
す
る
た
め
、
こ
こ
に
記
念

誌
「
活
気
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち
・
お
く
」
を
刊

行
し
ま
し
た
。

　
願
わ
く
は
本
誌
を
通
じ
て
す
べ
て
の
邑
久
町
の

か
た
が
た
が
、
私
た
ち
の
町
を
よ
り
よ
く
知
り
、

更
に
連
帯
感
を
深
め
て
町
の
繁
栄
と
町
民
福
祉
の

向
上
に
、
役
立
て
て
い
た
だ
け
れ
ば
誠
に
幸
い
で

ご
ざ
い
ま
す
。



町

民

憲

章

 
 

わ
た
く
し
た
ち
は
、
瀬
戸
内
の
風
光
、

吉
井
川
の
清
流
、
千
町
の
沃
野
な
ど
豊

か
な
自
然
と
、
長
い
伝
統
に
培
わ
れ
て

き
た
邑
久
町
の
住
民
で
す
。

 
 

こ
の
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
町

民
互
い
に
協
力
し
、
平
和
で
豊
か
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
こ
の
憲
章

を
定
め
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
ま
す
。

一
、
自
然
を
愛
し
、
環
境
を
と
と
の
え

美
し
い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
秩
序
を
守
り
、
協
力
し
て

明
る
い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
勤
労
を
重
ん
じ
、
生
産
を
高
め

活
気
の
あ
る
町
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
人
権
を
尊
び
、
生
き
が
い
と

安
ら
ぎ
の
あ
る
町
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
歴
史
と
伝
統
を
た
い
せ
つ
に
し

文
化
の
か
お
り
高
い
町
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

町木・ウメバヤシ



調
和
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

私
た
ち
の
町
・
邑
久
町
は
豊
か
な
緑
に
包
ま
れ
、
ふ
れ
あ
い
と
温
か
み
の
あ

る
、
明
る
く
開
放
的
な
町
。

豊
か
で
調
和
の
あ
る
町
づ
く
り
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
協
力
し
、
心

の
ふ
れ
合
い
、
語
り
合
い
を
た
い
せ
つ
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

活
気
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
・
町
づ
く
り
の
原
動
力
と
な
る
の
は
、
私
た
ち

み
ん
な
が
、
「
自
分
た
ち
の
町
を
、
自
分
た
ち
の
手
で
築
い
て
行
こ
う
」
と
い

う
”
心
と
力
の
輪
”
で
す
。

”
こ
れ
が
私
た
ち
の
町
・
邑
久
で
す
”
と
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
町
を
つ
く

っ
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
私
た
ち
の
町
・
邑
久
町
は
、
西
に
水
量
豊
富
な

吉
井
川
が
流
れ
、
中
心
部
に
県
下
で
も
有
数
の
穀

倉
地
帯
・
千
町
平
野
が
広
が
り
、
東
は
標
高
二
百

メ
ー
ト
ル
前
後
の
山
が
連
な
り
、
南
は
小
さ
な
丘

陵
が
東
西
に
延
び
、
瀬
戸
内
海
に
接
し
た
海
岸
は

変
化
に
富
み
、
良
漁
港
が
ひ
ら
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
位
置
的
に
は
県
庁
所
在
地
の
岡
山
市
に

隣
接
し
、
国
鉄
赤
穂
線
や
マ
イ
カ
ー
を
利
用
し
て

の
通
勤
・
通
学
の
便
も
良
く
、
人
口
は
昭
和
五
十

七
年
五
月
一
日
現
在
で
、
二
万
二
十
二
人
と
、
町

村
と
し
て
は
県
下
第
二
位
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
豊
か
な
自
然
と
恵
ま
れ
た
地
理
的
条
件
を

生
か
し
た
町
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、
千
町

平
野
を
中
心
と
し
た
西
部
の
都
市
近
郊
型
平
坦
地

帯
と
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
東
部
の
沿
岸
丘
陵
地

帯
の
二
つ
に
分
け
て
、
東
西
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色

を
生
か
し
た
町
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
西
部
地
域
で
は
、
農
業
地
域
と
住
宅
地
域
の
整

備
を
計
画
的
に
進
め
、
農
住
調
和
の
と
れ
た
快
適

な
生
活
が
営
め
る
町
づ
く
り
を
志
向
し
、
東
部
地

域
で
は
、
恵
ま
れ
た
自
然
を
生
か
し
、
東
瀬
戸
内

海
洋
性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
都
市
構
想
を
軸
と
し

た
岡
山
ブ
ル
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
沿
線
開
発
・
錦
海

塩
田
跡
地
利
用
な
ど
、
観
光
的
な
面
と
農
漁
業
を

う
ま
く
か
み
合
わ
せ
た
町
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

　
そ
し
て
、
次
に
掲
げ
る
三
つ
の
理
想
像
を
も
っ

て
調
和
の
と
れ
た
邑
久
町
の
町
づ
く
り
を
進
め
て

い
ま
す
。

　
福
祉
の
行
き
と
ど
い
た
町

　
恵
ま
れ
た
美
し
い
自
然
の
中
で
、
心
身
と
も
に

健
康
に
過
ご
せ
る
豊
か
な
生
活
環
境
を
つ
く
り
、

人
間
性
の
尊
重
さ
れ
る
生
き
が
い
と
安
ら
ぎ
の
あ

る"

福
祉
の
行
き
と
ど
い
た
町"

　
発
展
を
続
け
る
町

　
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
農
漁
業
・
商
工
業
の

基
盤
を
整
備
し
、
生
産
性
を
高
め
均
衡
の
と
れ
た

"

発
展
を
続
け
る
町"

　
文
化
の
か
お
り
高
い
町

　
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
す
ば
ら
し
い
伝
統
・
文

化
を
た
い
せ
つ
に
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
時
代

の
要
請
に
こ
た
え
う
る
、
物
と
心
の
調
和
の
と
れ

た"

文
化
の
か
お
り
高
い
町"

町役場裳掛支所町 公 民 館

町 役 場 庁 舎

町民センター完成予想図



進
む
生
活
基
盤
の
整
備

道
路
・
橋
梁

河

川

港
湾
・
漁
湾

吉
井
川
下
流

土
地
改
良
事
業

　
邑
久
町
に
は
、
虫
明
漁
港
、
玉
津
港
、
知
尾
港
、

問
口
港
、
布
浜
港
の
五
港
が
あ
り
、
こ
の
一
帯
の

海
域
は
、
東
瀬
戸
内
海
洋
性
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

都
市
構
想
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
港
の
う
ち
、

虫
明
港
は
年
次
的
に
改
良
、
整
備
が
進
ん
で
お
り
、

か
き
養
殖
を
中
心
と
し
た
浅
海
漁
業
基
地
と
し
て

発
展
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
玉
津
港
に
つ
い
て
は

五
十
七
年
度
を
初
年
度
と
し
、
施
設
の
整
備
促
進

を
図
っ
て
行
く
計
画
で
す
。

　
町
の
発
展
・
産
業
の
振
興
、
住
民
の
生
活
基
盤

を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
道
路

で
す
。
町
内
の
道
路
は
、
開
発
の
基
幹
と
な
る
岡

山
ブ
ル
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ
と
県
道
十
二
路
線
、
幹
線

町
道
二
十
七
路
線
か
ら
な
っ
て
お
り
、
計
画
的
に

改
良
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
県

道
、
幹
線
町
道
の
一
部
に
お
い
て
は
未
改
良
区
間

が
あ
り
、
激
増
す
る
交
通
量
に
対
応
で
き
る
よ
う

改
良
設
備
を
急
い
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
必
要
な

公
共
用
地
の
取
得
が
最
大
の
課
題
で
、
計
画
的
に

事
業
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
関
係
地
権
者
の
協

力
が
必
要
で
す
。

　
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
道
路
事
業
と
併
行
し
て
永

久
橋
に
改
良
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国

立
療
養
所
の
設
置
さ
れ
て
い
る
長
島
と
本
土
の
間

に
、
厚
生
省
の
直
轄
事
業
と
し
て
新
設
架
橋
が
計

画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
町
内
に
流
れ
て
い
る
河
川
は
、
一
級
河
川
＝

吉
井
川
外
三
川
、
二
級
河
川
＝
千
町
川
外
三
川
、

砂
防
河
川
＝
円
張
川
外
二
十
八
川
お
よ
び
、
町
管

理
の
普
通
河
川
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
河
川
は

昭
和
五
十
一
年
の
台
風
十
七
号
に
よ
り
多
大
の
被

害
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
計
画
的
に
整
備

が
進
め
ら
れ
、
特
に
一
級
河
川
の
干
田
川
お
よ
び

二
級
河
川
の
千
町
川
下
流
の
千
町
西
川
に
お
い
て

は
、
河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
よ
り

放
水
路
の
新
設
お
よ
び
排
水
ポ
ン
プ
等
の
施
設
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
町
内
を
流
れ
る
大

小
の
河
川
の
大
半
が
、
用
水
お
よ
び
排
水
を
兼
ね

た
河
川
の
た
め
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
抜
本
的
改
修

に
よ
り
低
水
地
帯
、
千
町
地
域
の
排
水
事
業
の
推

進
が
最
大
の
課
題
で
す
。

　
吉
井
川
下
流
に
展
開
す
る
水
田
約
六
千
五
百h

a
（
内
邑
久
町
一
千
三
百
二
十h

a

）
と
、
そ
の
周
辺

の
丘
陵
地
か
ら
な
る
畑
地
約
一
千
三
百h

a

（
内
邑

久
町
二
百
九
十h

a

）
を
受
益
と
す
る
吉
井
川
下
流

二
市
六
町
を
対
象
地
域
と
し
て
、
昭
和
四
十
六
年

よ
り
国
営
お
よ
び
附
帯
県
営
等
の
土
地
改
良
事
業

が
実
施
さ
れ
、
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
に
坂
根
合

同
堰
の
改
築
工
事
な
ど
、
国
営
事
業
の
約
六
〇
％

が
完
了
を
み
て
い
ま
す
。

虫明インター虫明漁港

福中ポンプ場

坂根合同堰



地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
豊
か
な
ま
ち
に

活
気
あ
ふ
れ
る
町
、
邑
久
は
働
く
町
。

「
お
は
よ
う
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
顔
。
額
に
汗
す
る
赤
銅
色
の
顔
。
大
地
を

見
つ
め
る
真
剣
な
顔
。

町
じ
ゅ
う
に
、
邑
久
を
さ
さ
え
る
た
く
ま
し
い
顔
が
あ
り
ま
す
。

み
ん
な
の
力
で
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
、
よ
り
豊
か
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ

ュ
な
町
に
・
・
・
。

農

業

林

業

漁

業

旭
東
用
排
水
組
合

　
県
南
都
市
近
郊
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
本
町
農

業
は
、
他
市
町
村
に
比
較
し
て
農
業
諸
条
件
に
恵

ま
れ
た
地
域
に
属
し
、
こ
れ
ま
で
農
家
及
び
関
係

機
関
の
協
力
に
よ
り
発
展
を
み
ま
し
た
。
し
か
し
、

近
年
農
業
構
造
の
弱
体
化
が
進
行
し
て
お
り
、
農

業
構
造
の
再
構
築
、
す
な
わ
ち
再
編
が
強
く
求
め

ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
本
町
の
再
編
課
題
は
、
第
一

に
再
編
の
基
本
方
向
を
ど
う
考
え
る
か
、
第
二
に

担
い
手
を
い
か
に
育
成
・
強
化
す
る
か
、
第
三
に

基
盤
整
備
、
農
地
流
動
化
、
資
本
装
備
を
い
か
に

図
る
か
、
第
四
に
組
織
化
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る

か
等
で
す
。
そ
こ
で
八
十
年
代
の
本
町
農
業
の
地

域

別

基

本

方

向

を

示

す

と

次

の

と

お

り

で

す

。

　

西

部

平

坦

水

田

地

域

　
本
地
域
は
、
ま
ず
第
一
に
用
排
水
分
離
に
よ
る

水
田
の
汎
用
化
、
受
委
託
組
織
の
育
成
強
化
等
を

通
じ
て
、
大
型
米
作
経
営
を
展
開
す
る
。
第
二
に

酪
農
経
営
の
飼
料
基
盤
の
拡
大
と
耕
種
農
家
の
地

力
向
上
を
図
る
た
め
、
水
田
裏
作
の
集
団
的
期
間

借
地
と
補
完
結
合
の
推
進
を
図
る
。
第
三
に
中
核

農
家
に
つ
い
て
は
、
水
稲
＋
野
菜(

主
に
い
ち
ご)

の
複
合
経
営
及
び
、
受
委
託
組
織
の
育
成
を
通
じ

て

水

稲

部

門

の

規

模

拡

大

を

図

る

。

　

東

部

丘

陵

畑

・

水

田

地

域

本

地

域

で

は

小

起

伏

の

丘

陵

地

に

畑

と

果

樹

園

が
形
成
さ
れ
、
合
間
に
棚
田
が
展
開
し
て
い
る
。

再
編
の
第
一
は
、
畑
地
と
果
樹
園
等
の
土
地
基
盤

整
備
と
か
ん
水
施
設
の
整
備
で
あ
る
。
第
二
に
経

営
発
展
の
方
向
と
し
て
は
、
温
暖
な
瀬
戸
内
気
象

を
充
分
に
生
か
し
た
集
約
的
な
野
菜
、
果
樹
等
の

経
営
を
行
う
。
第
三
に
畑
地
と
果
樹
園
等
の
地
力

増
強
の
た
め
畜
産
農
家
と
の
補
完
結
合
を
図
る
。

　
以
上
の
展
望
の
も
と
に
、
町
は
関
係
機
関
と
協

力
し
な
が
ら
集
落
組
織
を
中
心
に
村
づ
く
り
を
進

め
て
地
域
農
業
再
編
を
実
現
し
、
生
産
基
盤
や
生

活

環

境

等

農

村

基

盤

の

整

備

を

推

進

し

ま

す

。

　
山
林
面
積
は
町
の
総
面
積
の
お
よ
そ
四
六%

を

占
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
性
樹
種
林
は
非

常
に
少
な
く
山
林
資
源
に
乏
し
い
の
が
現
状
で
す
。

ま
た
、
松
く
い
虫
に
よ
る
激
害
の
た
め
松
林
は
し

だ
い
に
減
少
し
荒
廃
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
経
済
性
の
高
い
樹
種
を
植

栽
し
た
り
、
林
地
の
崩
壊
防
止
事
業
や
松
く
い
虫

防
除
な
ど
を
計
画
的
に
実
施
し
て
、
森
林
資
源
の

育

成

・

確

保

に

努

め

て

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

瀬

戸

内

海

に

接

す

る

尻

海

、

虫

明

の

各

漁

港

を

拠
点
と
し
た
漁
船
漁
業
は
漁
場
の
変
化
に
よ
り
漁

　獲
量
が
減
少
し
て
き
た
た
め
、
こ
れ
に
変
わ
り
か

　き
養
殖
漁
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

　

　

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
か
き
養
殖
も
近
年
漁
場
の

老
朽
化
が
進
み
、
海
底
の
堆
積
物
の
除
去
を
計
画

的
に
実
施
し
漁
場
の
若
返
り
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

　
旭
東
用
排
水
組
合
は
、
岡
山
市
、
備
前
市
、
邑

久
町
、
長
船
町
の
二
市
二
町
で
組
織
さ
れ
て
お
り
、

坂
根
合
同
堰
大
用
水
、
香
登
川
、
干
田
川
お
よ
び
千

町
川
の
用
排
水
に
関
す
る
事
務
を
共
同
で
処
理
し

て

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
共
同
出
荷
施
設
の
建
設
や
養

殖
利
用
区
域
の
拡
大
な
ど
が
必
要
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
漁
船
漁
業
に
つ
い
て
は
、
地
理
的
条
件

を
生
か
し
た
釣
舟
な
ど
に
よ
る
観
光
漁
業
に
将
来

の

発

展

が

期

待

さ

れ

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

圃場整備事業（庄田地内）町役場裳掛支所ライスセンター温室ぶどうの出荷

酪 農

かきうち 魚の出荷



町
の
発
展
に
つ
な
が
る
商
工
業

商

業

工

業

　
町
内
の
商
業
販
売
額
は
、
経
済
の
安
定
成
長
下

に
お
い
て
も
緩
や
か
な
上
昇
を
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
形
態
は
従
来
か
ら
集
落
を
対
象
と
し
た
小
売

店
が
ほ
と
ん
ど
で
、
商
店
街
は
尾
張
・
虫
明
・
尻

海
地
区
に
比
較
的
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
る
程
度
で

し
た
が
、
最
近
、
尾
張
地
内
の
大
型
店
の
開
店
に

よ
る
商
業
圏
人
口
の
増
加
と
都
市
的
生
活
様
式
へ

の
移
行
は
、
商
品
の
選
択
、
販
売
品
目
の
拡
大
な

ど
大
き
な
影
響
が
で
て
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

今
後
商
工
会
を
中
心
と
し
て
経
営
の
近
代
化
を
促

進
し
、
特
色
あ
る
清
潔
な
商
店
街
づ
く
り
が
望
ま

れ

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
現
在
、
町
内
に
は
錦
海
塩
業
株
式
会
社
、
横
山

製
網
株
式
会
社
、
ア
ル
フ
ァ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
工
業

株
式
会
社
、
多
田
電
機
株
式
会
社
、
畠
山
製
菓
株

式
会
社
な
ど
四
十
数
社
の
企
業
が
操
業
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
工
場
敷
地
と
し
て
造
成
が
完
了
し
て

い
る
数
社
に
つ
い
て
は
、
景
気
の
沈
滞
な
ど
に
よ

り
工
場
建
設
が
遅
れ
て
い
ま
す
が
、
早
期
操
業
を

実
現
す
る
よ
う
企
業
へ
の
対
応
に
努
力
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
豆
田
地
域
農
村
工
業
導
入
地
区
に
つ

い
て
も
積
極
的
に
公
害
の
な
い
企
業
の
導
入
を
図

り
な
が
ら
、
若
い
労
働
力
の
確
保
・
定
着
化
を
進

め
、
活
気
あ
る
町
づ
く
り
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

町商工会館

製網工場製塩工場

製菓工場 重 電 機 ク ー ラ ー 製 造 工 場



希
望
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち
に

福
祉
は
み
ん
な
で
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
問
題
で
す
。
い
く
ら
施
設
が
充
実
し

て
も
解
決
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
助
け
合

い
の
精
神
が
一
番
た
い
せ
つ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

他
人
の
身
に
な
っ
て
も
の
を
考
え
ら
れ
る
。

思
い
や
り
の
あ
る
豊
か
な
心
が
、
希
望
に

あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
の
第
一
歩
で
す
。

温
か
い
愛
情
と

正
し
い
理
解
を

お
年
寄
り
に

生
き
が
い
を

養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
将
来
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
心
身
と
も

に
健
や
か
に
育
つ
た
め
に
は
、
家
庭
と
社
会
の
温

か
い
愛
情
と
恵
ま
れ
た
環
境
が
必
要
で
す
。
現
在
、

町
立
の
児
童
福
祉
施
設
は
町
内
に
五
か
所
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
近
年
、
就
労
婦
人
の
増
加
、
核

家
族
化
の
進
行
、
住
宅
地
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、

保
育
の
必
要
性
は
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　

　

ま

た

、

昭

和

五

十

七

年

四

月

一

日

現

在

で

、

町

内

の

母

子

・

父

子

家

庭

は

百

九

世

帯

、

心

身

に

障

害

を

持

つ

人

は

一

千

九

百

四

十

六

人

で

す

。

こ

れ

ら

の

、

親

を

失

っ

た

り

家

庭

的

に

恵

ま

れ

な

い

子

ど

も

た

ち

や

、

心

身

に

障

害

を

持

つ

人

に

対

し

て

は
、
正
し
い
理
解
と
援
助
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、

こ

の

人

た

ち

が

一

日

も

早

く

安

心

し

て

生

活

で

き

る
よ
う
、
母
子
・
父
子
家
庭
の
人
に
は
生
活
相
談
、

生

業

指

導

を

、

障

害

を

持

つ

人

に

は

自

力

更

正

、

社

会

復

帰

の

た

め

の

適

切

な

治

療

・

保

護

を

さ

ら

に
強
力
に
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
　

　
平
均
寿
命
の
伸
長
に
よ
り
、
年
々
老
齢
人
口
は

全
国
的
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
邑
久
町
の
六
十
五

歳
以
上
の
人
口
は
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
一
日
現

在
で
三
千
四
百
四
人
、
一
七
・
○%

と
な
っ
て
お

た
老
人
憩
い
の
家
を
建
設
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な

施
策
や
事
業
を
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
今
後
よ
り
き
め
細
か
い
福
祉
を
進
め
て
い
く

に
は
地
域
全
体
の
温
か
い
援
護
活
動
が
必
要
で
、

社
会
福
祉
協
議
会
、
民
生
委
員
協
議
会
の
よ
り
い

っ
そ
う
の
活
躍
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
持

ち
味
を
生
か
し
た
協
力
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
　
　

り
、
昭
和
五
十
五
年
の
一
五
・
九%

に
比
べ
一
・

一%

増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
邑
久
町

の
老
齢
人
口
の
比
率
は
、
今
後
い
っ
そ
う
高
く
な

っ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

傾
向
に
加
え
て
核
家
族
化
の
進
行
は
、
独
り
暮
ら

し
の
老
人
や
寝
た
き
り
老
人
の
増
加
、
さ
ら
に
は

地
域.

