
第９章　行政と自治

行政の動き、字公民館の動き

382 戦前の役場と第７代比嘉
幸太郎村長（1934～41年）
と村役場吏員・村会議
員・区長の皆さん。

383 喜友名正謹村長（1952～
56年）と村役場職員。
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行政の動き
戦後の読谷村の歩みは基地問題の解決、その一点に絞られる。その解決なくして住民の住むところ、働

くところがない状況であった。またその基地から派生する事故は平和な生活をおびやかした。戦後、収容

所の生活を余儀なくされた住民が、読谷山建設隊を組織し、1 9 4 6年（昭和2 1）に村民5 , 0 0 0人を第１次で村

に迎え、移動完了祝賀会が開かれたのは1 9 4 8年（昭和2 3）４月1 5日のことであった。当初、村内の移動許

可地域は波平、高志保の一部に限られ、村役場は一時期石川市や沖縄市に置かれたものの喜名から波平の

現在地に移され、読谷の美しい自然と豊かな伝統文化を保存継承しながら新たな創造を進めるべく、戦後

行政がスタートした。たたきのめされた村民はそんな中をたくましく生きそし相互扶助の精神で地域を復

興発展させてきたのである。現在の読谷村を見ると村民一人ひとりに対し感謝の念を禁じ得ないのである。

村役場



384 読谷村役所（1957年３月
落成）と村民会館（1959
年６月落成）。

385 現在の役場庁舎。

386 現在の役場庁舎窓口。
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387 旧役場で救援物資の配給風景。
1960年（昭和35）頃。

388 復帰当時の読谷村琉米親善委員
のメンバー、トリイ通信基地内。

389 第１回名誉村民に屋良朝苗・金城
次郎氏が選ばれる。
1989年（平成１）８月10日。

390 読谷飛行場の早期返還を求めて
訪米直訴を行う。
1991年（平成３）７月。
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391 読谷村教育委員会と通信隊の
クリスマス委員会。

392 勤労青年のために設けられた読谷
青年学級第３回目の閉講式。
1970年（昭和45）12月17日。

393 第15回中央公民館まつり。
三味線七五三会・喜名協
友会の合同演奏。
1991年（平成３）３月２日。

394 屋良朝苗氏を講師に招き催された
第３回読谷村成人式。

教育委員会
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395 戦前の読谷山村議会議員。
1940年（昭和15）。

396 戦後の第３期読谷村議会
議員。
1957年（昭和32）11月11日。

397 村民会館二階にあった
ころの議場。

398 現在の議会棟の議場。
1978年２月完成。

村議会
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399 北の北海道池田町の子供たち
との交流が始まった。
1983年（昭和58）。

400 第４次池田町交流会、
氷上舞台でエイサーを披露。
1986年（昭和61）。

401 池田町・読谷村児童生徒交流
事業10周年記念交流会。

402 第８次池田町交流会、
残波ビーチで海水浴を
楽しむ。
1989年（平成１）８月。
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403 村立診療所は1978年（昭和53）

５月25日の開所以来村民の医

療保健に努めている。

404 集団検診風景。

405 第７回健康づくり村民のつ

どい。

1990年（平成２）12月８日。
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406 読谷村総合福祉センターが
1980年（昭和55）８月29日
に開館。以来、福祉の拠点
となっている。

407 福祉センター内に精薄者授産施設
「読谷かりゆし学園」が開園。
1983年（昭和58）４月４日。

408 読谷村の福祉にたいへん
お世話になったと高額の
寄付をされた城間文さん
に感謝状が贈られた。

409 福祉関係者が集い、交流親睦を
深めている福祉運動会。
1991年（平成３）６月２日。

福　祉
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410 県下で先駆けて1975年（昭和50）
開館した村立歴史民俗資料館と
1990年（平成２）に美の殿堂と
して開館した村立美術館。

411 村立歴史民俗資料館の開館を
記念して行われた郷土芸能発
表会。このとき読谷まつりが
始まった。

412 村立歴史民俗資料館の企画展示。

413 村立美術館の展示風景。

資料館・美術館
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415 児童遊園　宇宙展望広場。

417 読谷村共同販売センター内に花織りヤチムンび展示

販売ギャラリーがある。

416 サイクル列車。

414 残波岬いこいの広場内の村経営レストランマンタハウス。

418 共販センターは村社会福祉協議会の経営するレストランと展示販売ギャラ

リーが置かれている。

いこいの広場・共販センター
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419 防火デー記念写真、当時消防は役場本庁

