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夢
づ
く
り 

人
づ
く
り
新
聞

発
行
者
の
ね
が
い

　

学
校
や
地
域
の
良
さ
を
県
下
の
友

達
に
発
信
し
、
郷
土
香
川
で
学
ぶ
喜

び
を
分
か
ち
合
お
う
。

　学
校
や
地
域
の
良
さ
を
自
覚
し
、

郷
土
香
川
を
大
切
に
す
る
心
を
忘
れ

ず
、
世
界
に
羽
ば
た
こ
う
。

好きです！わたしたちの校区！

三野津中学校の自慢

沿

　革
昭
和
二
十
二
年
、
三
か

村
︵
大
見
・
吉
津
・
下
高

瀬
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
中
学
校
が

開
校
。
昭
和
三
十
年
、
三
か

村
が
合
併
し
て
三
野
村
と
な

り
、
そ
れ
に
伴
い
中
学
校
も

合
併
し
て
三
野
村
立
三
野
津

中
学
校
と
改
称
さ
れ
る
。

開
校
以
来
、「
清
純
、
協

和
、
自
律
自
励
」
の
校
訓
の

も
と
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育

活
動
を
展
開
し
て
き
た
。
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三
野
津
中
学
校
で
は
︑
毎

年
二
年
生
が
高
瀬
川
の
河
川

清
掃
を
行
な
�
て
い
ま
す
。

三
野
町
の
中
心
部
を
流
れ
る

高
瀬
川
は
天
井
川
で
︑
堤
防

が
延
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
を
二
月
の
第
一
日
曜
日

の
﹁
町
を
美
し
く
す
る
運

動
﹂
で
河
川
沿
線
の
自
治
会

の
方
々
が
︑
堤
の
草
刈
り
を

し
て
き
ま
し
た
。
地
域
の

方
々
が
頑
張
�
て
も
土
手
の

全
て
を
整
備
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
特
に
︑
三
野
津

中
学
校
よ
り
下
流
域
は
︑
田

が
広
が
る
農
地
で
︑
草
刈
り

を
引
き
受
け
て
く
れ
る
集
落

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
三
野
津
中
学
校
で

は
︑
二
年
生
で
行
う
立
志
の

取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し

て
︑
高
瀬
川
の
堤
の
草
刈
り

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
二
年
生
が
鎌
を
手
に
川

の
堤
の
下
に
等
間
隔
に
並
び

ま
す
。
そ
し
て
︑
合
図
で
一

斉
に
草
刈
り
を
し
ま
す
。

普
段
は
す
る
こ
と
の
な
い

不
慣
れ
な
作
業
で
す
が
︑
み

ん
な
一
生
懸
命
に
作
業
を
し

て
︑
二
時
間
ほ
ど
で
土
手
の

草
を
サ
�
パ
リ
と
刈
り
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
活
動
は
二
十
年
を
超

