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町の人口 11月１日現在

34,190人（＋8人）
（住民基本台帳人口＋外国籍人口）

世帯数…13,630（＋3）
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男…16,790人（＋8人）
女…17,400人（±0人）
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オ
ポ
ナ
カ
ム
ラ
は
古
代
語
で
「
大
中
村
」
の
意
。

国
指
定
史
跡
「
大
中
遺
跡
」
の
最
新
の
調
査
を
も
と
に
、
様
々
な
観
点
か
ら

ふ
る
さ
と
の
誇
れ
る
遺
跡
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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播磨町マスコットキャラクター
いせきくん、やよいちゃん

影：乗算+不透明度80%+ぼかし1.5mm+移動 左0.5mm 下1mm 右0.5mm
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銅
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か
ら
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鏡
へ
！

ど
う
た
く

ど
う
き
ょ
う

第20回大中遺跡ま
つり

ヒメミコ

　

弥
生
時
代
の
初
め
に
は
、
青
銅
器
が
祈
り
の
道
具
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
近
畿
地
方
で
は
、
ま

つ
り
の
代
表
的
な
道
具
は
銅
鐸
で
、
米
の
豊
作
を
願
う
ム

ラ
の
ま
つ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
初
は
小
型
で
、

木
な
ど
に
つ
り
下
げ
て
打
ち
鳴
ら
し
、
稲
の
神
や
土
地
の

神
を
呼
び
起
こ
す
道
具
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

し
だ
い
に
つ
り
手
の
幅
が
広
く
な
り
、
大
き
な
も
の
が
造

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
装
飾
も
多
く
ほ
ど
こ
さ
れ
、「
聞

く
銅
鐸
」
か
ら
「
見
る
銅
鐸
」
へ
と
用
途
が
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。「
見
る
銅
鐸
」
は
、
近
隣
の
ム
ラ
と
の
争
い
を

避
け
、
友
好
関
係
を
結
ん
だ
証
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と

考
え
る
人
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
オ
ポ
ナ
カ
ム
ラ
（
大
中
遺
跡
の
ム
ラ
）
が
栄

え
た
弥
生
時
代
の
終
わ
り
に
な
る
と
、
巨
大
化
し
た
銅
鐸

は
、
土
に
埋
め
ら
れ
る
か
、
細
か
く
打
ち
割
っ
て
壊
さ
れ

る
か
さ
れ
、
突
如
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
変
わ
っ
て
使
わ
れ
始
め
た
の
が
、
銅
で
造
ら
れ

た
鏡
で
す
。
銅
鏡
は
、
弥
生
時
代
の
中
ご
ろ
、
す
で
に
中

国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
大
中
遺
跡
で
は
、「
内な

い

行こ
う

花か

文も
ん

鏡き
ょ
う
へ
ん片
」
が
、
昭
和
38
年
の
発
掘
調
査
で
竪
穴
住
居

跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
灰
の
混
ざ
っ
た
住
居
の
床

面
は
、
非
常
に
固
い
土
の
層
だ
っ
た
の
で
腐
敗
が
少
な
く

原
型
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
鏡
の
破
片
は
、
発
見
当
時
、

使
い
道
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
話
題
と
な
り
、
大
中
遺
跡
の

存
在
を
全
国
に
知
ら
し
め
ま
し
た
。
鏡
片
は
「
破は

き
ょ
う鏡
」
と

呼
ば
れ
、
ム
ラ
の
権
力
者
か
巫み

こ女
が
首
か
ら
か
け
て
お
祈

り
を
し
た
と
き
に
使
っ
た
道
具
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

巨
大
化
し
た
銅
鐸
が
、
突
然
生
産
さ
れ
な
く
な
り
、
生

活
の
中
か
ら
消
え
去
っ
た
時
期
と
、
卑ひ

み

こ
弥
呼
が
登
場
し
、

鏡
が
祭
事
な
ど
で
使
わ
れ
始
め
た
時
期
が
一
致
し
て
い
ま

す
。
当
時
は
、
ム
ラ
と
ム
ラ
と
の
争
い
が
絶
え
ず
、
人
々

は
平
和
な
暮
ら
し
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
男
の
王
の
支
配
の
も
と
で
は
、
国
々
が
従
わ
ず
、

争
い
は
続
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
神
の
声
を
聞
く
こ
と
が

で
き
る
巫
女
と
し
て
、「
卑
弥
呼
」
が
新
た
な
統
治
者
に

選
ば
れ
た
の
で
す
。
女
王
「
卑
弥
呼
」
は
、
銅
鏡
を
分
配

す
る
こ
と
で
忠
誠
心
を
高
め
、
支
配
を
広
げ
て
い
っ
た
と

考
え
て
い
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
卑
弥
呼
の
治
め
た
邪や

ま馬

台た
い
こ
く国
と
大
中
遺
跡
は
同
時
代
で
す
か
ら
、
も
し
、
近
畿
地

方
に
邪
馬
台
国
が
あ
れ
ば
、
貴
重
な
資
料
が
大
中
遺
跡
か

ら
出
土
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

※
大
中
遺
跡
の
20
％
が
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
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