に置かれ、本庁職員によって消防団が組

織されていた。1958年（昭和33）。

420 読谷小学校の南に総合消防

本部が置かれたのが1973年

（昭和48）10月であった。

421 長浜川河工事現場。

1960年（昭和35）11月。

422 長浜川の上流弾薬処理場

跡地に農業用ダムの建設が

進んでいる。

村民生活の環境整備
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423 弾薬処理場跡地にヤチムンの

里を誘致。道路・石積み工事

が終り工房づくりが始まった。

1979年（昭和54）。

424 読谷補助飛行場返還地に運動広場

を造成。

1978年（昭和53）９月３日。

425 各区に子供遊び場、すべり台

を造る。楚辺区の遊び場。

1956年（昭和31）頃。

426 大添区に村内８番目の公園、楚辺

東公園が開園。

1985年（昭和60）３月31日。
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427 楚辺赤犬子原の貯水給水タンク。

428 村営住宅古堅団地。1985年

（昭和60）３月入居が開始

される。

429 ボーローポイント射撃場跡地に

村一般廃棄物処理場が昭和59年

度事業で完成。

430 読谷村営火葬場が1959年

（昭和34）８月に完成。
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431 読谷補助飛行場に平和の森

球場が1987年（昭和62）

５月完成し、第42回国民体育

大会ソフトボール会場とな

る。

432 農業基盤整備土地改良事業

ボーローポイント飛行場跡

地が甦った。

433 宇座海岸に村営ビーチが

1989年（平成１）４月にオ

ープン。残波まつりでにぎ

わう。

434 読谷村と嘉手納町に比謝川

大橋が1991年（平成３）５

月に架かる。
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435 全国町村会で全国優良町村

として表彰を受ける。

1991年（平成３）１月31日。

436 県下では初めて「潤いのある

まちづくり」で自治大臣賞表

彰を受ける。

1984年（昭和59）11月29日。

437 安孫子藤吉自治大臣が来村し、

花織工房・やちむんの里等を

視察。

1981年（昭和56）８月28日。

438 村の発展に各界において特に

尽力された方々に読谷村功労

表彰を行う。

1992年（平成４）７月１日。

表　彰
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439 読谷まつりで初お披露目の儀間区で復活し

た「南風の島」。

440 読谷まつりでの野点席。

441 体育館では作品展が催される。

442 第11回読谷まつりに発表された創作「進貢

船－泰期ははばたいた－」。

443 子どもたちの三味線部合同演奏。

読谷まつり
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444 戦争の悲惨さと平和の尊さを

問う、第１回平和創造展オー

プンセレモニー。

1988年（昭和63）12月８日。

445 開催期間中多くの子どもたち

が参観。戦争の恐ろしさと疑

問をアーケートに寄せた。

446 実際に砲弾の破片に触れ、

改めてその恐ろしさを実感

する。

447 返還軍用地の跡地利用を

含め今後の読谷村を展望

する。

平和創造展
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448 泰期が航海に乗り出した

進貢船が甦った。

449 大河ドラマ「琉球の風」のロケには役場・公民

館・各種団体がその成功を期するために参加

した。

450 「琉球の風」ロケー

ション場面。

451 ロケーションの一場面。

「琉球の風」ロケーション
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452 字大木創立の記念写真。区長、

賛助員のメンバー。

1935年（昭和10）創立。

453 読谷村歴代先輩諸氏が大湾部

落を視察する。後新城宅にて。

1955年（昭和30）10月15日。

字公民館の動き
現在村内には行政字が2 3か字あり、その中の1 6か字は古層の村である。1 9 4 5年（昭和2 0）３月2 5日日本

軍の避難命令により村民は国頭村の各字に避難した。終戦後収容所から帰村した字民を待っていたのは変

わり果てた字の姿であった、しかしすぐには字に戻れず、しばらくは波平あるいは大木での寄留生活であ

った。その後、字に帰って最初の仕事は規格住宅での不便な生活と公民館の建設であった。茅葺き公民館

から瓦葺き公民館そしてスラブ建ての公民館へと変遷の過程を見ることができる。そして大型公民館は時

代の要求に応える公民館として切望されている昨今でもある。地域の伝統行事や伝統芸能を継承・復活さ

せ育んでいるのも字である。
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454 喜名公民館落成記念テープ

カット。

1961年（昭和36）12月21日。

455 座喜味公民館を区民を

挙げて建設。

1952年11月９日。

456 瓦葺の頃の波平公民館。

1950年（昭和25）に建設。
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457 瓦葺の頃の高志保公民館。