家
庭
に
お
け
る
老
人
の
孤
独
な
ど
の
問
題

と
あ
わ
せ
、
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
は
社
会
的
に

も
行
政
的
に
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す

。

　
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
老
人
福
祉
対
策
と
し
て

老
人
健
康
診
断
の
実
施
、
老
人
家
庭
奉
仕
員
の
充

実
・
老
人
福
祉
電
話
・
特
殊
ベ
ッ
ド
・
エ
ア
ー
マ

ッ
ト
の
貸
与
、
老
人
居
室
整
備
資
金
の
融
資
、
ま
　

し
て
完
備
さ
れ
た
施
設
で
す
。
こ
の
老
人
ホ
ー
ム

は
老
人
福
祉
法
に
よ
り
、
老
後
を
健
康
で
明
る
く

過
ご
し
て
も
ら
お
う
と
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
現

在
、
五
十
人
の
お
年
寄
り
が
楽
し
く
余
生
を
送
っ

て

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

老人憩いの家

清掃奉仕をする楽々園のお年寄り ゲートボールを楽しむお年寄り

給食を食べる子どもたち

敬老会でくつろぐお年寄り

　
町
立
上
寺
山
楽
々
園
は
、
観
光
地
で
知
ら
れ
る

上
寺
山
の
中
腹
に
位
置
し
、
老
人
の
憩
い
の
場
と



伝
統
の
息
づ
く
ま
ち

私
た
ち
の
町
・
邑
久
は
伝
統
の
息
づ
く
ま
ち
。
長
い

歳
月
、
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
工
芸
、

郷
土
芸
能
な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

祖
先
の
暮
ら
し
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
考
古
資
料
も
、

た
い
せ
つ
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
も
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
息
づ
く
・
ふ
る
さ
と

の
祭
り
。
子
ど
も
た
ち
が
奏
で
る
”
し
ゃ
ぎ
り
”
の

音
も
に
ぎ
や
か
に
、
”
だ
ん
じ
り
”
を
ヨ
イ
シ
ョ
！
と

引
け
ば
思
わ
ず
「
ふ
る
さ
と
、
ば
ん
ざ
い
！
」
と
叫

び
た
く
な
り
ま
す
。

豊安だんじり

虫
明
焼

面
浄
瑠
璃

だ
ん
じ
り

邑
久
考
古
館

　
備
前
国
家
老
で
風
雅
の
人
と
し
て
知
ら
れ
た
伊

木
三
猿
斉
が
、
天
保
年
中(

お
よ
そ
百
三
十
年
前)

に
こ
の
地
に
窯
を
ひ
ら
き
、
茶
道
の
余
技
と
し
て

焼
物
を
楽
し
ん
だ
の
が
虫
明
焼
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　
そ
の
頃
、
京
の

名
匠
、
清
風
与
平

を
招
い
て
茶
器
を

つ
く
っ
た
が
、
明

治
初
年
に
は
同
じ

く
京
都
か
ら
名
工
、

宮
川
香
山(

真
葛)

が
こ
の
窯
に
来
て
、

安
南
、
織
部
、
乾
山

な
ど
の
作
品
に
擬

し
、
呉
須
絵
の
作
を
つ
く
り
、
独
特
の
う
わ
薬
、
硬
質

の
焼
成
で
天
下
に
虫
明
焼
の
名
声
を
ひ
ろ
め
ま
し

た
。
香
山
の
業
を
継
い
だ
森
香
州
も
茶
器
・
花
器

に
名
品
を
の
こ
し
て
い
る
が
、
現
在
は
岡
山
県
の

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
黒
井
一
楽
氏
が
そ
の

伝
統
を
う
け
つ
い
で
お
り
、
新
風
も
お
り
こ
ん
で

す
ぐ
れ
た
作
品
を
お
く
り
出
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

虫
明
地
区
に
は
こ
の
ほ
か
に
数
名
の
作
陶
家
が
あ

り
、
虫
明
焼
の
復
興
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
い
ま
も
、
邑
久
町
円
張
部
落
に
伝
わ
る
郷
土
芸

能
「
面
浄
瑠
璃
」
の
起
源
は
、
近
世
末
期
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。
「
面
浄
瑠
璃
」
と
も
「
面
芸
」
と
も

よ
ば
れ
る
こ
の
郷
土
芸
能
は
、
百
数
十
年
に
わ
た

っ
て
伝
え
ら
れ
、
今
日
で
は
邑
久
町
豊
原
の
太
田

稔

氏

が

伝

え

る

の

み

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　
こ
の"

面
芝
居"

は
、
邑
久
郡
一
帯
や
横
仙
地

方(

奈
義
町
一
帯)

お
よ
び
倉
敷
市
三
田
を
中
心

に
ひ
ろ
が
っ
た
郷
土
芸
能
で
、
昭
和
に
入
っ
て
も

戦
前
ま
で
は
農
閑
期
、
祭
り
な
ど
で
盛
ん
に
演
じ

ら
れ
ま
し
た
。
面
芝
居
と
い
う
の
は
、
一
人
の
役

者
が
張
子
の
面
を
か
ぶ
り
、
義
太
夫
節(

浄
瑠
璃)

と
太
樟
の
三
味
線
に
あ
わ
せ
て
演
じ
る
仮
面
劇
で
、

早
替
わ
り
が
見
も
の
。
取
り
替
え
る
面
、
衣
裳
は

あ
ら
か
じ
め
舞
台
前
面
の
横
幕
の
裏
側
に
並
べ
て

お
い
て
、
役
者
は
横
幕
の
蔭
に
か
く
れ
て
転
が
り

な
が
ら
面
、
衣
裳
を
替
え
る
と
い
う
早
わ
ざ
を
や

っ
て
の
け
ま
す
。
演
目
に
は
「
朝
顔
日
記
」
「
阿

波
鳴
戸
」
「
御
所
桜
」
「
絵
本
太
功
記
」
「
三
勝
半

七
」
な
ど
が
あ
り
、
昭
和
四
十
七
年
、
岡
山
県
の

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　

　
町
内
に
は
重
要
民
俗
資
料
と
し
て
、
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
「
だ
ん
じ
り
」
が
十
基
あ
り
、
春
に

は
大
賀
島
の
権
現
祭
り
と
尻
海
神
田
宮
の
祭
り
、

秋
に
は
下
山
田
の
八
幡
神
社
の
祭
り
に
「
だ
ん
じ

り
行
列
」
が
行
わ
れ
、
お
お
ぜ
い
の
参
拝
者
で
に

ぎ
わ
い
ま
す
。
「
だ
ん
じ
り
」
は
、
祖
先
が
残
し
て

く
れ
た
貴
重
な
文
化
遺
産
で
、
そ
の
囃
子
と
し
て

「
し
ゃ
ぎ
り
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
だ

ん
じ
り
」
や
「
し
や
ぎ
り
」
を
た
い
せ
つ
に
保
護

・
保
存
し
、
後
世
の
人
に
引
き
継
ぐ
た
め
、
各
地

区

に

お

い

て

保

存

会

が

結

成

さ

れ

て

い

ま

す

。

　
昭
和
四
十
一
年
、
二
万
数
千
点
に
の
ぼ
る
貴
重

な
考
古
資
料
を
故
長
瀬
薫
氏
が
町
に
寄
贈
さ
れ
、

現
在
の
町
立
邑
久
考
古
館
の
開
設
を
み
ま
し
た
。

蔵
品
は
主
と
し
て
当
町
を
中
心
に
、
隣
接
町
村
の

貝
塚,

古
墳
な
ど
か
ら
の
出
土
品
で
、
無
土
器
時

代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
石
器
・
土
器
・
骨
角
器
、

陶
棺
な
ど
貴
重
な
文
化
遺
産
の
数
々
が
展
示
さ
れ
、

町
内
外
か
ら
多
く
の
見
学
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

虫明焼の製作風景 虫明焼抹茶々碗

面 浄 瑠 璃

下山田のだんじり

邑久考古館 しゃぎり



歴
史
を
語
る
文
化
財

私
た
ち
の
町
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

古
く
か
ら
栄
え
た
吉
備
文
化
の
一
画
で
あ
る
邑
久
町
に
は
、
古
き
歴
史
を

今
に
伝
え
る
寺
院
、
仏
像
、
甲
胄
な
ど
の
文
化
遺
産
が
数
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
”
遺
産
”
の
語
り
か
け
る
も
の

を
理
解
し
た
い
せ
つ
に
次
ぎ
の
世
代
へ
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

余
慶
寺
本
堂

木
造
薬
師
如
来
坐
像

木
造
聖
観
音
立
像

国
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和5

4

年5

月2
2

日
指
定)

　
上
寺
山
余
慶
寺
は
天
台
宗
に
属
し
、
備
前
四
十

八
か
寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
大
寺
院
で
す
。

現
在
も
六
か
院
が
残
っ
て
い
て
そ
の
威
容
を
誇
っ

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
堂
は
一
山
の
総
本
堂
で
、
観
音
堂
と
も
呼
ば

れ
境
内
の
中
央
に
位
置
し
て
周
辺
に
三
重
塔
、
薬

け

た

ゆ

き

師
堂
、
鐘
楼
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
桁
行

五
間
、
梁
間
五
間
、
単
層
、
本
瓦
葺
、
入
母
屋
造
、

江
戸
時
代
に
増
築
さ
れ
た
唐
破
風
造
り
の
向
拝
と

つ

ま

か

ざ

り

に

じ

ゅ

う

こ

う

背
面
に
一
間
通
り
の
庇
が
つ
く
。
妻
飾
は
二
重
虹

り

ょ

　

う

た

い

へ

い

つ

か

し

き

梁
大
瓶
束
式
と
し
、
破
風
下
に
三
つ
花
懸
魚
を
吊

る
。
軒
は
二
重
繁
垂
木
。
円
柱
上
に
和
様
の
出
三

斗
を
組
み
、
中
備
に
簑
束
を
置
く
。
背
部
を
除
い

て
三
方
に
は
無
高
欄
の
縁
を
つ
け
、
正
面
中
央
二

間
に
は
格
子
戸
、
そ
の
両
脇
及
び
両
側
面
に
は
引

違

板

戸

を

た

て

て

い

ま

す

。

　
内
部
は
前
寄
り
二
間
通
り
と
両
側
面
一
間
通
り

を
外
陣
と
し
、
後
方
は
内
陣(

三
間
四
方)

