
水
後
小
学
校
は
こ
の
３
月
で
、
１

３
８
６
名

(

大
正
５
年
３
月
以
降)

の
卒
業
生
を
送
り
出
し
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
学
校
に
１
３
０
余
年
の
歴
史

が
あ
り
、
そ
の
学
校
を
閉
じ
る
と
い

う
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
私
た
ち

教
職
員
に
と
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

思
い
や
感
慨
が
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
水
後
小
学
校
は
、
地
域

の
力
を
結
集
し
学
校
組
合
立
と
し
て

長
年
運
営
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、

保
護
者
や
卒
業
生
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
思
い
は
言
葉
で
は
表
現
し
が
い
た

い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

学
校
と
し
て
は
、
そ
の
膨
大
な

｢

時
の
流
れ｣

や

｢

学
校
の
歴

史｣

に
思
い
を
は
せ
、
こ
れ
ま

で
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
保
護
者

や
地
域
の
皆
さ
ん
に
、
た
だ
た

だ
深
く
感
謝
す
る
だ
け
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
に
支
え
て
い
た
だ
い
た
と

い
う
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
新
し

い
学
校
の
一
員
と
し
て
が
ん
ば
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

休
校
と
い
う
大
き
な
歴
史
の

節
目
を
迎
え
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を

乗
り
越
え
、
す
べ
て
の
大
人
が
一
人

一
人
の
児
童
の
た
く
ま
し
い
成
長
を

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
願
い
に
応
え

る
こ
と
が
学
校
の
使
命
で
あ
り
、
新

た
な
学
び
舎
の
創
造
こ
そ
、
さ
ま
ざ

ま
な
思
い
に
応
え
る
道
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を

考
え
、
児
童
が
活
気
あ
ふ
れ
る
学
校

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支

援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。

引
き
続
き
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
も

見
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

三
河
内
小
学
校
は
わ
た
し
た
ち
親
子
三

世
代
が
通
っ
た
学
校
で
す
。

こ
の
学
校
は
、
学
校
の
教
職
員
だ
け
が

先
生
で
は
な
く
、
地
域
の
人
や
自
然
も
先

生
で
、
地
域
全
体
が
学
校
で
し
た
。
鳥
の

さ
え
ず
り
を
聞
け
ば
、
何
の
鳥
か
調
べ
、

花
が
咲
け
ば
、
何
の
花
か
調
べ
る
。
地
域

か
ら
教
材
を
見
つ
け
出
し
、
勉
強
を
し
て

き
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
は

｢

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル｣

、
親

父
は

｢

戦
時
中
に
校
庭
で
い
も
を
栽
培
し

た
こ
と｣

な
ど
、
三
世
代
そ
れ
ぞ
れ
に
学

校
の
思
い
出
が
あ
り
、
休
校
を
聞
い
た
と

き
は
、
本
当
に
寂
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
子
ど
も
が
少
な
い
の
は
、
わ

た
し
た
ち
若
い
世
代
の
責
任
で
も
あ
り
、

地
域
社
会
全
体
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

時
代
の
過
渡
期
と
し
て
、
現
実
を
受
け
入

れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

学
校
が
な
く
な
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち

が
学
ん
だ
校
舎
は
残
り
ま
す
。
こ
こ
を
巣

立
っ
て
い
っ
た
卒
業
生
に
は
、
三
河
内
に

家
が
な
い
人
も
お
ら
れ
、
そ
の
人
た
ち
に

と
っ
て
、
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
く
る
場
所

が
学
校
で
す
。
校
舎
を
大
切
に
残
し
、
活

用
し
て
い
く
の
は
、
地
域
に
残
っ
て
い
る

者
の
使
命
で
す
。
い
つ
ま
で
も
、
寂
し
い

思
い
を
引
き
ず
る
の
で
は
な
く
、
気
持
ち

を
切
り
替
え
て
、
跡
地
の
活
用
や
地
域
づ

く
り
を
ど
う
す
る
の
か
、
新
た
な
課
題
に

対
し
て
前
向
き
に
保
護
者
や
地
域
で
話
し

合
い
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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新
た
な
学
び
舎
の
創
造
こ
そ
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
に
応
え
る
道

