
年齢（才）

12才 30 人

24才 34 人

36才 30 人

48才 51 人

60才 48 人

72才 57 人

84才 47 人

96才 16 人

108才 0 人

合　計 313 人

2011年 平成23年

西　暦 和暦（元号・年号） 人　　数

令和４年１０月３１日現在

1999年 平成11年

1987年 昭和62年

1975年 昭和50年

1927年 昭和2年

1915年 大正4年

1963年 昭和38年

1951年 昭和26年

1939年 昭和14年

第84号 令和5年1月1日 １

井原町の年齢別 干支（卯年）生まれの人

井原町人口 4,298人（男 1,980人 女 2,318人） 世帯数 2,023戸 令和4年11月30日現在

み
な
さ
ま
、
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

２
０
２
２
年
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
コ
ロ
ナ
に

振
り
回
さ
れ
異
常
気
象
も
い
た
る

と
こ
ろ
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
年
で

あ
り
ま
し
た
。

公
民
館
の
活
動
・
行
事
も
大
半

が
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た

が
、
本
年
は
今
一
度
コ
ロ
ナ
と
向

き
合
っ
て
「
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
」

の
観
点
か
ら
で
き
る
対
策
を
と
り

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
元
気

を
だ
し
て
、
お
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト
・

運
動
会
な
ど
徐
々
に
行
動
を
起
こ

し
て
、
ま
た
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

井
原
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

井
原
公
民
館

館
長

三
宅

秀
治

２
０
２
３
年
の
年
頭
に
あ
た
り

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上

げ
ま
す
。

お
正
月
は
ご
家
族
皆
様
で
楽
し

い
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
で
し
ょ

う
か
。

２
０
２
０
年
来
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ

り
我
々
を
取
り
巻
く
生
活
環
境
が

大
き
く
変
化
を
遂
げ
、
従
来
と
は

異
な
る
行
動
規
範
や
価
値
観
が
で

き
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り

ま
す
。

昨
年
は
急
激
な
円
安
や
海
外
情

勢
の
変
化
な
ど
に
よ
る
生
活
必
需

品
の
度
重
な
る
値
上
げ
な
ど
数
多

く
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着

い
て
、
マ
ス
ク
不
要
が
現
実
化
し

ま
す
こ
と
を
願
い
つ
つ
引
き
続
き

の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

て
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

井
原
町
ま
ち
づ
く
り
の
会

会
長

山
岡

弘
幸

第84号

発行所 井原公民館
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【
卯
年
は
「
飛
躍
」
や
「
向
上
」
の
年
】

２
０
２
３
年
は
「
癸
（
み
ず
の
と
）
卯
（
う

さ
ぎ
）
」
年
で
す
。
卯
年
は
十
二
支
の
中
で
四

番
目
に
数
え
ら
れ
ま
す
。
卯
は
穏
や
か
で
温
厚

な
性
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
家
内
安
全
」
、
ま

た
、
そ
の
跳
躍
す
る
姿
か
ら
「
飛
躍
」
・
「
向

上
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
他
に
も
「
植
物
の
成
長
」
と
い
う
意

味
も
あ
り
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
の
に
最

適
な
年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
癸
」
と
「
卯
」
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
こ

れ
ま
で
の
努
力
が
実
を
結
び
、
勢
い
よ
く
成
長

し
飛
躍
す
る
よ
う
な
年
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。２

０
２
３
年
の
卯
年
は
今
ま
で
の
数
年
間
か

ら
大
き
く
「
飛
躍
」
し
、
私
た
ち
の
生
活
が
大

き
く
「
向
上
」
す
る
一
年
に
な
る
こ
と
を
願
い

ま
し
ょ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
っ
た
多
く

の
行
事
が
再
開
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。

卯
年
は
こ
ん
な
年

備
西
地
区
大
会
、
県
予
選
大
会
を
勝
ち

抜
き
、
初
め
て
の
全
国
大
会
出
場
を
決
め

た
「
井
原
サ
ク
ラ
」
チ
ー
ム
は
、
奈
良
県

橿
原
市
の
ジ
ェ
イ
テ
ク
ト
ア
リ
ー
ナ
奈
良

で

11
月

29
日
（
火
）
か
ら
開
催
さ
れ
た

「
第

12
回
全
国
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

冬
季
大
会
」
に
出
場
し
ま
し
た
。

全
国
か
ら
選
り
す
ぐ
り
の

19
チ
ー
ム
が

集
い
、
熱
い
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し

た
。
井
原
町
か
ら
は
選
手
と
し
て
、
西
森

泉
さ
ん
、
黒
崎
里
美
さ
ん
、
藤
岡
玲
子
さ

ん
、
西
山
佳
子
さ
ん
、
高
橋
美
紀
さ
ん
、

副
監
督
と
し
て
、
光
田
美
代
子
さ
ん
が
出

場
し
ま
し
た
。

成
績
は
初
出
場
な
が
ら
圧
巻
の
準
優
勝

で
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
全
国
各
地
の
チ
ー
ム
と
の
親
交

も
深
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

年
頭
所
感

祝
全
国
大
会
準
優
勝

井
原
町
が
い
つ
頃
か
ら
町
の
形
を
作
り
始

め
た
の
か
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
、
そ
の
部
分
を
井
原
市
史
か

