
タワーは平成5年に完成し、今年の1
月には来場者35万人を達成。正式名
称は「シンボルタワー未来MiRAi」。

シンボル
タワー

平成５年（1993年）

■町民体育祭
第13回の町民体育祭の様子。街並み
や風景は、時代の流れとともに変わ
っていきますが、町民体育祭の活気
は今もなお残っています。当時の記
事には「午後の対抗リレー決勝の熱
気は最高潮に達す」とあります。ちな
みに、この年の優勝は男子が天王元
宿、女子が坪谷だったそうです。

■本中野駅の北（足利・邑楽・行田線）

この場所は、本中野駅から北へ向か
う交差点のところ。当時は「中野銀座」
と呼ばれ、駅から商店が続き、人でに
ぎわっていたそうです。当時の写真
の左側の電器店は今も建物が残り、
右側の電器店とスーパーは別の建物
に変わっています。ただ、道路の雰囲
気は今も変わりなく残っています。

■邑楽町公民館（中野）
邑楽町公民館の完成当時の写真。ま
だ舗装前で、公民館周りの植木もな
く、まっさらな状態。左奥には、旧中
野中学校の校舎も見えています。当
時の邑楽町公民館には、結婚式場や
浴室などの設備がありました。また、
ホールでは成人式典などのイベント
も行われていたそうです。

広報おうらで振り返る あるところの今昔

　

邑
楽
町
は
、４
月
１
日
に
昭
和
43

年
の
町
制
施
行
か
ら
50
年
を
迎
え
ま

す
。

　

町
制
施
行
か
ら
今
日
ま
で
を
顧
み

る
と
各
公
共
施
設
の
建
設
、道
路
・
橋

な
ど
の
生
活
環
境
整
備
の
推
進
、子

育
て
・
教
育
環
境
の
整
備
や
文
化
・
ス

ポ
ー
ツ
の
推
進
、健
康
づ
く
り
や
高

齢
化
社
会
に
対
応
し
た
福
祉
の
推
進

な
ど
を
重
点
に
、住
み
よ
い
ま
ち
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、決
し
て
全
て
が
順
調
に

来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。台
風

や
集
中
豪
雨
な
ど
、度
重
な
る
自
然

災
害
に
よ
る
家
屋
や
農
作
物
の
被
害

が
あ
っ
た
こ
と
も
決
し
て
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

い
か
な
る
困
難
な
と
き
に
も
町

民
の
皆
さ
ん
は
、夢
や
希
望
を
捨
て

ず
に
、お
互
い
を
励
ま
し
合
い
な
が

ら
、強
い
絆
と
郷
土
愛
で
難
局
を
乗

り
越
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
絆
と
郷
土
愛
が
、過
去
か
ら

現
在
へ
受
け
継
が
れ
て
今
日
の
礎
が

築
か
れ
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、現
在

か
ら
未
来
に
向
け
、絆
と
郷
土
愛
の

醸
成
を
よ
り
一
層
図
る
た
め
、

記
念
式
典
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
を
企
画
し
て
町
民

の
皆
さ
ん
と
と
も
に

こ
の
節
目
の
年
を
お
祝

い
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。中
で
も
、町
民
の
皆
さ
ん
の
永

い
間
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
中
央
公

民
館
が
い
よ
い
よ
完
成
い
た
し
ま

す
。

　