左から娘の陽毬さん､ 順紀さん､ 父の順三さん

河
野
公
義
水
後
小
学
校
校
長

寂
し
さ
を
乗
り
越
え
、

新
た
な
課
題
に
取
り
組
む

奥
田
順
紀
三
河
内
地
域
振
興
会
事
務
局
長

竹地谷小学校でも休校を経験

広報しょうばら 2008.3 �

休休休休休休休休休休休休休休休校校校校校校校校校校校校校校校ににににににににににににににに
寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄せせせせせせせせせせせせせせせるるるるるるるるるるるるるるる思思思思思思思思思思思思思思思いいいいいいいいいいいいいいい

特集

地地域域かからら学学校校ががななくくななるる－－
過過疎疎化化とと少少子子化化のの進進行行でで､､ 児児童童数数がが減減少少ししてていいまますす｡｡
子子どどももたたちちがが切切磋磋琢琢磨磨ででききるる環環境境ををつつくくるるたためめ､､
４４月月かからら市市内内のの小小学学校校をを統統合合ししまますす｡｡

休休校校ととななるるののはは､､ 庄庄原原地地域域のの高高南南小小学学校校､､ 本本小小学学校校､､
上上谷谷小小学学校校､､ 実実留留小小学学校校､､ 田田川川小小学学校校､､ 水水後後小小学学校校とと
比比和和地地域域のの森森脇脇小小学学校校､､ 古古頃頃小小学学校校､､ 三三河河内内小小学学校校｡｡

今今月月はは各各校校のの歴歴史史をを振振りり返返るるととととももにに､､
休休校校後後のの地地域域ののあありり方方にに迫迫りりまますす｡｡



広報しょうばら 2008.3�

��
●学校沿革 (抜粋)
明治８年 創立
45年 門田・濁川を統合し田川尋常小学校と改称

大正11年 田川農業補修学校を併設
15年 田川農業補修学校を田川公民学校と改称

昭和２年 田川尋常高等小学校と改称
16年 国民学校令により田川国民学校と改称
22年 山内北村立田川小学校と改称
29年 庄原市立田川小学校と改称

平成４年 火災により校舎を半焼､ 後に仮校舎を建設
し移転

７年 現校舎が落成

●学校沿革 (抜粋)
明治８年 実留西学校を創立
11年 実留東学校 (円福寺) を設置
14年 実留東・西学校を合併し對城小学校と改称
19年 実留小学校教場と改称
20年 実留簡易小学校と改称
24年 実留尋常小学校と改称

昭和16年 国民学校令により敷信第二國民学校と改称
22年 敷信村立実留小学校と改称
29年 庄原市立実留小学校と改称

平成９年 現校舎・屋内運動場を改築

◎特集◎
休校に寄せる思い

●学校沿革 (抜粋)
明治８年 第百四十番小学として創立(旧古頃村郷蔵使用)
10年 古頃学校と改称
19年 古頃小学教場と改称
20年 古頃簡易科小学と改称
24年 古頃尋常小学校と改称

昭和16年 国民学校令により古頃国民学校と改称
22年 比和町立古頃小学校と改称
45年 屋内運動場落成､ 古頃へき地保育所を併設
47年 冬季寄宿舎を開設
50年 創立百周年記念行事を挙行

平成３年 冬季寄宿舎廃止
14年 現校舎が落成
17年 庄原市立古頃小学校に改称

●学校沿革 (抜粋)
明治８年 高茂村：三上信太郎氏隠居宅に高茂学校を開校
９年 表水越：松田養氏宅に移転
23年 表水越石丸谷：森永良三郎氏宅所有の民家に水越簡

易小学校を開校
24年 後山中組に後山学校を開校
25年 山内西村水越尋常小学校と改称

大正５年 火災により校舎を焼失
昭和８年 山内西村､ 八次村学校組合の協議が成立し､ 組合立

水後小学校を開校
16年 国民学校令により水後国民学校と改称
22年 比婆郡学校組合立水後小学校と改称
29年 庄原市三次市学校組合立水後小学校と改称
51年 創立100周年記念式典を挙行

平成元年 現校舎が落成
17年 学校組合を解散し､ 庄原市立水後小学校に改称

��
�����

休休校校式式 ３３月月2233日日 ((日日)) 1100時時3300分分～～1111時時
記記念念行行事事 1111時時3300分分～～1144時時3300分分 �����

休休校校式式 ３３月月3300日日 ((日日)) 1111時時～～1111時時3300分分
記記念念行行事事 1122時時3300分分～～1144時時3300分分

休休校校式式 ３３月月2211日日 ((金金)) 1100時時3300分分～～1111時時2200分分
記記念念行行事事 休休校校式式終終了了後後､､タタイイムムカカププセセルル埋埋設設セセレレモモニニーーをを実実施施

����� �����
休休校校式式 ３３月月3300日日 ((日日)) ９９時時3300分分～～1100時時
記記念念行行事事 1100時時3300分分～～1144時時
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●学校沿革 (抜粋)
明治７年 後谷の龍福寺へ弘文舎を創設
19年 日進簡易小学校を設立

(当時の小用・大久保・永末・宮
内・高門の５村で経営)

25年 高門は敷信村立高門尋常小学校を
設立して分離
日進簡易小学校は永末尋常小学校
となり､ 当時の高村・庄原村の２
村経営となる｡

44年 永末尋常小学校の２村経営が解か
れ､ ｢高南尋常小学校｣ を柳谷の
池田清右え門宅に仮設し開校｡

45年 現在地に高南尋常小学校校舎が完
成

昭和16年 国民学校令により高南国民学校に
改称

22年 高村立高南小学校に改称
29年 庄原市立高南小学校と改称
59年 現校舎を改築､ グラウンドを拡張

�����
●学校沿革 (抜粋)
明治８年 上谷小学校を創立
21年 上谷尋常小学校と改称
41年 上谷尋常高等小学校と改称

昭和16年 国民学校令により上谷国民学校と
改称

22年 本田村立上谷小学校と改称
29年 庄原市立上谷小学校と改称
31年 新校舎が完成
48年 １年間休校
49年 ３名入学により開校
50年 創立100周年記念行事を挙行

平成14年 新校舎 (現校舎) が完成し移転・
落成式を挙行

●学校沿革 (抜粋)
明治７年 正清学校として本村明善に創立
９年 正清学校を西小学校と改称､ 東小

学校を鍬寄に設立
12年 東西校を合併して､ 公立小学校と

改称し鍬寄に開校
18年 蘇羅比古簡易小学校と改称
29年 本尋常小学校と改称し本村智ノ熊

に開校
大正２年 高等科を設置し本尋常高等小学校

と改称
昭和16年 国民学校令により本国民学校に改

称
22年 本田村立本小学校と改称
29年 庄原市立本小学校と改称
57年 創立110周年記念行事を挙行

平成７年 現校舎､ 屋内運動場が完成

����������
各
学
校
は
明
治
以
降
、１
３
０
余
年
の
歴
史
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

学
校
が
始
ま
っ
た
年
、校
舎
が
新
築
さ
れ
た
年
な
ど
を
確
認
し
な

が
ら
、学
校
の
歴
史
や
先
人
た
ち
の
努
力
を
振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

休休校校式式 ３３月月2222日日 ((土土)) 1100時時3300分分～～1111時時
記記念念行行事事 1111時時3300分分～～1144時時 ����

休休校校式式 ３３月月2233日日 ((日日)) 1100時時3300分分～～1111時時
記記念念行行事事 1111時時3300分分～～1133時時�����

休休校校式式 ３３月月2233日日 ((日日)) 1100時時～～1111時時
記記念念行行事事 1111時時～～1144時時3300分分



平
成
17
年
３
月
末
で
休
校
と

な
っ
た
東
城
町
の
旧
久
代
小
学

校
は
、｢

学
び
の
村｣

と
し
て

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広

く
活
用
し
て
い
ま
す
。

学
校
は
地
域
の
拠
り
所
。
い

つ
も
地
域
の
中
心
で
あ
っ
た
学

校
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

地
域
の
人
間
関
係
も
希
薄
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
、
休
校
前
に

小
学
校
の
跡
地
を
ど
の
よ
う
に

活
用
す
る
の
か
、
検
討
委
員
会

を
設
け
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

｢

学
校
が
な
く
な
る
と
嘆
い

て
い
て
も
仕
方
な
い
。
学
校
が

な
く
な
っ
て
も
地
域
の
子
ど
も

が
い
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
当
然
地
域
の
人
も
残
る
。

こ
れ
ま
で
、
学
校
を
中
心
に
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
少
し
形