え
︑
親
子
二
世
代
に
渡
り
続

け
ら
れ
て
い
る
取
組
で
す
。

三
野
津
中
学
校
の
校
歌
の
一

番
に
は
、「
良
港
」
や
「
新
田
」

と
い
う
歌
詞
が
あ
り
ま
す
。
三

野
町
は
津
嶋
神
社
の
あ
た
り
を

除
け
ば
、
海
に
面
し
て
い
ま
せ

ん
。
ま
し
て
や
、
入
り
江
が
あ

り
、
良
港
と
し
て
利
用
さ
れ
る

よ
う
な
場
所
が
あ
る
と
は
思
え

ま
せ
ん
。
ま
た
、
確
か
に
水
田

は
多
い
け
ど
、
新
田
と
い
う
意

味
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、「
三
野
津
湾
干
拓
史
」

︵
片
山
義
隆
氏
著
︶
を
も
と
に

調
べ
る
と
次
の
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

古
代
は
吉
宗
瓦
窯
の
近
く
ま

で
三
野
津
湾
が
広
が
っ
て
お

り
、
吉
宗
瓦
窯
で
作
っ
た
瓦
を

三
野
津
湾
で
船
に
乗
せ
、
近
畿

地
方
ま
で
運
ん
で
い
た
そ
う
で

す
。
こ
の
三
野
津
湾
は
古
代
か

ら
中
世
に
か
け
て
高
瀬
川
の
運

ん
だ
土
砂
が
堆
積
し
、
三
角
州

を
形
成
す
る
こ
と
で
、
古
代
よ

り
も
陸
地
の
部
分
が
増
え
て
き

ま
し
た
。
下
高
瀬
に
は
中
世
の

海
岸
線
の
場
所
に
東
浜
や
西

浜
・
川
尻
︵
河
口
の
意
味
︶
と

い
う
地
名
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

地
名
は
中
世
に
名
付
け
ら
れ
た

も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
三
野
津

中
学
校
や
本
門
寺
が
で
き
る
場

所
は
海
岸
線
付
近
に
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
歴
代

の
丸
亀
藩
主
に
よ
っ
て
干
拓
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
干
拓

事
業
は
、
隣
接
す
る
現
・
詫
間

町
に
お
い
て
も
同
時
期
に
干
拓

が
進
み
、
松
崎
新
田
や
的
場
新

田
も
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
一
六
〇
〇
年
代
に
行
わ

れ
た
干
拓
は
全
国
的
に
み
て
も

早
い
時
期
の
干
拓
で
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

以
上
は
、
平
成
三
十
年
度
に

関
隼
土
さ
ん
、
綾
直
弥
さ
ん
、

田
中
遥
基
さ
ん
の
三
人
が
文
献

と
聞
き
取
り
、
現
地
調
査
を
し

て
ま
と
め
た
も
の
で
、
全
国
中

学
校
生
徒
地
域
研
究
発
表
会
で

最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

今
回
の
編
集
を
通
じ
て
、三

野
津
中
学
校
が
三
野
町
の
歴
史

や
文
化
と
強
い
結
び
つ
き
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。特

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
三
野

津
中
学
校
に
根
付
い
て
い
る
理

由
が
理
解
で
き
ま
し
た
。こ
れ

が
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
せ
る

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

編
集
後
記

三
野
津
中
学
校
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
盛
ん
で
す
。
あ

い
さ
つ
運
動
や
朝
の
清
掃
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
た
く
さ
ん
の
生
徒