ら
拾
っ
て
み
ま
し
た
。

旧
井
原
村
が
最
初
に
出
て
く
る
の
は
足
利

尊
氏
の
頃
で
す
。
こ
の
頃
小
田
川
は
大
水
の

た
び
に
流
路
を
変
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

し
て
現
在
の
町
筋
の
あ
た
り
に
自
然
堤
防
が

で
き
て
い
て
、
「
ス
ス
キ
」
な
ど
が
し
げ
っ

た
湿
地
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

土
木
工
事
の
技
術
が
向
上
し
立
派
な
堤
防

工
事
が
行
わ
れ
て
、
は
ん
濫
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
民
家
急
増

の
要
因
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
洪
水
の
心
配
が

な
く
な
る
と
、
谷
口
と
い
う
好
位
置
に
恵
ま

れ
て
、
「
市
」
が
栄
え
ま
し
た
。
人
々
は
高

原
上
か
ら
、
付
近
の
村
々
か
ら
し
だ
い
に
集

ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
大
き
な
集
落
と

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
中
頃
の
古
地
図
に
よ
れ
ば
、
戸

数
二
六
九
戸
を
数
え
、
完
全
に
地
方
核
心
集

落
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の
分
布
は
清
迫

一
一
戸
、
猪
原
一
三
戸
、
岩
野
七
戸
、
新
町

六
六
戸
、
本
町
三
四
戸
、
下
町
五
八
戸
、
倉

掛
一
三
戸
、
夏
目
九
戸
と
な
っ
て
い
て
、
北

部
の
猪
原
、
清
迫
、
岩
野
の
三
地
区
を
の
ぞ

き
、
他
は
ほ
と
ん
ど
街
村
形
態
を
と
っ
て
い

ま
す
。
集
落
発
展
の
過
程
は
、
元
和(

一
六
一

五
～)

の
初
期
に
本
町
、
つ
い
で
中
町
、
宝
永

(

一
七
〇
四
～)

年
間
に
新
町
が
で
き
、
以
後
、

下
町
、
倉
掛
と
下
流
に
向
か
っ
て
発
展
し
て

い
き
ま
し
た
。

こ
の
順
調
な
発
展
も
安
永(

一
七
七
二
～)

年
間
に
大
火
が
あ
り
、
街
の
中
央
か
ら
下
が

ほ
と
ん
ど
焼
失
し
、
人
々
は
離
散
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

し
か
し
、
約
五
十
年
後
の
天
保(

一
八
三
〇

～)

年
間
に
な
る
と
、
再
び
旧
に
復
し
た
よ
う

で
す
。
明
治
五
年(

一
八
七
二)

に
は
、
中
心

集
落
と
そ
の
周
辺
を
含
め
て
、
七
〇
八
戸
に

増
加
し
て
い
ま
す
。

明
治
中
期
に
な
る
と
、
新
町
の
川
を
へ
だ

て
た
上
手
の
空
き
地
に
続
々
と
民
家
が
建
ち

始
め
、
ま
た
た
く
間
に
数
十
軒
の
向
町
が
で

き
ま
し
た
。
特
に
飲
食
店
や
宿
屋
が
多
か
っ

た
の
が
こ
の
街
の
特
色
と
い
え
ま
す
。
川
奥

の
村
か
ら
農
産
物
を
井
原
に
売
り
に
き
た
人
々

の
た
め
の
休
み
場
所
と
し
て
、
ま
た
、
慰
安

場
所
と
し
て
こ
の
地
が
位
置
的
に
都
合
が
よ

か
っ
た
た
め
で
す
。
か
く
し
て
明
治
後
半
か

ら
大
正
時
代
を
通
じ
て
、
向
町
は
な
か
な
か

活
気
の
あ
る
町
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
に
な
っ
て
井
笠
バ
ス
が
井

原
と
川
奥
各
地
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
川

奥
各
地
の
人
々
や
物
資
が
、
向
町
を
通
過
し

て
井
原
の
中
心
地
に
直
結
し
、
向
町
は
そ
の

繁
栄
を
う
ば
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

大
正
二
年(

一
九
一
三)

に
井
笠
鉄
道
が
開

通
す
る
と
、
駅
前
商
店
街
を
形
成
し
て
い
き

ま
し
た
。
合
併
に
よ
っ
て
井
原
市
が
生
ま
れ

る
と
、
新
市
庁
舎
が
町
の
南
部
に
新
築
さ
れ
、

こ
れ
を
追
っ
て
警
察
署
や
裁
判
所
、
郵
便
局

な
ど
が
相
次
い
で
南
部
に
移
転
し
ま
し
た
。

引
用:

井
原
市
史

井
原
町
の
始
ま
り