を
変
え
な
が
ら
も
継
続
し
て
い

こ
う｣

と
生
涯
学
習
の
拠
点
で

あ
る
久
代
公
民
館
が
維
持
管
理

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
17
年
の
夏
に
、
旧
久
代

小
学
校
を

｢

学
び
の
村｣

と
し

て
開
村
。
子
ど
も
を
対
象
に
し

た

｢

わ
い
わ
い
講
座｣

な
ど
、

こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
公
民
館

行
事
を
、｢

学
び
の
村｣

で
開

催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
、
剣
道
ク
ラ
ブ
や
そ
ろ
ば
ん

教
室
な
ど
に
利
用
す
る
ほ
か
、

大
人
を
対
象
と
し
た
学
習
の
場

｢

久
代
尋
常
高
等
小
学
校｣

を

始
め
ま
し
た
。

｢

久
代
尋
常
高
等
小
学
校｣

は
、
地
域
の
人
材
を
活
か
し
て

地
域
の
方
が
講
師
と
な
り
、
国

語
、
算
術
、
国
史
、
唱
歌
な
ど

昔
の
教
科
書
を
活
用
し
な
が
ら

授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昔
学

ん
だ
こ
と
を
基
に
、
大
人
が
楽

し
く
学
べ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
、

奈
良
県
へ
の
修
学
旅
行
も
実
施
。

参
加
者
は

｢

懐
か
し
く
、
若
い

頃
を
思
い
出
す
。
頭
の
体
操
に

も
な
る
し
、
何
歳
に
な
っ
て
も

新
し
い
こ
と
を
学
び
た
い｣

と

好
評
で
す
。

生
涯
学
習
の
ほ
か
、
自
治
振

興
区
も
地
域
の
運
動
会
、
盆
踊

り
大
会
、
ふ
る
さ
と
祭
り
な
ど
、

地
域
活
動
の
拠
点
と
し
て
活
用

し
て
い
ま
す
。

松
井
明
法
館
長
は

｢

跡
地
が

生
き
る
よ
う
に
、
意
図
的
に
活

用
を
仕
組
ん
で
い
っ
た
。
誰
も

活
用
し
な
け
れ
ば
、
雑
草
に
覆

わ
れ
た
り
、
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ

た
り
、
学
校
が
な
く
な
っ
た
こ

と
に
輪
を
か
け
て
寂
し
い
状
況

に
な
る
。
活
用
が
あ
れ
ば
、
き

れ
い
に
し
よ
う
と
い
う
話
も
で

て
く
る
。
跡
地
活
用
は
地
域
で

よ
く
話
し
合
う
こ
と
。
そ
し
て
、

華
や
か
な
イ
ベ
ン
ト
よ
り
身
近

な
課
題
か
ら
。
ま
ず
は
行
動
を

起
こ
す
こ
と
が
大
切｣

と
呼
び

か
け
ま
す
。
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地
域
か
ら
学
校
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
校
舎
の
利
用
は
ど
う
す
る
の
か
、

学
校
の
よ
き
伝
統
を
ど
う
引
き
継
ぐ
の
か
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
う

維
持
し
て
い
く
の
か
、地
域
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

久代公民館の
松井明法館長｡

学
校
跡
地
を

公
民
館
活
動
の
拠
点
に

久
代
く
し
ろ

学
び
の
村

久代尋常高等小学校の授業風景

奈良県へ修学旅行

広報しょうばら 2008.3 �

●学校沿革 (抜粋)
明治８年 小和田神宮寺に貫誠舎として開校
10年 小和田小学校と改称
20年 三河内簡易小学校と改称
24年 三河内尋常小学校と改称

昭和22年 比和町立三河内小学校と改称
37年 現校舎が落成
50年 創立100周年記念式典を挙行

平成17年 庄原市立三河内小学校に改称

●学校沿革 (抜粋)
明治８年 恵蘇郡森脇村 永昌寺の郷倉を借用し幼屯舎を

創設
12年 森脇小学校と改称
24年 恵蘇郡森脇尋常小学校と改称

大正８年 越原季節分教場を開設 (１～３月)
昭和16年 国民学校令により森脇国民学校と改称
22年 比和町立森脇小学校と改称
23年 火災により校舎を全焼
44年 現校舎及び屋内運動場を落成
49年 越原季節分教場を休場､ 冬期寄宿舎を開設 (12