現
在
、９
月
の
開
館
に
向
け
数
々

の
準
備
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。開
館
後
も
生
涯
学
習
活

動
の
拠
点
と
し
て
、町
民
の
皆
さ
ん

に
大
い
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
、文

化
活
動
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

邑
楽
町
に
は
先
人
た
ち
が
培
っ
て

き
た
人
の
心
の
豊
か
さ
、笑
顔
、そ
し

て
多
々
良
沼
公
園
や
中
央
公
園
な
ど

の
素
晴
ら
し
い
自
然
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
町
、未
来

の
あ
る
町
を
、町
民
の
皆
さ
ん
と
と

も
に
さ
ら
に
躍
進
さ
せ
、町
に
暮
ら

す
誰
も
が
未
来
に
向
か
っ
て
夢
と
希

望
が
持
て
る｢

や
さ
し
さ
と
活
気
の

調
和
し
た 

夢
あ
ふ
れ
る
ま
ち〝
お
う

ら
〞｣

の
実
現
に
向
け
、次
の
50
年
へ

向
け
た
ま
ち
づ
く
り
の
ス
タ
ー
ト
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

節
目
の
年
、そ
し
て
次
の
50
年
へ
ス
タ
ー
ト

邑
楽
町
長

が
れ
て
今
日
の
礎
が

し
た
。そ
し
て
、現
在

向
け
、絆
と
郷
土
愛
の

一
層
図
る
た
め
、

は
じ
め
、

イ
ベ
ン

て
町
民

と
も
に

年
を
お
祝

た
い
と
思
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

50平成30年4月1日、邑楽町は町制施行            周年を迎えます

1971

2017

昭和46年（1971）広報おうら10月号（№63）より

1972
昭和47年（1972）広報おうら7月号（№71）より

1973
昭和48年（1973）広報おうら5月号（№79）より

2018

2018

昭
和
43
年（
１
９
６
８
）４
月
１
日
に
町
制
を
施
行
し
、誕
生
し
た
邑
楽
町

は
、平
成
30
年
４
月
１
日
に
町
制
50
周
年
を
迎
え
ま
す
。町
で
は
、こ
れ
を

記
念
し
て
、一
年
間
に
い
ろ
い
ろ
な
記
念
事
業
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

町
の
発
展
や
自
然
、文
化
の
保
存
の
た

め
に
た
く
さ
ん
の
町
民
の
皆
さ
ん
が
尽
力

し
、さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
乗
り
越
え
て
き

ま
し
た
。そ
ん
な
先
人
た
ち
が
築
き
あ
げ

た
歴
史
や
文
化
を
受
け
継
ぎ
、次
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
夢
や
希
望
を
持
ち
成
長

す
る
こ
と
を
願
い
、邑
楽
町
第
六
次
総
合

計
画
の
ま
ち
の
将
来
像
で
あ
る「
や
さ
し

さ
と
活
気
の
調
和
し
た 

夢
あ
ふ
れ
る
ま

ち〝
お
う
ら
〞」の
実
現
と
町
の
発
展
を
誓

い
、今
年
一
年
を
通
し
て
、記
念
事
業
を
実

施
し
ま
す
。今
後
、広
報
お
う
ら
な
ど
で
随

時
お
知
ら
せ
し

て
い
き
ま
す
。

お
お
ら
か
で
、た
の
し
い
、ま
ち

　

昭
和
30
年
３
月
に
中
野
村
と
高
島
村
が

合
併
し
て
中
島
村
が
発
足
。翌
年
９
月
に

旧
長
柄
村
が
加
わ
り
、昭
和
32
年
１
月
に

邑
楽
村
が
発
足
。そ
の
後
、工
業
の
発
展
や

住
宅
団
地
の
造
成
に
よ
っ
て
人
口
が
増
加

し
、昭
和
43
年
４
月
１
日
に
町
制
施
行
し
、

邑
楽
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

そ
の
当
時
の
邑
楽
町
の
人
口
は
、

１
万
４
、９
５
８
人（
３
、１
０
８
世
帯
）。

そ
れ
が
平
成
30
年
２
月
１
日
現
在
、

２
万
６
、８
０
３
人（
１
万
１
５
０
世
帯
）

に
な
っ
て
い
ま
す
。

し

問合先▶役場企画課Ｇ47-5009

町のシンボルを振り返る
町制施行から50年。邑楽町を誇るシンボルはシンボルタ
ワーをはじめ、いくつかあります。そのシンボルがいつ
からこの地に始まったのか、振り返ってみます。

年の1
正式名
Ai」。

シンボルタ
ルがいつ
。

第1回目のおうら祭りは、平成3年に開催されま
した。その前身であるのが、昭和46年に始まっ
た邑楽町納涼祭だったそうです。

おうら
祭り

平成３年（1991年）

邑楽町に初めて白鳥が飛来したのは昭和53
年。初めは2羽でしたが、今や200羽を越え
る飛来数に。過去最多は平成17年の601羽です。白鳥

昭和53年（1978年）

昭和20年（1945年）

町で粉食文化が発展したのが江戸後期。現在は
「そばの町おうら会」として、町内外にPRをしてい
ます。町で一番古いそば店は昭和20年創業。そば

昭和41年（1966年）

邑楽町が県指定産地になったのが、昭和41年と
いわれています。今では「邑美人」というブラン
ド白菜として、東京近郊にも出荷されています。白菜

に開催されま
年に始まっっっっ

昭和53
越え
01羽です。

邑

楽

町

邑

楽

村

昭和43年
（1968）

町
制
施
行
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