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学
校
・
地
域
の
実
態 

本
校
の
校
区
陶
町
は
陶
器
産
業
が
盛

ん
な
地
域
で
あ
り
、
嘗
て
は
人
口
も
多
く
、

活
気
溢
れ
た
豊
か
な
町
で
し
た
。
百
数
十

年
の
由
来
が
あ
る
町
内
の
お
囃
子
は
、
猿

爪
、
水
上
、
大
川
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で

青
年
団
を
中
心
に
守
ら
れ
、
祭
礼
を
活
気

づ
け
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
陶
磁
器
産
業

の
衰
退
に
伴
い
、
人
口
の
減
尐
が
進
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
状
況
を
な
ん
と
か
し
よ
う

と
街
づ
く
り
推
進
協
議
会
を
中
心
に
「
世 

 

界
一
の
狛
犬
」「
世
界
一
の
茶
壺
」「
与
左

衛
門
窯
（
登
り
窯
）」
ご
当
地
キ
ャ
ラ
「
す

え
っ
子
」
な
ど
を
つ
く
り
活
気
あ
る
町
づ

く
り
の
機
運
を
地
域
社
会
で
高
め
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
地
域
の
人
々
の
願
い
を
受

け
、
本
校
で
は
教
科
や
総
合
的
な
学
習
に

お
い
て
地
域
学
習
や
体
験
学
習
を
進
め
、

地
域
行
事
に
参
加
し
、
地
域
に
貢
献
す
る

姿
勢
を
も
つ
子
ど
も
を
育
て
て
い
ま
す
。 

    

伝
統
を
う
け
つ
ぐ
お
囃
子 

 

お
囃
子
は
、
日
本
古
来
の
伝
承
音
楽
で

あ
り
、
神
社
に
伝
わ
る
文
化
で
す
。
昭
和

五
十
四
年
に
は
「
お
囃
子
保
存
会
」
が
結

成
さ
れ
、
各
地
区
ご
と
（
猿
爪
、
水
上
、

大
川
）
に
大
人
か
ら
子
ど
も
に
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
猿
爪
、

水
上
地
区
は
、
伝
統
文
化
子
ど
も
教
室
と

し
て
、
文
化
庁
や
岐
阜
県
文
化
財
団
の
助

成
を
受
け
て
い
ま
す
。 

伝
承
さ
れ
て
い
る
お
囃
子
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
で
特
有
な
形
と
な
っ
て
お
り
、 

横
笛
、
和
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
特
徴
が
あ
り

ま
す
。
猿
爪
区
の
お
囃
子
は
、
岡
崎
の
天

神
社
か
ら
伝
わ
り
、
優
雅
な
テ
ン
ポ
の
ゆ

っ
く
り
と
し
た
短
調
の
ふ
し
で
、
お
そ
ら

く
京
都
の
公
家
や
宮
様
の
行
列
に
合
わ

せ
た
リ
ズ
ム
と
思
わ
れ
ま
す
。
水
上
・
大

川
地
区
の
お
囃
子
は
、
中
馬
街
道
沿
い
に

土
岐
市
曽
木
を
通
し
て
伝
わ
り
、
勇
壮
で

力
強
い
リ
ズ
ム
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

各
地
区
の
「
お
囃
子
保
存
会
」
で
は
、

小
学
生
を
集
め
公
民
館
で
指
導
し
て
い

ま
す
。
保
護
者
も
子
ど
も
の
頃
に
お
囃
子

の
演
奏
経
験
が
あ
り
、
音
の
出
し
方
を
親

か
ら
子
ど
も
へ
と
伝
え
て
い
る
家
庭
も

あ
り
ま
す
。
指
導
者
の
熱
意
や
保
護
者
の

見
守
り
に
支
え
ら
れ
お
囃
子
は
現
在
も

伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。 

学
校
で
は
各
地
区
で
の
活
動
の
様
子

を
集
会
や
授
業
、
学
校
報
等
で
紹
介
し
、

地
域
の
伝
統
・
文
化
を
継
承
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
子
ど
も
へ
指
導
し
て
い
ま
す
。 

陶町ご当地キャラ「すえっ子」 

夏祭りでお囃子を披露する子ども達（水上） 



ふ
る
さ
と
の
誇
り
お
囃
子
を
伝
え
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
囃
子
保
存
会 

 

そ
れ
ぞ
れ

の
地
区
の
特

有
な
お
囃
子

を
伝
え
る
た

め
に
、
各
地
区

の
お
囃
子
保

存
会
の
方
が

指
導
者
と
な
り
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
練

習
の
始
め
は
、
正
座
を
し
て
指
導
者
に
あ

い
さ
つ
を
し
、
お
話
を
聞
い
た
後
、
和
太

鼓
や
横
笛
な
ど
に
分
か
れ
練
習
を
重
ね

て
い
ま
す
。 

・
夏
祭
り
や
神
社
大
祭
に
む
け
て
練
習
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
た
て
る
。 