～３月)
52年 創立100周年記念式典を挙行

平成11年 寄宿舎を閉舎
12年 越原地区にタクシー送迎を開始 (冬季)
17年 庄原市立森脇小学校に改称

各
学
校
で
休
校
イ
ベ
ン
ト
の
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

比
和
の
三
河
内
小
学
校
で
は
、

保
護
者
全
員
が
ス
タ
ッ
フ
と
な
り

休
校
式
実
行
委
員
会
を
設
立
。

休
校
式
に
あ
わ
せ
て

｢

最
初
で

最
後
の
同
窓
会｣

を
企
画
し
ま
し

た
。昨

年
の
４
月
か
ら
準
備
を
進
め
、

９
月
に
卒
業
生
名
簿
が
完
成
。
10

月
に
、
約
７
０
０
人
の
卒
業
生
に

案
内
を
通
知
し
ま
し
た
。
当
日
は
、

卒
業
生
や
地
域
住
民
、
教
職
員
な

ど
１
５
０
人
の
参
加
者
を
見
込
ん

で
い
ま
す
。

同
窓
会
は
セ
レ
モ
ニ
ー
と
パ
ー

テ
ィ
の
２
部
構
成
。
セ
レ
モ
ニ
ー

で
は
、
久
し
ぶ
り
の
学
校
を
満
喫

し
て
も
ら
お
う
と
、
参
加
者
の
出

席
を
と
る
な
ど
授
業
仕
立
て
で
進

行
し
、
記
録
映
像
の
上
映
や
児
童

発
表
が
行
わ
れ
る
予
定
。
ま
た
、

参
加
者
に
ふ
る
さ
と
を
思
い
っ
き

り
感
じ
て
ほ
し
い
と
、
山
菜
な
ど

郷
土
料
理
で
パ
ー
テ
ィ
を
行
い
ま

す
。卒

業
生
な
ど
か
ら
の
寄
付
金
で

運
営
さ
れ
、
出
席
で
き
な
い
卒
業

生
か
ら
、
励
ま
し
の
手
紙
や
メ
ー

ル
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

福
光
宏
彰
会
長
は

｢

出
身
者
を

は
じ
め
三
河
内
小
学
校
に
ゆ
か
り

の
あ
る
人
を
お
帰
り
な
さ
い
と
温

か
く
お
迎
え
し
た
い
。
今
回
、
学

校
は
な
く
な
っ
て
寂
し
く
は
な
る

が
、
こ
の
同
窓
会
を
期
に
ふ
る
さ

と
を
訪
ね
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け

に
な
れ
ば｣

と
話
し
て
い
ま
す
。

｢

最
初
で
最
後
の
同
窓
会｣

を
企
画

三河内
小学校

������
休休校校式式 ３３月月3300日日 ((日日)) ９９時時～～９９時時4400分分
記記念念行行事事 1100時時～～1144時時3300分分�����

休休校校式式 ３３月月2233日日 ((日日)) 1100時時3300分分～～1111時時
記記念念行行事事 1111時時3300分分～～1144時時3300分分