、
脇
陣
、

ひ

し

ら

ん

ま

後
陣
と
す
る
。
内
外
陣
の
境
に
は
菱
欄
間
を
は
め

て
あ
る
。
天
井
は
内
外
脇
後
陣
と
も
に
主
に
竿
縁

天
井
で
あ
る
が
、
外
陣
に
は
大
虹
梁
を
架
け
渡
し

い

り

が

わ

て
入
側
を
化
粧
屋
根
裏
と
す
る
。
こ
の
本
堂
に
は

永

禄

一

三

年(

西

暦

一

五

七

〇)

の

再

建

棟

札

が

あ
り
、
ま
た
木
柄
が
太
く
て
良
質
で
、
し
か
も
室

町
時
代
の
伝
統
的
密
教
本
堂
の
形
態
を
よ
く
保
つ

た
重
要
な
遺
構
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
造
聖
観
音
立
像
上

寺

山

余

慶

寺

国
指
定
重
要
文
化
財

(

大
正6

年8

月1
3

日
指
定)

　
像
高
一
八
六
・
八
袖
惇
ル
檜
の
一
木
造
漆
箔
及

び
素
地
。
両
肩
部
も
含
め
宝
冠
か
ら
蓮
内
に
至
る

へ

う

ろ

さ

ま
で
一
材
で
彫
成
し
、
内
劃
も
な
い
。
肉
身
だ
け

漆
箔
に
し
た
あ
と
が
あ
る
。
目
許
の
や
さ
し
い
丸

顔
の
容
貌
、
体
奥
の
厚
味
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
や
、
両
膝
の
間
の
渦
巻
文
の
刀
法
が
に
ぶ
い

様
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
薬
師
如
来
坐

像
の
表
現
と
く
ら
べ
、
い
っ
そ
う
や
わ
ら
い
だ
姿

と
な
っ
て
い
る
。
制
作
年
代
は
藤
原
時
代
中
期
か

ら
末
期
頃
と
見
ら
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

国
指
定
重
要
文
化
財

(

明
治3

4

年8

月2

日
指
定)

像
高
一
八
二
・
七
腔
惇
ル
、
檜
材
一
木
造
、
漆
箔
。

構
造
は
頭
と
体
を
檜
の
一
木
か
ら
彫
り
出
し
て
あ

る
。
頭
部
の
螺
髪
も
彫
り
出
し
て
あ
り
、
眼
尻
の

つ
り
上
が
っ
た
き
び
し
い
面
貌
、
重
い
頭
部
と
左

胸
襟
の
旋
転
は
、
備
前
お
よ
び
出
雲
地
方
の
平
安

前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
仏
像
の
中
に
ま
ま
認

の

う

え

め
ら
れ
、
体
躯
は
重
厚
で
柄
衣
の
襲
に
麟
波
線
が

刻
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
平
安
時
代
前
期
に
流

行
し
た
い
わ
ゆ
る
貞
観
様
式
を
多
く
残
し
て
い
る
。

芸
術
性
は
き
わ
め
て
高
く
、
瀬
戸
内
圏
を
代
表
す

る
傑
作
の
一
つ
と
評
し
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

木造薬師寺如来坐像＜上寺山余慶寺＞ 余慶寺本堂



色
々
威
甲
胄

木
造
十
一
面
観
音
立
像

欧
風
絵
馬

静
円
寺
本
堂

静
円
寺
多
宝
塔

梵

鐘

備
前
焼
永
正
銘
花
瓶

備
前
焼
永
禄
銘
花
瓶

国

指

定

重

要

文

化

財

(

明
治3

4

年8

月2

日
指
定)

　
豊
原
北
島
神
社
の
色
々
威
甲
冑
は
県
内
の
大
鎧
、

三
領
の
う
ち
で
最
も
完
全
な
姿
を
し
て
お
り
、
大

鎧
の
確
か
な
構
造
を
知
る
う
え
で
非
常
に
貴
重
な

あ

さ

ね

ぎ

資
料
で
す
。
色
は
草
摺
を
含
め
全
体
が
浅
葱
、
胴

と

草

摺

を

つ

な

ぐ

揺

ぎ

縹

色

で

す

。

兜

と

大

袖

の
中
間
に
紫
色
が
配
せ
ら
れ
、
全
体
と
し
て
非
常

に
落
着
い
た
配
色
で
す
。
基
本
構
造
を
な
す
小
札

配
列
は
全
く
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
点
、
宝
永
七
年

の
修
理
の
慎
重
さ
が
う
か
が
わ
れ
、
こ
の
甲
冑
の

た

が

ね

評
価
を
高
め
て
い
ま
す
。
全
体
の
金
具
類
も
鏨
の

切
れ
が
よ
く
、
枝
菊
高
彫
り
な
ど
当
時
の
工
芸
技

術
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
金
物
は
数
百
年
の
風
雪
に
耐
え
、
す
ば
ら
し

は
な
だ
い
ろ

色
々
威
甲
冑
豊

原

北

島

神

社

号
を
横
尾
山
と
い
い
、
寺
記
に
よ
る
と
天
平
二
年

(

西
暦
七
三
〇)

に
行
基
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、

の
ち
報
恩
大
師
に
よ
り
備
前
四
十
八
か
寺
の
う
ち

の
一
つ
に
選
ば
れ
た
が
、
ま
も
な
く
焼
失
し
、
延

暦
年
間(

西
暦
七
八
二
～
八
〇
六)

に
印
喜
法
師

に

よ

っ

て

再

興

さ

れ

た

と

い

い

ま

す

。

桁

行

五

間

、

梁

間

五

間

、

単

層

、

入

母

屋

造

、

本
瓦
葺
、
妻
飾
り
は
二
重
虹
梁
大
瓶
束
式
に
蟇
股

を
配
し
、
破
風
下
に
三
ツ
花
懸
魚
を
吊
っ
て
あ
る
。

背
面
を
除
く
三
面
に
高
欄
の
な
い
縁
を
設
け
て
い

る
。
平
面
、
架
構
、
装
飾
技
法
と
も
に
中
世
密
教

本

堂

の

特

性

を

備

え

て

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

県

指

定

重

要

文

化

財

(

昭
和3

5

年8

月2
3

日
指
定)

　
本
堂
の
北
側
に
位
置
す
る
多
宝
塔
は
柱
間
三
・

三
材
と
い
う
小
型
な
が
ら
、
元
禄
三
年(

西
暦
一

六
九
〇)

の
棟
札
写
し
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
県

下
で
は
笠
岡
市
の
偏
照
寺
の
多
宝
塔
に
次
ぐ
古
さ

を

誇

っ

て

い

ま

す

。

　
総
高
一
二
㍍
、
方
三
間
、
本
瓦
葺
、
柱
は
欅
の

い
落
ち
着
い
た
鍍
金
の
色
を
見
せ
て
い
ま
す
。

県
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和5

4

年3

月2
7

日
指
定)

　
像
高
一
七
二
・
五
㌢
㍍
、
欅
材
一
木
造
、
頭
上
に

化
仏
十
面
を
い
た
だ
き
、
右
手
は
垂
下
し
て
施
無

畏
の
印
を
結
び
、
左
手
に
宝
瓶
を
持
つ
通
常
の
十

一

面

観

音

立

像

で

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
柔
和
な
顔
の
彫
り
、
天
衣
、
裳
な
ど
を
意
識
的

に
簡
素
に
彫
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
な
ど
は
古
式
を

残
し
、
ま
た
檜
材
が
多
い
こ
の
時
期
に
欅
を
使
っ

て
い
る
の
は
神
木
と
し
て
意
識
的
に
使
用
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
可
憐
な
尊
顔
は
温
和
優
美
な
藤
原

時
代
後
期
の
様
式
を
示
し
て
い
る
が
、
技
法
的
に

は
平
安
前
期
後
の
一
木
造
手
法
を
伝
え
、
全
体
に

素
朴
な
表
現
を
貫
い
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

県
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和3

5

年4

月2
6

日
指
定)

　
縦
一
〇
九
・
五
㌢
㍍
、
横
一
九
八
・
五
㌢
㍍
、
檜

材
の
額
幅
八
・
九
㌢
㍍
。
欅
材
の
板
の
上
に
一
部
紙

円
柱
で
、
上
層
は
円
筒
形
の
軸
部
に
宝
形
造
の
屋

根
を
の
せ
、
胴
部
に
高
欄
を
ま
わ
し
て
あ
る
。
軒

は
一
軒
扇
垂
木
、
天
井
を
小
組
格
天
井
に
つ
く
り
、

組
物
の
数
を
少
な
く
し
て
出
三
斗
に
す
る
。
下
層

は
軒
が
二
間
繁
垂
木
、
蛇
腹
支
輪
を
か
け
る
。
心

柱
は
下
層
の
中
央
天
井
か
ら
上
層
を
貫
き
、
相
輪

に
達
す
る
。
こ
の
塔
の
相
輪
高
は
三
・
六
三
㍍
で

露
盤
、
伏
鉢
、
受
花
、
九
輪
、
三
重
蓮
華
、
宝
珠
、

水

煙

で

構

成

さ

れ

て

い

ま

す

。

県
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和3

1

年4

月1

日
指
定)

　
総
高
九
四
・
八
㌢
㍍
、
口
径
五
九
・
一
㌢
㍍
。
本

堂
わ
き
に
位
置
す
る
鐘
楼
に
吊
さ
れ
て
い
る
梵
鐘

は
、
室
町
時
代
末
頃
に
鋳
造
さ
れ
た
青
銅
製
の
も

の
で
、
音
色
の
よ
い
こ
と
か
ら
上
寺
山
の
晩
鐘
と

親
し
ま
れ
て
い
る
。
竜
頭
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
て

や
や
小
さ
く
、
撞
座
は
位
置
が
低
く
、
駒
の
瓜
は

ふ
く
ら
み
を
み
せ
て
い
る
。
胴
張
り
の
あ
る
形
姿

の
優
れ
た
鐘
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和3

1

年4

月1

日
指
定)