が
参
加
し
ま
す
。
そ
の
中
で

も
、
夏
休
み
に
「
ま
ち
づ
く
り

推
進
隊
み
の
」
主
催
で
小
学
生

を
対
象
と
し
た
子
ど
も
寺
子
屋

が
独
創
的
で
す
。
子
ど
も
寺
子

屋
は
、
小
学
生
を
対
象
に
「
ポ

ス
タ
ー
」「
た
の
し
い
算
数
」

「
科
学
体
験
」「
木
工
教
室
」

「
ロ
ボ
�
ト
教
室
」
な
ど
十
講

座
、
ど
れ
も
午
前
中
に
体
験
活

動
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
、
中

学
生
が
講
師
の
先
生
や
受
講
者

の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
役
と
し
て
参

加
し
ま
す
。
本
年
度
は
、
の
べ

四
十
一
名
の
生
徒
が
参
加
し
ま

し
た
。
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

参
加
す
る
生
徒
た
ち
は
、
小
学

生
の
時
に
こ
の
子
ど
も
寺
子
屋

で
学
ん
だ
生
徒
が
多
く
、「
中

学
生
の
お
兄
さ
ん
や
お
姉
さ
ん

に
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
う
ま
く

作
品
が
仕
上
が
っ
た
。
楽
し
く

活
動
が
で
き
た
。」
な
ど
の
体

験
を
も
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た

ち
が
中
学
生
に
な
っ
た
の
で
、

「
小
学
生
の
役
に
立
ち
た
い
」

と
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
応
募

し
て
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
リ
ー
ダ
ー
役
に
は
、
小
中
で

こ
の
寺
子
屋
に
関
わ
っ
た
高
校

生
が
つ
と
め
て
く
れ
て
い
ま

す
。
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
全

て
の
年
代
が
楽
し
ん
で
い
る
子

ど
も
寺
子
屋
で
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
弥
谷
寺
で

夏
休
み
の
第
一
土
曜
日
に
行
っ

て
い
ま
す
。
お
遍
路
さ
ん
に
お

接
待
を
お
こ
な
う
も
の
で
、
う

ち
わ
や
お
茶
を
渡
し
巡
拝
の
労

を
ね
ぎ
ら
っ
て
い
ま
す
。
生
徒

会
が
主
催
し
て
、
企
画
を
六
月

に
行
い
、
七
月
上
旬
に
全
校
生

徒
に
募
っ
て
お
り
、
毎
年
六
十

名
ほ
ど
が
参
加
し
ま
す
。
夏
休

み
に
入
る
と
、
お
接
待
で
配
る

う
ち
わ
な
ど
を
製
作
し
、
当
日

の
流
れ
を
生
徒
会
が
説
明
し
ま

す
。
そ
し
て
、
お
接
待
の
当

日
、
三
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
、
お
寺
周
辺
の
清
掃
、
駐
車

場
周
辺
の
清
掃
、
参
拝
さ
れ
る

方
へ
の
お
接
待
を
ロ
ー
テ
ー

シ
�
ン
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
暑

い
中
で
、
何
百
段
も
あ
る
階
段

を
登
っ
て
こ
ら
れ
る
参
拝
者
に

お
接
待
を
す
る
と
、
ど
の
方
も

た
い
へ
ん
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
お
寺
の
方
々
に
も
清
掃

活
動
は
感
謝
さ
れ
ま
す
。
た
く

さ
ん
の
人
の
役
に
立
ち
感
謝
さ

れ
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
暑

さ
や
苦
労
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま

う
ぐ
ら
い
の
喜
び
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

夏
休
み子

ど
も
寺
子
屋

お
遍
路
さ
ん
にお

接
待

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
当
時
と

し
て
は
最
大
級
の
規
模
で
し

た
。
生
徒
た
ち
は
、
歴
史
的
な

こ
と
、
瓦
の
製
造
、
ま
た
展
示

館
と
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に

つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

吉よ
し

津づ

夫め
お
と婦
獅し

子し

舞ま
い

は
、
寛
永

年
間
よ
り
私
た
ち
の
郷
土
に
奉

納
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
ま
犬

の
舞
と
し
て
我
が
国
に
伝
来
し

さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
へ
て
、
獅

子
舞
と
し
て
現
在
に
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。
毎
年
十
月
第
一