・
あ
ら
か
じ
め
笛
を
配
布
し
、
保
護
者
が

家
庭
で
も
教
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
地
域
の
保
存
会
と
家
庭

と
が
連
携
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

お
囃
子
保
存
会
で
は
、
幟
を
つ
く
る
、
横

笛
・
ば
ち
・
和
太
鼓
を
新
し
く
購
入
す
る

等
、
伝
統
を
錆
び
付
か
せ
な
い
工
夫
も
し

て
い
ま
す
。
そ
の
思
い
は
伝
わ
り
、
子
ど

も
達
も
真
剣
に
練
習
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
そ
の
成
果
は
、
祭
り
や
陶
町
文
化

祭
で
お
披
露
目
を
し
、
発
表
さ
れ
ま
す
。 

伝
統
文
化
子
ど
も
教
室 指

導
者
の
願
い 

 

京
都
の
五
条
の
橋
の
上
で
、
大
男
の
弁

慶
を
美
尐
年
の
牛
若
丸
が
こ
ら
し
め
た

と
き
に
吹
い
て
い
た
の
が
横
笛
で
す
。
そ

の
、
竹
の
横
笛
が
ふ
け
ま
す
。
練
習
す
る

の
は
、
日
本
古
来
の
伝
承
音
楽
で
あ
り
神

社
に
伝
わ
る
文
化
で
す
。
百
数
十
年
前
に

岡
崎
か
ら
伝
わ
り
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
七
月
の
祇
園
祭
や
秋
の
天
神
祭

で
、
子
ど
も
囃
子
が
参
加
す
る
こ
と
で
大

変
に
ぎ
や
か
で
し
た
。
人
口
が
減
尐
し
て

い
る
中
、
こ
の
よ
う
な
行
事
を
伝
え
て
い

く
の
は
大
変
で
す
が
、
伝
統
あ
る
こ
の
祭

り
を
後
世
に
是
非
伝
え
、
残
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
瑞
浪
市

青
尐
年
育
成
団
体
の
モ
デ
ル
団
体
と
し

て
表
彰
を
う
け
て
い
ま
す
。
文
化
庁
か
ら

の
助
成
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

練
習
の
成
果
と
感
謝
の
気
持
ち
を 

笛
の
音
に
の
せ
て
と
ど
け
る 

 
 

 
 

 
 

五
年 

児
童
の
思
い 

 

私
は
今
年
二
年
目
の
お
囃
子
で
す
。
保

存
会
で
は
、
笛
の
テ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
。

私
は
四
年
で
受
け
て
い
な
い
の
で
、
五
年

生
の
テ
ス
ト
に
合
格
で
き
る
自
信
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
家
で
お
母
さ

ん
と
一
緒
に
練
習
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

合
格
で
き
ま
し
た
。
テ
ス
ト
に
合
格
し
て

か
ら
は
六
年
生
の
太
鼓
に
合
わ
せ
て
笛

を
吹
く
練
習
を
し
ま
し
た
。
練
習
を
毎
日

重
ね
て
い
く
う
ち
に
去
年
は
間
違
え
て

い
た
部
分
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。
全
部
が
吹
け
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
息
つ
ぎ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
気
を

つ
け
て
練
習
し
ま
し
た
。
正
し
い
所
で
息

つ
ぎ
を
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
で
す
。 

 

こ
ん
な
練
習
を
続
け
て
い
く
と
ま
た

新
し
い
課
題
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
「
大
き
な
音
を
出
し
て
ふ
く
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
今
年
は
子
ど
も
が
尐
な

く
十
三
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
六
年

生
の
三
人
は
太
鼓
で
、
笛
は
わ
ず
か
十
人

で
す
。
五
年
生
は
下
級
生
を
ひ
っ
ぱ
れ
る

よ
う
音
を
し
っ
か
り
と
出
す
こ
と
が
大

切
で
す
。
だ
か
ら
、
大
き
な
音
が
出
せ
る

よ
う
た
く
さ
ん
練
習
を
し
ま
し
た
。
大
き

な
音
が
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
わ
か

っ
た
の
は
、
私
た
ち
が
住
む
地
を
見
下
ろ

す
天
狗
岩
に
登
っ
て
吹
い
た
と
き
で
し

た
。
十
三
人
で
天
狗
岩
の
横
で
出
し
た
音

は
、
二
号
の
公
民
館
ま
で
よ
く
聞
こ
え
た

そ
う
で
す
。
本
番
で
は
、
練
習
の
成
果
は

も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
時
間
を
割
い
て
ま
で

教
え
て
く
だ
さ
る
笛
や
太
鼓
の
先
生
方

に
感
謝
の
気
持
ち
を
こ
め
、
地
域
の
方
に

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
演
奏
を
し

た
い
で
す
。 

          

お囃子保存会指導の様子 

お囃子練習をする子ども達（猿爪区） 

夏祭りでお囃子を演奏する子ども達 

（大川地区） 