　
高
さ
五
〇
・
八
㌢
㍍
、
口
径
三
三
・
七
㌢
㍍
、
胴

径
三
二
・
○
㌢
㍍
。
姿
は
端
正
で
焼
成
は
赤
褐
色
が

や
や
黒
味
を
帯
び
た
花
瓶
で
、
口
縁
か
ら
肩
に
か

木

造

十

一

面

観

音

立

像
上

寺

山

余

慶

寺

を
貼
り
、
特
異
な
画
法
で
、
平
将
、
莫
邪
の
中
国
の

名
刀
工
夫
妻
を
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
絵
画
の

額
縁
に
は
、
寛
政
四
壬
子
年
八
月
十
五
日
と
あ
り

ま
た
、
画
面
の
左
に
「
暁
山
嶽
国
綱
画
」
の
署
名

と
「
三
条
源
氏
」
「
雲
夢
」
の
書
印
が
あ
り
ま
す
。

国
綱
と
は
秋
田
藩
主
田
代
忠
国
の
別
名
で
、
欧
風

画
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
尻
海
は

回
船
業
で
栄
え
て
い
た
た
め
、
こ
の
絵
馬
が
奉
納

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

け
て
菜
種
胡
麻
が
流
れ
、
肩
に
は
美
し
い
ロ
ク
ロ

目
が
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
胴
ま
わ
り
に
は
「
奉

寄
進
横
尾
山
本
堂
与
雪
散
道
清
禅
定
門
也
施
主
香

澄
庄
伊
部
木
村
与
次
郎
、
永
禄
十
二
年
卯
月
廿
一

へ

ら

日
敬
白
」
と
銘
が
箆
書
き
さ
れ
て
い
て
、
永
禄
十

二
年(

西
暦
一
五
六
九)

に
伊
部
の
木
村
与
次
郎

に
よ
っ
て
本
堂
の
什
器
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と

が

わ

か

り

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

県
指
定
重
要
文
化
財

(

昭
和3

1

年4

月1

日
指
定)

　
高
さ
六
〇
・
三
㌢
㍍
、
口
径
三
八
・
○
㌢
㍍
、
胴

径
三
五
・
六
㌢
㍍
。
姿
は
端
正
で
威
厳
が
あ
り
、
褐

色
に
よ
く
焼
き
し
め
、
や
や
黒
味
を
帯
び
、
わ
ず
か

に
口
縁
上
部
と
肩
に
胡
麻
が
流
れ
て
い
る
。
ま
た
、

胴
部
の
下
部
に
は
、
は
け
目
が
あ
り
肩
か
ら
胴
に

か
け
て
「
奉
寄
進
横
尾
山
永
正
九
年
六
月 

日
、

伊
部
木
村
三
郎
右
衛
門
」
と
箆
書
き
し
て
あ
り
、

室
町
時
代
の
製
作
で
し
か
も
最
古
の
在
銘
が
あ
る

優
れ
た
大
形
花
瓶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

備前焼永正銘花瓶〈横尾山静円寺〉 備前焼永禄銘花瓶〈横尾山静円寺〉

静円寺多宝塔〈横尾山静円寺〉

静円寺本堂

欧風絵馬若宮八幡宮

県

指

定

重

要

文

化

財

(

昭

和3
1

年4

月1

日

指

定)

静
円
寺
は
真
言
宗
古
義
派
に
属
す
る
寺
院
で
山

梵鐘〈上寺山余慶寺〉



（
瀬
戸
）

　
虫
明
の
迫
門
の
曙
見
る
折
ぞ
　
　
　
　
　

　

都

の

こ

と

も

忘

ら

れ

に

け

り

　

　

　

　

　

　

玉

葉

集

・

平

忠

盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
赤
枝
香
城
書
）

　
邑
久
町
は
、
山
あ
り
川
あ
り
海
あ
り
と
、

恵
ま
れ
た
自
然
に
か
こ
ま
れ
た
美
し
い
町
。

名
所
旧
跡
も
数
多
く
、
古
く
か
ら
詩
や
歌

に
読
ま
れ
、
特
に
”
虫
明
瀬
戸
の
曙
”
は

有
名
で
す
。

■
虫
明
瀬
戸
の
曙

　
虫
明
港
に
立
っ
て
東
の
空
を
望
め
ば
、

右
に
長
島
、
そ
の
先
に
大
多
府
、
遙
か
に

鶴
島
が
浮
か
び
、
左
に
鴻
島
、
そ
の
先
に

頭
島
、
鹿
久
居
島
と
連
な
り
、
真
東
に
対

す
る
左
右
の
島
々
の
間
、
天
と
海
の
接
す

る
あ
た
り
か
ら
朝
日
が
昇
る
。
真
赤
に
空

は
燃
え
、
海
も
島
も
黄
金
色
に
染
ま
る
。

そ
の
景
観
は
ま
さ
に
壮
厳
そ
の
も
の
で
す
。

虫
明
瀬
戸
の
曙
の
見
頃
は
秋
で
、
二
百
十

日
前
後
の
一
週
間
が
最
高
だ
と
、
昔
か
ら

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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勤労者いこいの村 大 平 山 ・ 野 鳥 の 森

黒井山グリーンパーク・バッテリーカー

王 子 の 滝 < 雄 滝 > 王 子 の 滝 < 雌 滝 > 岡 山 ブ ル ー ハ イ ウ ェイ・片上大橋

モーターグライダー

若宮八幡宮

張り子の虎

石仏・大賀島

野鳥の森・観察小屋

勤労者いこいの村・テニスコート 黒井山グリーンパーク・ローラーすべり台

稚 児 行 列 静 円 寺

稚児

夢二の生家 夢 二 少 年 山 荘



明
日
を
担
う
子
ど
も
た
ち

風船に花の種をつけて大空に

幼 稚 園

中 学 校
小 学 校

高 等 学 校たこあげ集会

　
豊
か
な
ま
ち
も
、
明
る
い
社
会
も
、
す
ぐ
れ
た

文
化
を
創
る
の
も
、
そ
の
出
発
点
は
人
づ
く
り
。

"

明
日
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち"

が
、
知
性
豊
か

で
た
く
ま
し
い
人
間
に
育
つ
こ
と
は
み
ん
な
の
願

い
で
す
。
町
で
は
教
育
内
容
の
充
実
に
、
学
校
施

設
の
改
善
に
と
、
力
い
っ
ぱ
い
の
努
力
を
続
け
て

い
ま
す
。
旧
邑
久
・
裳
掛
両
中
学
校
を
統
合
し
て

昭
和
五
十
五
年
四
月
に
新
た
に
開
校
し
た
邑
久
中

学
校
は
、
近
代
的
な
設
備
と
広
大
な
運
動
場
を
も

つ
恵
ま
れ
た
教
育
環
境
の
中
で
教
育
の
成
果
を
高

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
老
朽
危
険
校
舎
を
も
つ
玉

津
・
今
城
両
小
学
校
も
、
三
十
周
年
記
念
事
業
の

一
環
と
し
て
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
、
全
面

改
築
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

現
在
、
町
内
の
教
育
施
設
は
▼
幼
稚
園
∥
邑
久
、

今
城
、
玉
津
、
裳
掛
の
四
園
で
、
学
級
数
―
八
、

幼
児
数
‐
二
百
二
十
九
人
。
▼
小
学
校
∥
邑
久
、

今
城
、
玉
津
、
裳
掛
の
四
校
で
、
学
級
数
‐
五
十

一
、
児
童
数
‐
一
千
八
百
四
人
。
▼
中
学
校
∥
邑

久
中
学
校
一
校
で
、
学
級
数
‐
二
十
一
、
生
徒
数

―
八
百
一
人
。
▼
高
等
学
校
∥
県
立
邑
久
高
等
学

校
一
校
で
、
学
級
数
―
二
十
三
、
生
徒
数
‐
九
百

八
十
一
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

　
今
、
学
校
で
は
新
し
い
教
育
課
程
の
も
と
に
、

知
・
徳
・
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
人
間
性
豊
か

な
人
づ
く
り
へ
の
教
育
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。



こ
こ
ろ
豊
か
な
人
に
育
て

オリエンテーリング大会 マ ラ ソ ン 大 会

邑久児童合唱団

ＦＯＳ少年団の募金活動バレーボールの練習をする町青年団

習 字 ク ラ ブ 県道スポーツ少年団

　
「
非
行
の
激
増
」
「
親
子
の
断
絶
」
「
ひ
よ
わ

な

子

」

子

ど

も

た

ち

を

め

ぐ

っ

て

、

現

在

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

青
少
年
を
健
や
か
に
、
こ
こ
ろ
豊
か
に
育
て
る

た
め
の
環
境
は
、
大
き
く
わ
け
て
家
庭
と
学
校
と

地
域
社
会
と
い
わ
れ
ま
す
。
特
に
家
庭
は
、
人
格

形
成
の
基
礎
を
つ
く
る
重
要
な
場
で
す
。
非
行
が

増
え
る
と
と
も
に
、
「
非
行
の
原
因
は
家
庭
の
あ

り
方
、
し
つ
け
に
あ
る
。
」
と
い
う
声
を
耳
に
し
ま

す
。
し
か
し
、
個
々
の
家
庭
だ
け
に
責
任
を
負
わ

せ
て
い
た
の
で
は
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
青
少

年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
は
や
は
り
、
家
庭

の
集
り
で
あ
る
地
域
社
会
の
課
題
と
し
て
環
境
を

と
と
の
え
、
地
域
の
子
ど
も
は
地
域
で
育
て
る
と

い
う
、
理
解
と
取
り
組
み
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
町
で
は
、
町
青
少
年
問
題
協
議
会
や
町F

O

S

少
年
団
な
ど
多
く
の
団
体
の
協
力
を
得
て
、
広

範
な
青
少
年
健
全
育
成
の
活
動
を
す
す
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
各
地
区
の
子
ど
も
会
を
は
じ
め
、
剣

道
、
野
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
少

年
団
や
児
童
合
唱
団
な
ど
の
諸
活
動
、
地
域
ぐ
る

み
の
補
導
活
動
な
ど
、
地
域
の
人
々
の
協
力
に
よ

っ
て
い
ろ
ん
な
活
動
の
輪
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
健
全

育

成

の

効

果

を

あ

げ

て

い

ま

す

。

生
き
が
い
の
あ
る
、
充
実
し
た
人
生
を
送
る
た

め
の
生
涯
教
育
の
必
要
が
叫
ば
れ
、
社
会
教
育
へ

の
町
民
の
期
待
と
要
請
は
、
年
を
追
っ
て
高
ま
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
学
級
を
は
じ
め
、
若
葉

・
青
葉
学
級
、
青
年
学
級
な
ど
の
研
修
活
動
や
、

各
種
文
化
グ
ル
ー
プ
、
趣
味
の
会
の
活
動
も
年
々

そ
の
輪
が
ひ
ろ
が
り
、
活
発
な
活
動
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会
教
育
の
拠
点
と
し
て