458 渡慶次公民館　屋上の鐘に　

「平和」の文字。

459 高志保にあった頃の茅葺

儀間公民館。1948～58年

まで。
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460 終戦直後の茅葺き宇座公民館。

高志保公民館の北にあった。

1946年（昭和21）頃。

461 宇座公民館の棟上記念。

1952年（昭和27）11月10日。

462 宇座公民館と公民館建築

期成会実行委員。

1952年（昭和27）12月。

463 瓦葺の頃の長浜公民館。

1952年（昭和27）６月25日。
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464 瓦葺の楚辺公民館、後方に

茅葺き民家が見える。

1956年（昭和31）11月落成。

465 公民館竣工記念・楚辺区有志

役員青年団幹部合同沖縄一周

視察。

1956年（昭和31）11月９日。

466 比謝にあったころの瓦葺の

渡具知公民館。

1972年（昭和47）頃。

467 瓦葺との頃の比謝公民館と区民。

1956年（昭和31）建設。
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468 大湾公民館の落成、敬老

・出産・移動・お宮落成

の合同祝賀会。

469 瓦葺の頃の大湾公民館。

1964年（昭和39）頃。

470 大木区公民館棟上。

1957年（昭和32）３月15日。
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471 旧牧原が嘉手納弾薬庫施設に

接収されたため現在地に新開

地を求めることとなった。

1961年（昭和36）７月11日。

472 宇座部落復帰先地の公共施設

整備事業の起工式。

1982年（昭和57）９月４日。

473 古堅土地区画整理事業の起工式。

1981年（昭和56）12月24日。

474 長浜地区運動広場が開所。

1986年（昭和61）５月31日。
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475 高志保の龕落成記念。

1954年（昭和29）12月５日。

476 伊良皆区獅子生立記念。

1955年（昭和30）度。

477 座喜味区125年前の民家を

移築する。

1985年（昭和60）７月。
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478 波平産業共進会で比嘉亀吉郎

区長。

1954年（昭和29）度。

479 喜名区の産業共進会挙句の

演芸大会。

1961年（昭和36）頃。

480 喜名区の向上会での表彰風景。

1960年（昭和35）11月27日。
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481 大湾敬農会のメンバー。

1962年（昭和37）。

482 座喜味の生活改善グループ、

営農指導員が撮影。

1961年（昭和36）２月４日。

483 喜名区児童会の活動。一人

暮らしの老人を訪問。

1978年（昭和53）12月。
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484 楚辺区図書館で開催された第

１回公民館図書館運営発表会。

1967年（昭和42）８月25日。

485 新築「ざきみ文庫」がオー

プン。

1992年（平成４）11月28日。

486 座喜味献血会は1978年

（昭和53）結成以来献

血活動を続け厚生大臣

賞を受けた。
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487 比謝矼区の運動会。牧原の

軍用犬訓練施設で行われて

いた。

488 夏休みの子どもラジオ体操、

渡慶次公民館広場。

1960年（昭和35）頃。

489 古堅区運動会、古堅小学校

グラウンドで行われた。
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490 波平区、八月十五夜豊年祭での棒。

1951年（昭和26）旧８月15日。

491 波平区、八月十五夜豊年

祭での松竹梅。同年。

492 座喜味区、公民館中庭に

舞台が造られ、生年祝い

の余興が演じられた。

1953年（昭和28）頃。
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493 波平区生年合同祝　古希85歳

が３名（亥年）。

1959年（昭和34）度。

494 宇座区亥年合同生年祝賀会。

1959年（昭和34）。

495 儀間区、生年合同祝賀会。

496 渡具知区、未年生年合同祝い。

1979年（昭和54）２月11日。



174

497 大湾区、宗家の上地裏の

ビジュル神。

498 渡具知区、地頭火ヌ神。

499 高志保区、御願ウスメー

らによって芋大主御願。

500 宇座区、イリガーでの

初御願。

神々に祈る
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501 古堅区、池原子終焉の地での

御願。

502 喜名区、カーヘの御願。

503 座喜味区、座喜味城跡での

御願。

504 渡慶次区、ボージヌメー

での御願。



176

505 渡慶次区、獅子舞。

506 波平区、アガリジョー

での棒。

507 長浜区、チュクタヌメー。
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508 波平区、長者の大主。

509 瀬名波区、しゅんどう。

510 楚辺区、赤犬子での

イリベーシ。
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511 伊良皆区、組踊「久志ヌ若按司」。

512 座喜味区、組踊「護佐丸」。

513 楚辺区、組踊「束辺名」。

514 喜名区、組踊「護佐丸」
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515 伊良皆公民館。

1985年（昭和60）７月竣工。

516 比謝公民館。

1988年（昭和63）３月竣工。

517 渡具知公民館。

1990年（平成２）７月竣工。

518 都屋公民館。

1993年（平成５）３月竣工。
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