記
念
行
事

同窓会の内容を協議する実行委員

���������



教
育
環
境
の
整
備
で

｢

生
き
る
力｣

を

過
疎
化
・
少
子
化
が
進
む
中
、

庄
原
市
に
お
い
て
も
、
年
々
児

童
生
徒
数
が
減
少
し
、
学
校
の

小
規
模
化
が
進
ん
で
き
ま
し
た
。

平
成
19
年
度
は
、
小
学
校
30
校

中
15
校
が
全
校
児
童
数
30
人
以

下
の
学
校
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
子
ど

も
た
ち
を
取
り
巻
く
教
育
環
境

の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、

適
正
配
置
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。

学
校
は｢

学
び
の
場｣

と
し

て
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

一
つ
は
、
国
語
科
、
算
数
科
、

道
徳
な
ど
、
教
科
・
領
域
等
の

学
習
を
通
し
て
、
基
礎
的
・
基

本
的
な
内
容
の
定
着
と
豊
か
な

心
の
育
成
を
図
る
と
い
う
役
割

で
す
。

二
つ
目
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
個

性
を
も
つ
友
だ
ち
と
の
関
わ
り

合
い
の
中
で
、
と
も
に
悩
ん
だ

り
、
喜
び
を
分
か
ち
合
っ
た
り

す
る
な
ど
、
発
達
段
階
に
応
じ

た
集
団
生
活
の
き
ま
り
や
人
間

関
係
づ
く
り
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
役
割
で
す
。

他
人
と
と
も
に
集
団
生
活
を

送
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
さ

に
、
学
校
に
は
切
磋
琢
磨
し
、

社
会
性
や
協
調
性
を
育
み
、
豊

か
な
心
を
も
っ
た
子
ど
も
の
育

成
を
図
る
機
会
が
多
く
存
在
す

る
と
い
え
ま
す
。

こ
う
し
た

｢

学
び
の
場｣

と

し
て
の
教
育
環
境
を
整
備
し
、

21
世
紀
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち

に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

｢

生
き
る
力｣

を
身
に
つ
け
さ

せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
き
ま

し
た
。

地
域
の
集
い
の
場
と
し
て

跡
地
の
活
用
を

休
校
後
は
跡
地
活
用
の
課
題

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
学
校
は
、
子
ど
も

の
学
び
の
場
で
あ
り
、
地
域
行

事
や
集
い
の
場
で
も
あ
り
ま
し

た
。
長
年
、
地
域
に
愛
さ
れ
た

施
設
で
も
あ
り
、
引
き
続
き
地

域
の
大
切
な
集
い
の
場
、
活
性

化
の
拠
点
と
し
て
、
地
域
の
方

に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

一
方
で
、
施
設
は
国
の
補
助

金
で
建
設
さ
れ
、
現
在
も
起
債

(

借
金)

を
返
済
中
の
も
の
も

あ
り
、
生
涯
学
習
や
社
会
福
祉

施
設
な
ど
、
活
用
方
法
が
あ
る

程
度
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
で
も
高
齢
化
が
進
み
、

具
体
的
な
活
用
策
が
あ
る
地
域

は
一
部
で
す
。
す
で
に
休
校
し

た
施
設
も
活
用
方
法
が
定
ま
っ

て
い
な
い
所
が
あ
り
、
跡
地
活

用
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

各
学
校
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特

色
あ
る
教
育
活
動
や
伝
統
芸
能

の
継
承
活
動
が
あ
り
ま
す
。
学

校
が
な
く
な
っ
て
も
、施
設
は

残
り
、地
域
の
子
ど
も
は
地
域

に
帰
っ
て
き
ま
す
の
で
、
で
き

れ
ば
施
設
を
活
動
拠
点
と
し
、

特
色
あ
る
活
動
を
地
域
で
引
き

続
き
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

休
校
施
設
は
市
民
の
財
産
で

す
。
有
効
に
活
か
す
た
め
、
多

く
の
ア
イ
デ
ア
を
寄
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
の
充
実
に

取
り
組
む

教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
将

来
、
適
正
配
置
を
し
て
良
か
っ

た
と
言
わ
れ
る
よ
う
、
教
育
の

充
実
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

休
校
す
る
地
域
の
皆
さ
ん
に

は
、
こ
れ
ま
で
通
学
の
見
守
り
、

学
習
支
援
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
学
校
を
支
え
て
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
学
校
か
ら
子
ど
も
の

声
が
聞
こ
え
な
く
な
り
、
寂
し

い
思
い
を
さ
れ
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
子
ど

も
は
地
域
へ
帰
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
通
り
、
子
ど
も
た
ち

に
し
っ
か
り
と
声
を
か
け
て
い

た
だ
き
、
地
域
の
宝
と
し
て
見

守
っ
て
く
だ
さ
い
。
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庄庄原原市市教教育育委委員員会会