の
中
央
公
民
館
の
建
設
も
、
町
制
施
行
三
十
周
年

の
記
念
事
業
と
し
て
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
健
康
づ
く
り
、
体
力
づ
く
り
を
め
ざ
し

て
の
体
育
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
は
、
体
育
協
力
を
中

心
と
し
て
多
彩
な
活
動
が
行
わ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
人

口
も
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
住
民
要

求
に
応
え
る
た
め
の
体
育
施
設
の
充
実
に
つ
い
て

も
、
現
在
計
画
が
進
ん
で
い
ま
す
。
　
　
　
　
　



安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
を

人
間
生
活
の
基
本
的
な
場
と
し
て
、
安
全
で
快
適

な
生
活
環
境
の
確
保
は
、
町
づ
く
り
の
最
も
重
要

な
こ
と
で
す
。

町
で
は
、
ご
み
の
分
別
収
集
、
し
尿
収
集
お
よ
び

公
害
の
防
止
、
交
通
安
全
対
策
な
ど
を
図
り
、
み

ん
な
が
快
適
で
ゆ
と
り
の
あ
る
暮
し
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
生
活
環
境
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
健
康
づ
く
り
運
動
、

健
康
相
談
な
ど
を
行
い
、
心
身
と
も
に
健
康
な
社

会
生
活
が
送
れ
る
よ
う
活
動
し
て
い
ま
す
。

小学生による交通安全パレード

健
康
・
医
療

ご
み
処
理

し
尿
処
理

上
水
道

防

災

　
住
民
の
健
康
づ
く
り
、
体
力
づ
く
り
を
め
ざ
し

健
康
増
進
大
会
の
開
催
、
米
の
栄
養
価
を
見
直
す

消
費
拡
大
な
ど
多
彩
な
事
業
を
行
い
、
健
康
増
進

へ
の
知
識
や
意
識
の
啓
発
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
健
所
、
医
師
会
、
各
地
区
の
栄
養
委
員
、

愛
育
委
員
の
協
力
に
よ
り
、
栄
養
改
善
、
乳
幼
児

の
健
康
診
査
、
妊
産
婦
の
保
健
指
導
や
育
児
相
談
、

成
人
病
検
診
、
予
防
接
種
な
ど
の
地
域
に
根
ざ
し

た
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

活
動
を
い
っ
そ
う
促
進
す
る
た
め
、
町
制
施
行
三

十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
建

設

を

進

め

て

い

ま

す

。

　
次
に
医
療
体
制
と
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
の
国

立
療
養
所(

邑
久
光
明
園
・
長
島
愛
生
園)

∥
二
、

町
立
病
院
∥
一
、
診
療
所
∥
一
、
お
よ
び
開
業
医

(

歯
科
含
む)

十
四
、
計
十
八
施
設
が
あ
り
、
町

民
の
健
康
を
守
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
在
宅
当
番
医
制
お
よ
び
二
次

救
急
医
療
体
制
を
整
備
し
、
町
民
に
対
す
る
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。
　
　
　
　

　
牛
窓
町
と
共
同
で
設
置
し
た
ご
み
処
理
場
は
、

宅
地
開
発
に
よ
る
人
口
の
増
加
や
生
活
様
式
の
変

化
な
ど
に
よ
り
、
ご
み
の
量
が
増
大
し
た
た
め
、

昭
和
五
十
年
に
焼
却
炉
を
増
設
し
、
現
在3

1

㌧
の

処
理
能
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
分
別
収
集

に
伴
い
生
ご
み
の
高
速
堆
肥
化
施
設(

コ
ン
ポ
ス

ト)

を
導
入
し
て
廃
棄
物
の
再
利
用
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

邑
久
町
外
一
市
二
町
が
共
同
で
設
置
し
た
、
岡

山
市
神
崎
町
に
あ
る
し
尿
処
理
場
は
、
一
日7

0

ｋl

の
処
理
能
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
町
内
の
収
集
業

務
は
、
現
在
許
可
業
者
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
ま
す

が
、
今
後
、
よ
り
計
画
的
な
収
集
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
か
く
こ
と
の
で
き
な
い

飲

料

水

は

、

邑

久

牛

窓

水

道

企

業

に

よ

っ

て

供

給
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
の
需
要
は
年
々
増
加
し
て

お
り
　
昭
和
六
十
五
年
に
は
二
万
二
千
人
の
給
水

人
口
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
企
業
団

と
し
て
は
、
施
設
の
拡
張
工
事
を
行
い
増
加
す
る

水

の

需

要

に

備

え

て

い

ま

す

。

ま
た
、
人
口
の
増
加
と
生
活
様
式
の
多
様
化
に

伴
い
、
生
活
排
水
に
よ
る
河
川
、
用
排
水
路
の
汚

染
が
憂
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
が
増
え
、
都
市

化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
に
対
処
す
る
よ
う

計
画
的
な
下
水
道
の
建
設
が
、
今
後
必
要
と
な
っ

て
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
の

災
害
か
ら
住
民
の
生
命
・
財
産
を
守
り
、
み
ん
な

が
安
全
で
快
適
な
生
活
が
営
め
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
災
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
河
川
、
た
め
池
な
ど
の
危
険
個
所

を
点
検
し
、
重
点
的
な
改
良
整
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
邑
久
町
、
長
船
町
、
牛
窓
町
の

三
町
で
邑
久
消
防
組
合
を
組
織
し
、
常
備
消
防
体

制
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
万
一
災
害
が
発

生
し
て
も
、
直
ち
に
応
急
措
置
が
で
き
る
よ
う
邑

久
町
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
消
防
団
な
ど
の

防
災
体
制
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　

町 立 病 院
乳児健診

し尿処理場福山浄水場

ごみ処理場

邑久消防組合



まちのすがた
邑 久 町

邑
久
町3

0

年
の
あ
ゆ
み

土

地

人

口

名

誉

町

民

行

政

・

議

会

財

政

建

設

産

業

福

祉

生

活

環

境

教

育

文

化

財

絵
で
み
る
町
の
く
ら
し

議 会 風景

議 長 坂 本 二 郎 町 長 木 下 友 次

教 育 長 上 野 進副 議 長 岩 見 正 雄 収 入 役 山 内 利 雄 助 役 水 田 一 夫

1 3  1 2  1 1  1 0  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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１
町立病院開設

町民体育大会

錦海塩業誘致

10周年記念分収造林

10周年記念式典

赤穂線全線開通

上水道通水農業構造改善事業

天皇・皇后両陛下行幸啓・錦海塩業㈱

邑上橋開通

国営吉井川土地改良事業

台風17号による集中豪雨

勤労者いこいの村落成

20周年記念式典

岡山ブルーハイウェイ開通

年

月

町
制
施
行
、
庁
舎
新
設

邑
久
町
立
病
院
開
設

長
沼
部
落
の
一
部
西
大
寺
市
へ
分
離

上
寺
山
養
老
院
開
設

玉
津
村
を
合
併

邑
久
保
育
園
竣
工

合
併
功
労
団
体
と
し
て
全
国
初
の
総
理
大
臣
表

彰
を
受
賞

ー福
田
保
育
園
竣
工

錦
海
塩
業
組
合
塩
田
干
拓
起
工

裳
掛
村
を
合
併

錦
海
塩
業
㈱
誘
致

上
水
道
通
水

合
併
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
奥
津
町
に
分
収

造
林
事
業
実
施

町
制
施
行
十
周
年

赤
穂
線
全
線
開
通

農
業
構
造
改
善
事
業
着
手

邑
久
町
公
民
館
竣
工

裳
掛
幼
稚
園
竣
工

邑
上
橋
竣
工

福
山
地
区
吉
井
川
提
防
完
成

岡
山
市
外
三
町
衛
生
施
設
組
合
設
立

尻
海
宅
地
造
成
竣
工

裳
掛
児
童
館
竣
工

邑
久
、
福
田
、
豊
原
、
明
徳
、
淳
風
小
学
校
を

統
合
・
新
邑
久
小
学
校
発
足

県
道
箕
輪
尾
張
線
道
路
改
良
事
業(

駅
前
附
近)

完
成

邑
久
・
牛
窓
ご
み
処
理
施
設
組
合
設
立

㈱
旭
大
理
石
工
作
所
誘
致

㈱
ボ
ー
グ
ス
タ
ジ
オ
誘
致

ア
ル
フ
ァ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
工
業
㈱
誘
致

統
合
邑
久
小
学
校
竣
工

学
校
給
食
共
同
調
理
場
竣
工

邑
久
町
農
業
共
済
事
業
を
町
に
移
譲

畠
山
製
菓
㈱
誘
致

.

農
業
振
興
地
域
に
指
定

邑
久
町
立
病
院
竣
工(

改
築)

町
制
施
行
二
十
周
年

多
田
電
機
㈱
誘
致

田
島
応
用
化
工
㈱
誘
致
決
定

田
島
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
㈱
誘
致
決
定

.

大
同
機
工
㈱
誘
致
決
定

虫
明
漁
港
修
築
事
業
着
手

国
営
吉
井
川
土
地
改
良
事
業
町
内
着
工

邑
久
消
防
組
合
設
立

ー国
土
調
査(

1
0

か
年
計
画)

開
始

第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
着
手

玉
津
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
竣
工

台
風1

7

号
に
よ
る
集
中
豪
雨

一町
道
大
平
線
道
路
改
良
事
業
着
手

河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
認
可
・
干

田
川
改
修
工
事
着
手

岡
山
ブ
ル
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ
開
通

上
寺
山
楽
々
園
竣
工(

改
築
〉

津
村
順
天
堂
㈱
誘
致
決
定

地
域
農
政
特
別
対
策
事
業
着
手

今
城
保
育
所
竣
工

岡
山
勤
労
者
い
こ
い
の
村
完
成

統
合(

邑
久
・
裳
掛)

邑
久
中
学
校
竣
工

玉
津
保
育
所
竣
工

邑
久
幼
稚
園
竣
工

虫
明
漁
港
関
連
道
開
通

激
特
事
業
・
福
中
ポ
ン
プ
場
完
成

裳
掛
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
竣
工

老
人
憩
い
の
家
竣
工

.

中
央
公
民
館
・
保
健
セ
ン
タ
ー
建
築
工
事
着
手

今
城
・
玉
津
小
学
校
改
築
工
事
着
手

昭
和2
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土

地

人

口

人口・世帯数の推移

階層別人口

町の位置

町 の 面 積

年間流動人口
土地の利用状況

昭和30～55は国勢調査

昭和56.57は住民基本台帳.4月1日現在

住民基本台帳　昭和57.5.1現在

住民基本台帳
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行 政 機 構 図

歴 代 町 長 歴代助役

歴代収入役 歴代教育長

議会組織図

歴代議長 歴代副議長

奥 田 真 須 二 古 武 弥 四 郎

嘉 数 郁 衛 光 田 健 輔

　明治15年2月23日、邑久村に生まれる。

明治31年、私立閑谷黌卒業後、邑久郡静修

尋常小学校教員となる。邑久郡邑久高等小

学校長、岡山県邑久高等女学校長などを歴

任し、昭和8年11月、教育功労者として帝

国教育会長表彰をうける。昭和23年4月、

邑久郡邑久村長に就任。昭和27年4月、初

代邑久町長に就任、昭和30年12月退任。昭

和38年3月、本町名誉町民となる。昭和40

年2月、84歳で逝去。　　　　　　　　

　明治12年7月2日、本庄村に生まれる。

明治35年大阪医学校を卒業後、生化学の権

威、京大総長荒木寅三郎博士に師事した。

阪大教授、微生物研究所長、医学部長、和

歌山医大学長を経て昭和36年3月に退官。

医学博士。半生をアミノ酸の研究にかたむ

け、その業績によって昭和36年11月、文化

功労者の栄誉をうける。昭和30年11月、本

町名誉町民となる。昭和43年に89歳で逝去。

　明治32年10月8日、邑久村に生まれる。

大正8年、岡山県邑久土曜学校卒業後、大

正10年、岡山県職貝として奉職。経済部食

料課長、物資課長を歴任し、昭和26年6月、

岡山県人事委員会長に就任、昭和30年6月

退任。昭和31年1月、邑久町長に就任。国

鉄赤穂線敷設に尽力、製塩工場及び関連化

学工場誘致、上水道の敷設など、昭和51年

1月に退任するまで、4期16年間、町発展

のために尽くした。昭和52年4月、勲五等

双光旭日章をうける。昭和53年10月、本町

名誉町民となる。　　　　　　　　　　

　明治9年1月11日、山口県防府市に生ま

れる。明治31年東京帝大病理撰科を卒業後、

東京市養育院に奉職、昭和6年長島愛生園

長となる。昭和32年に愛生園長の職を退く

までの人生を救ライ一途にささげた。昭和

24年朝日新聞社会奉仕賞。昭和26年7月、

文化功労者。同11月、文化勲章をうける。

昭和33年7月、本町名誉町民となる。昭和

36年1月、社会福祉における国際的な最高

賞であるダミエン・ダットン章をうける。

昭和39年に88歳で逝去。　　　　　　　　

庶務係、財政係、文書係、リ事・給与係

企画調整係、国土調査係

賦課係、徴収係

住民係、福祉係、国保係

農産係、林水産商工係、農業共済係、農業構造改善係

管理係、施設係

管理係、工務係

生活環境係、防災係、保健衛生係

議会事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

総 務 課

企 画 課

税 務 課

民 生 課

産 業 課

耕 地 課

建 設 課

生 活 環 境 課

支 所

出 納 室

議 会

教 育 委 員 会

農 業 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員 会

助 役

収 入 役

町 長

歴代 氏 名 在 職 期 間

1

2

3

4

5

奥田真須二

嘉 数 郁 衛

井 上 関 次

嘉 数 郁 衛

木 下 友 次

S 2 7 . 4 . 2 9～ S 3 0 . 1 2 . 3 1

S 3１ . 1 . 2 0～ S 3 9 . 1 . 1 9

S 3 9 . 1 . 2 0 ～ S 4 3 . 1 . 1 9

S 4 3 . 1 . 2 0 ～ S 5 1 . 1 . 1 9

S 5 1 . 1 . 2 0 ～　　　　　

歴 代 　 氏 名 　 在 職 期 間

1

2

3

4

5

6

加 藤 博

小 林 徳 太

水 野 梶 郎

服 部 正 志

大 河 原 稔

木 下 友 次

太 田 二 郎

水 田 一 夫

S 2 7 . 6 . 4 ～ S 2 9 . l l . 5

S 2 7 . 6 . 4 ～ S 2 7 . 1 2 . 2 8

S 3 0 . 3 1 4 ～ S 3 0 . 1 2 . 3 1

S 3 0 . 3 1 7 ～ S 3 0 . 1 2 . 3 1

S 3 1 . 2 . 2 7 ～ S 4 3 . 2 . 2 6

S 4 3 . 4 . 3 0～S5 0 . 1 2 .１0

S 5 １ . 4 . 5 ～ S 5 5 . 8 . 1 0

S 5 5 . １ 1 . 1 ～

歴 代 氏 名 在 職 期 間

1 木 村 靖 太 S 2 7 . 6 . 4 ～ S 3 0 . 1 2 . 3 1

2 入 江 良 知 S 3 1 . 2 . 2 1 ～ S 4 3 . 2 . 2 0

3 国 塩 京 太 郎 S 4 3 . 4 . 3 0 ～ S 5 1 . 4 . 2 9

4 赤 松 強 S 5 1 . 5 . 4 ～ S 5 6 . 1 0 . 6

5 山 内 利 雄 S 5 6 . 1 1 . 1 ～

岩 井 寛

田 中 義 雄

家 野 富 太

入 江 幹 夫

松 本 春 繁

岡 庫 次

武 田 勝 正

馬 場 良 策

小 林 英 敏

坂 本 二 郎

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

歴 代 氏 名 在 職 期 間

1

2

3

4

5

6

加 藤 博

岡 本 一 可

三 宅 東 男

大 森 勝

宇津木助雄

上 野 進

S27,10.6～S28.5.30

S 2 8 , 6 . 1～S 3 1 . 9 . 3 0

S31.10.1～S43.9.30

S43.10．1～S50.1.6

S50.1.21～S55.9.30

S55.10.1～　　　　　

町 議 会 議 長 副 議 長 常 任 委 員 会

総 務 委 員 会

産業建設委員会

文教民生委員会

議 会 事 務 局

S27. 5 .7～S30.4.17

S30.4.18～S3l.4.28

S31.4.30～S41.4.24

S41．4.25～S43.4.28

S43.4.30～S46.3.12

S46.7.15～S47.4.28

S47.4.30～S50.3.26

S50.4.12～S51.4.28

S 5 1 . 5 .3～S55.4.28

S 5 5 . 5 . 6 ～

歴 代 氏 名 在 職 期 間 歴 代 氏 名 在 職 期 間

1

2

3

4

5

6

7

8

田 中 義 雄

上 野 保 太

松 本 春 繁

〃

武 田 勝 正

坂 本 二 郎

出 井 正 義

岩 見 正 雄

S27. 5 . 7～S30.4.18

S31.4.30～S35.4.28

S 3 5 . 5 . 2～S39.4.28

S39.4.30～S43.4.30

S43.4.30～S46.7.15

S46.7.15～S51.4.28

S 5 1 . 5 . 3～S55.5.28

S55.5.6～　　　　　

行

政

・

議

会

名

誉

町

民
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財

政

建

設

県道の現況

町道の現況

一 級 河 川

二 級 河 川

砂 防 河 川

町管理河川

港 湾 の 現 況

一般会計の推移

国民健康保険特別会計の推移 町立病院特別会計の推移

上寺山楽々園特別会計の推移 裳掛診療所特別会計の推移

路 線 名 総 延 長 改 良 延 長 改 良 率 舗 装 延 長 舗 装 率

備 前 牛 窓 線

西 大 寺 備 前 線

板 根 西 大 寺 線

福 谷 小 才 線

箕 輪 尾 張 線

瀬 西 大 寺 線

虫 明 長 浜 線

牛 窓 邑 久 西 大 寺 線

神 崎 邑 久 線

庄 田 敷 井 線

高 助 西 浜 線

上 阿 知 本 庄 線

上 山 田 鹿 忍 線

飯 井 宿 線

寒 河 本 庄 岡 山 線

(岡山ブルーハイウェイ)