辰辰川川五五朗朗教教育育長長

適
正
配
置
の
目
的
や
休
校
後
の

跡
地
活
用
な
ど
に
つ
い
て
、

辰
川
五
朗
教
育
長
に
聞
き
ま
し
た
。

教育長
に聞く

トップインタビュー
西
城
町
の
小
鳥
原
み
ど
り
の

少
年
団
は
、
学
校
を
中
心
に
行
っ

て
き
た
活
動
を
休
校
後
も
継
続

し
て
い
ま
す
。

こ
の
み
ど
り
の
少
年
団
は
、

自
然
を
愛
し
、
郷
土
を
愛
す
る

心
を
育
て
よ
う
と
昭
和
56
年
に

設
立
。
小
鳥
原
小
学
校
の
全
校

児
童
が
み
ど
り
の
少
年
団
の
会

員
と
な
り
、
特
色
あ
る
教
育
活

動
の
一
環
と
し
て
、
森
林
学
習

や
美
化
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
地
域
に
根
付
い

た
活
動
は
各
方
面
か
ら
評
価
さ

れ
、
数
々
の
全
国
表
彰
の
実
績

が
あ
り
ま
す
。

平
成
18
年
度
で
休
校
す
る
こ

と
が
決
ま
り
、｢

こ
の
ま
ま
活

動
を
続
け
て
も
、
少
子
化
の
中

で
寂
し
い
終
わ
り
方
し
か
で
き

な
い
だ
ろ
う｣

と
少
年
団
も
解

散
の
声
も
上
が
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
話
し
合
い
を
続
け
て
い

く
中
で
、｢

で
き
る
か
ぎ
り
活

動
を
続
け
て
い
こ
う｣

と
継
続

を
決
定
。
ま
た
、
地
域
か
ら
も

｢

学
校
が
な
く
な
り
、
少
年
団

も
な
く
な
る
と
地
域
で
子
ど
も

た
ち
の
姿
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。

せ
っ
か
く
い
い
活
動
を
し
て
い

る
の
だ
か
ら
継
続
し
て
ほ
し
い
。

わ
た
し
た
ち
も
応
援
す
る｣

と

励
ま
し
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。休

校
し
て
事
業
規
模
を
縮
小

し
な
が
ら
も
活
動
を
継
続
し
て

き
た
一
年
を
振
り
返
り
、
事
務

局
の
竹
島
雅
也
さ
ん
は

｢

な
ぜ

少
年
団
が
美
化
活
動
な
ど
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
子

ど
も
た
ち
の
気
持
ち
を
つ
な
ぐ

こ
と
が
課
題
だ
っ
た
。
や
ら
さ

れ
て
い
る
で
は
意
味
が
な
い
。

奉
仕
活
動
と
は
何
か
、
社
会
貢

献
と
は
何
か
、
こ
れ
ま
で
学
校

に
任
せ
き
り
だ
っ
た
子
ど
も
の

教
育
が
親
の
役
割
と
な
り
、
わ

た
し
た
ち
も
勉
強
に
な
っ
た｣

と
話
し
ま
す
。

ま
た
、
学
校
活
動
を
地
域
活

動
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は

｢

過
疎
・
少
子
化
で
な

く
な
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代

で
、
残
す
努
力
も
必
要
だ
と
思

う
。
休
校
後
の
活
動
は
、
親
の

都
合
で
止
め
る
の
で
は
な
く
、

主
役
で
あ
る
子
ど
も
を
含
め
て

話
し
合
う
こ
と
が
大
切
。
子
ど

も
た
ち
が
や
り
た
い
と
願
え
ば
、

地
域
も
含
め
て
支
援
し
て
い
く

方
向
が
望
ま
し
い｣

と
話
し
て

い
ま
す
。

現
在
の
会
員
は
10
人
。
う
ち

４
人
が
６
年
生
で
、
ど
こ
ま
で

継
続
で
き
る
か
分
か
ら
な
い
状

況
。
今
後
は
中
学
生
を
含
め
た

活
動
を
検
討
す
る
ほ
か
、
休
校

し
た
学
校
で
同
じ
活
動
を
し
て

い
る
子
ど
も
た
ち
や
他
の
み
ど

り
の
少
年
団
と
連
携
し
活
動
を

続
け
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

広報しょうばら 2008.3 �

事務局の竹島雅也さん

特
色
あ
る
活
動
を

休
校
後
も
地
域
で
継
続

小
鳥
原

ひ
と
と
ば
ら

み
ど
り
の
少
年
団

小鳥原みどりの少年団のメンバー

花壇の草取りをする子どもたち

交通安全マスコットを配り安全運転を呼びかける
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