計

100％

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2,581.1m

5，362.7

564.2

2,293.0

3,028.3

16，533.2

9,680.6

7，299.0

2,386.5

2,017.8

1,624.6

2,653.0

671.0

1,165.5

18，020.4

75,884.9

2,259.9

4,364.8

564.2

146,4

3，028.3

13，587.2

2，849.6

3,418.0

1，221.0

7.0

984.5

2,422.5

671.0

940.0

18,020.4

54，484.8

87.6%

81.4

100.0

6.4

100.0

82.2

29.4

46.8

5１.2

0.3

60.6

91.3

１00.0

80.4

100.0

71.8

2,581.１m

5，362.7

564.2

2，293.0

3，028.3

16，533.2

9，680.6

7，299.0

2,386.5

2，017.8

1,624.6

2，653.0

671.O

1,169.5

18,022.4

75,884.9

1 級 　 　 9 2 2 , 0 0 0 m 1 7 , 7 9 3 m 8 0 . 9 % 1 9 , 3 8 7 m 8 8 , 1 %

2 級 　 　 1 8 2 9 ， 6 5 6 1 0 , 1 4 7 3 4 . 2 2 3 , 6 0 9 7 9 . 6

そ の 他 　 7 2 8 7 5 0 , 0 5 1 2 6 , 2 9 9 3 . 5 2 2 8 , 9 7 5 3 0 . 5

計 　 　 　 7 5 5 8 0 1 , 7 0 7 5 4 , 2 3 9 6 . 8 2 7 1 、 9 7 1 3 3 . 9

河 川 名 延 長 要 改 良 延 長 改 良 済 延 長 改 良 率

河 川 名 延 長 要 改 良 延 長 改 良 済 延 長 改 良 率

種 別 路 線 数 総 延 長 改 良 延 長 改 良 率 舗 装 延 長 舗 装 率

吉 井 川

干 田 川

香 登 川

九 三 川

計

5，l00m

6，100

2，600

600

14，400

Om

1,400

2，300

500

4，200

5，100m

4,700m

300m

lOO

１0,200

100.%

77.0

1l.5

16.7

70.8

2.2.%

0

16.7

24.0

8.4

9，000ｍ

1，600

3，600

2，500

16，700

8，800ｍ

1，600

3，000

1，900

15，300

200ｍ

0

600

600

1，400

河 川 名 延 長 要 改 良 延 長 改 良 済 延 長 改 良 率

円張川他28河川 25，874ｍ 12，880ｍ 49.8％

20，432.5ｍ尾張川他25河川

河 川 数 　 　 　 指 定 延 長

管 理 者 港 湾 名 沿 岸 保 全 区 域 延 長 水 域 面 積 護 岸 延 長 防 波 堤 延 長 物 揚 場 面 積

邑久町

〃

〃

〃

岡山県

計

玉 津 港

知 尾 港

間 口 港

布 浜 港

虫 明 漁 港

600m

259

1，494

270

1，641

4，264

461，080m

93，200

219，200

69，200

469，300

1，311，980

1，234m

682

1，059

79．4

2，281

5，435.4

115ｍ

0

0

60

573

748

2，498m

48

392.4

675

14，302

17，915.4

千 町 川

千 町 古 川

是 安 川

奥 山 川

計

年 度 　 歳 入 　 　 　 歳 出 　

歳入歳出

S30

35

40

45

50

55

56

75146,701

118,879,445

251,139,379

624,759,718

1,573,675,352

3,171,219,703

3,145,365,820

71,751,496

133,709,766

236,763,459

599,763,025

1,513,666,975

3,056,398,449

3,060,221,984

円 円

円 円

歳入歳出 歳入歳出

年 度 　 歳 入 　 　 　 歳 出 　 年 度 　 歳 入 　 　 　 歳 出 　

年 度 　 歳 入 　 　 　 歳 出 　 年 度 　 歳 入 　 　 　 歳 出 　

歳入歳出歳入歳出

S30

35

40

45

50

55

56

S30

35

40

45

50

55

56

S30

35

40

45

50

55

56

S30

35

40

45

50

55

56

17,939,724

17,514,885

55,697，370

113,789,438

278,959,060

606,895,168

624,459,679

20,521,662

13,609,559

55,363,127

104,698,879

264,733,028

554,558,801

590,502,08

1,367，475

2,885,142

7,802,937

13,528,646

37,997,248

62,737,051

66,781,013

1,367,475

2，885，402

7,802、937

13,528,646

34,434,981

58,163,533

61,590,705

円 円 円 2,183,366

5,235,295

8,l83,470

18，091,455

26,801,562

28,017,613

2,240,456

6,404,572

8,669,029

19,340,548

35,890,644

35,854,764

円

14，590,769

18,075,961

48,904,877

7l,000，569

288,377,849

488,81１,158

477,680,742

13,571,347

20,019,476

46,604,457

84,270,971

325,353,353

464,894,492

446,1l4,022

円円
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産 業 別

農 業

林 業 ・ 狩 猟 業

漁 業 ・ 水 産 養 殖 業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

卸 売 ・ 小 売 業

金融・保険・不動産業

運 輸 ・ 通 信 業

電気・ガス・水道業

サ ー ビ ス 業

公 務

分 類 不 能 の 産 業

総 数

第
一
次
産

業

第
二
次
産

業

第

三

次

産

業

地目別経営耕地面積の推移

事業所数及び従業者数の推移

工業の推移

商業の推移

漁業の推移

産業別就業人口

産業別就業人口構成の推移

農業人口の推移 農家数の推移

経営規模別農家戸数

（国勢調査）

（国勢調査）

（農林業センサス）

（事業所統計調査）

区 分

従 業 者 数

総 数 個 人

業 主

家 族

従 業 者

有 給

役 員

雇 用 者

総 数 常 雇 臨時日雇

所 行 書

総 数

（農林業センサス） （農林業センサス）

S41

44

47

50

50

3,265人

4，253

3,694

3，930

4,254

358人

354

327

326

345

253人

258

243

223

231

111人

114

220

211

230

2，122人

3,259

2，810

3，023

3，187

421人

277

94

147

261

2，543人

3,536

2，904

3，170

3，448

478

486

487

491

524

35

5,240

4

240

20

364

87

668

51

218

22

1，027

155

3

8,883

40

4,412

2

354

22

276

1，372

804

66

352

27

1,278

173

3

9,141

45

3,510

0

343

11

435

1,763

885

95

387

27

1,480

200

2

9，138

50

2，233

0

273

3

653

2,176

1，094

141

371

40

1，515

243

14

8,756

55

１,785

0

305

0

769

2,314

１,263

178

439

34

1，831

247

6

9,171

S30

5，833

2

313

12

265

519

644

50

978

170

0

8,987

201

区分O . 3 h a未満 0 . 3～ 0 . 5 0 . 5～ 0 . 7 0 . 7～ 1 . 0　 1 . 0～ 1 . 5　 1 . 5～ 2 . 0　 2 . 0～ 2 . 5　 2 . 5～ 3 . 0　 3 . 0以上例外規模

S35

40

45

50

55

594戸

441

427

431

401

435戸

429

404

393

350

417戸

400

357

354

352

562戸

519

463

435

391

580戸

564

539

413

377

101戸

115

149

126

115

14戸

18

32

30

33

一戸

ー

4

9

5

一戸

1

3

12

13

一戸

2

1

3

（農林業センサス）

（工業統計調査）

（商業統計調査）

産

業
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生

活

環

境

福

祉

国民年金加入状況 拠出年金受給者数

福祉年金受給状況

国民健康保険加入状況

予防接種実施状況

種 痘 生ワクチン

インフルエンザ日本脳炎

三種混合 ツベルクリン反応

B C G 接 種 　 　 　

ごみ処理の状況 し尿処理の状況

上 水 道 の 状 況

加 入 件 数 ・ 総 使 用 量
( S 3 5年は1１月から3月まで)

1か月平均・1件当り使用量

内 訳区

分

総 数

年 齢 　 障 害 　 母 子 　 遺 児
準
母 子

寡 婦

S36

40

45

50

55

56

人4

27

691

１,471

2,328

2,590

605

1,406

1,665

人1

2

658

834

887

891

3人

25

33

22

21

22

10

14

12

─人　─人　　─人─人

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

老人医療支給状況
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国指定重要文化財

県指定重要文化財

町指定重要文化財

文 化 財 案内図

保育園児の推移 幼 稚 園 児 の 推 移

小学校の児童数の推移

小学校の学級数・教員数の推移 中学校の学級数・教員数の推移

中学校の生徒数の推移

種 別

彫 刻

彫 刻

工 芸

建 造 物

木 造 薬 師 如 来 座 像

木 造 聖 観 音 立 像

色 々 威 甲 冑

余 慶 寺 本 堂

名 称 所 在 . 管 理 指 定 年 月 日

上 寺 山 余 慶 寺

上 寺 山 余 慶 寺

豊 原 北 島 神 社

上 寺 山 余 慶 寺

明 治 3 4 年 8 月 3 日

大 正 6 年 8 月 1 3 日

明 治 3 4 年 8 月 2 日

昭 和 5 4 年 5 月 2 1 日

種 別

工 芸

建 造 物

絵 画

建 造 物

工 芸

工 芸

無 形

彫 刻

無 形

　 名 　 称 　

梵 鐘 　

横 尾 山 静 円 寺 塔 婆 ( 多 宝 塔 )

若 宮 八 幡 宮 欧 風 絵 馬 　 　 　 　

横 尾 山 静 円 寺 本 堂 　 　 　 　 　

永 正 銘 備 前 焼 花 瓶 　 　 　 　 　

永 禄 銘 備 前 焼 花 瓶 　 　 　 　 　

面 浄 瑠 璃 　 　 　

木 造 十 一 面 観 音 立 像 　 　 　 　

虫 明 焼 製 作 技 術 　 　 　 　 　 　

所 在 ・ 管 理

上 寺 山 余 慶 寺

横 尾 山 静 円 寺

若 宮 八 幡 宮

横 尾 山 静 円 寺

横 尾 山 静 円 寺

横 尾 山 静 円 寺

豊 原 ・ 太 田 稔 氏

上 寺 山 余 慶 寺

虫 明 ・ 黒 井 一 楽 氏

指 定 年 月 日

昭 和 3 1 年 4 月 1 日

昭 和 3 5 年 8 月 2 3 日

昭 和 3 5 年 4 月 2 6 日

昭 和 3 １ 年 4 月 1 日

昭 和 3 1 年 4 月 1 日

昭 和 3 1 年 4 月 1 日

昭 和 4 7 年 4 月 2 1 日

昭 和 5 4 年 3 月 2 7 日

昭 和 5 5 年 4 月 8 日

種別

民俗資料

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

名 称

豊 安 だ ん じ り

円 張 だ ん じ り

舟 原 だ ん じ り

後 坂 だ ん じ り

北 浦 だ ん じ り

内 沼 だ ん じ り

西 町 だ ん じ り

市 場 町 だ ん じ り

東 町 だ ん じ り

仁 生 田 だ ん じ り

所在地

豊原大賀島寺

〃

下山田八幡神社

〃

〃

〃

尻海西部落

尻海市場部落

尻海東部落

豊原大賀島寺

指定年月日

昭和53年4月1日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

昭和54年4月1日

文

化

財

教

育

（学校基本調査） （学校基本調査）

（学校基本調査）

（学校基本調査）（学校基本調査）

（学校基本調査）
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絵

で

見

る

町

の

く

ら

し

人 ロ 密 度 世帯人口 出 生 死 亡

転 入 転 出 結 婚 転 婚

警 察 官交通事故火 災生活保護

電力消費量 四輪自動車
( 三 輪 ･ 特 殊 含 む )

オートバイ 電話・有線

小 売 店 町予篁(一般会計) 町 税 消 防 団 員

医 師 ゴミ収集量 学校の先生 学校の先生

1日１人当り11ｋｗ 1世帯に1.5台 1世帯0.8台

電 話 1 世 帯 に 1 . 1 台

有 線 1 世 帯 に 0 . 6 台

23世帯に1軒 1 人 に 2 0 3 , 7 0 6円 1人に40，102円 1 2 3 人 に 1 人

医 師 2 , 2 2 5 人 に １ 人

歯 医者 2 , 2 2 5 人に１人 1日1人当たり301ｇ 児童･生徒25人に1人 1 日 1 人 当 り 2 8 ｌ

昭和5 7年 3月 3 1日現在

歴史を語る文化財

「梵鐘」の本文6行目

こころ豊かな人に育て

左ページの本文の下段8行目

まちのすがた…5行政・議会

「歴代副議長」の7

まちのすがた…7建設

「県道の現況」の備前牛窓線の改良延長

まちのすがた…8産業

「工業の推移」S45年の製品出荷額

まちのすがた…8産業

「事業所数及び従業者数の推移」S44年個人業主

まちのすがた…12文化財

「文化財案内図」

正 誤

駒の爪

体育協会

S55.4.28

2,259.9m

315,552

345

邑久一文小・中学校

裳掛一文小学校

駒の瓜

体育協力

S 55. 5.  28

2,259.9

31,552

354

邑久一文小学校

裳掛一文小・中学校

正 誤 表

1平方キロメートルに287人 1世帯に4.1人

1日に2.3人

95世帯に1世帯

1日に1.9人

2.1日に1人

1.4日に1組

1.8日に1人

12日に 1組

26日に 1件 8.9日に1件 3,337人に1人
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