日
曜
日
の
秋
祭
り
に
五
穀
豊
穣

を
祈
っ
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。
吉

津
夫
婦
獅
子
舞
は
、
勇
ま
し
い

太
鼓
に
合
わ
せ
て
雄
雌
獅
子
の

二
頭
が
戯
れ
む
つ
み
合
い
な
が

ら
獅
子
の
一
生
を
共
演
す
る
と

い
う
も
の
で
、
そ
の
さ
ま
は
、

実
に
華か

麗れ
い

壮そ
う

観か
ん

で
す
。
昭
和

四
十
九
年
に
無
形
民
族
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
生
徒
た

ち
は
、
世
話
人
さ
ん
か
ら
、
無

形
文
化
財
に
な
っ
た
理
由
や
夫

婦
獅
子
の
由
来
、
保
存
し
て
い

く
苦
労
話
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

は
、
保
存
会
の
方
々
に
歴
史
や

人
形
の
動
か
し
方
、
伝
統
を
継

承
し
て
い
く
苦
労
話
な
ど
を
聞

い
て
学
習
し
ま
し
た
。

高こ
う

永え
い

山ざ
ん

本ほ
ん

門も
ん

寺じ

は
、
日に

ち

蓮れ
ん

正し
ょ
う

宗し
�
うの

本
山
格
寺
院
で
す
。

鎌
倉
時
代
︵
一
三
二
五
年
︶
に

地
頭
秋あ

き

山や
ま

泰や
す

忠た
だ

が
建
立
し
、
日

仙
上
人
を
招
い
て
開
い
た
日
蓮

正
宗
の
本
山
で
す
。
境
内
の
開

山
堂
は
日
仙
上
人
を
祀
っ
た
も

の
で
、
一
六
九
七
年
に
建
造
さ

れ
、
ほ
ぼ
当
時
の
姿
を
残
し
て

い
ま
す
。

そ
の
他
県
保
存
木
の
楠
や
本

堂
・
精
霊
殿
・
西
門
な
ど
が
立

ち
並
び
、
歴
史
あ
る
重
厚
な

た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
ま

す
。
毎
年
十
一
月
二
十
二
日
�

二
十
五
日
の
四
日
間
、
境
内
で

開
か
れ
る
大
坊
市
は
別
名
「
く

い
も
ん
市
」
と
も
言
わ
れ
、
江

戸
時
代
か
ら
続
く
初
冬
の
風
物

詩
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
生
徒
た
ち

は
、
住
職
様
か
ら
、
お
寺
の
歴

史
や
お
寺
の
日
頃
の
仕
事
内

容
、
そ
し
て
大
坊
市
の
こ
と
を

聞
い
て
学
習
し
ま
し
た
。

宗む
ね

吉よ
し

瓦が

窯よ
う

は
、
三
豊
市
豊
中

町
妙

み
ょ
う

音お
ん

寺じ

の
創
建
に
と
も
な

い
七
世
紀
中
頃
に
瓦
の
生
産
を

始
め
ま
し
た
。
持
統
天
皇
が

六
九
四
年
に
造
っ
た
藤
原
宮
で

も
こ
の
宗
吉
瓦
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
ま
で
に
二
十
四
基

の
瓦
窯
跡
と
工
房
跡
と
見
ら
れ

る
掘
っ
建
て
柱
建
物
跡
の
一
部

の
橋
は
、
夏
季
大
祭
︵
八
月

四
・
五
日
︶
の
二
日
間
だ
け
通

行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子

供
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
い
る
た
め
、
た
く
さ
ん
の
子

供
連
れ
の
参
拝
者
で
賑に

ぎ

わ
い
ま

す
。
こ
こ
で
生
徒
た
ち
は
、
宮

司
様
に
神
社
の
歴
史
や
橋
の
こ

と
、
ま
た
、
夏
季
大
祭
の
二
日

間
だ
け
の
臨
時
駅
、
津
島
ノ
宮

駅
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
ま

す
。「

讃さ
ぬ

岐き

源げ
ん

之の

丞じ
ょ
う」

と
は
、
義ぎ

太た

夫ゆ
う

師
匠
三
好
富
太
郎
が
明
治

三
十
年
に
人
形
を
購
入
し
て
創

設
し
、
以
来
、
保
存
会
に
よ
っ

て
大
切
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

人
形
浄
瑠
璃
の
こ
と
で
す
。

こ
の
人
形
頭
と
衣
装
は
昭
和

三
十
七
年
に
県
有
形
民
族
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
大
変
貴
重
な

も
の
で
す
。
ま
た
、
太
夫
・
三

味
線
・
人
形
遣
い
の
三
者
が
一

体
と
な
っ
て
上
演
で
き
る
よ
う

に
な
り
平
成
十
六
年
に
県
指
定

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
生
徒
た
ち

一
年
生
が
「
三
野
町
っ
て
ど

ん
な
町
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、

文
化
財
や
有
名
な
場
所
を
実
際

に
訪
れ
て
学
ぶ
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
ま
す
。

弥い
や

谷だ
に

寺じ

は
、
標
高
三
八
二

メ
ー
ト
ル
の
弥
谷
山
中
腹
に
所

在
し
、
山
頂
の
岩
山
全
体
が
本

堂
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
堂
う
し
ろ
の
岩
山
に
は

創
建
時
に
先せ

ん

手じ
�

佛ほ
と
けが

納
め
ら
れ

た
岩
穴
が
残
っ
て
い
ま
す
。

四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
の
第

七
十
一
番
札
所
と
し
て
有
名
で

す
。
こ
こ
で
生
徒
た
ち
は
、
住

職
様
か
ら
歴
史
や
文
化
、
現
状

な
ど
を
学
び
ま
す
。

津
島
神
社
の
本
殿
は
津
島
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、
橋
で
結
ば

れ
た
海
岸
沿
い
の
松
林
の
中

に
、
本
殿
以
外
の
社
務
所
な
ど

が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
島
と

対
岸
を
結
ぶ
二
五
〇
メ
ー
ト
ル

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

わ
が
ま
ち 

三
野
町 

再
発
見
！

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て

三
豊
市
三
野
町
は
、
香
川
県
の
西
部
に
位
置
し
、
備
讃
瀬
戸
に
面
し
て
大
麻
山

系
を
境
に
中
讃
広
域
圏
に
接
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
お
寺
や
神
社
を
は
じ
め

歴
史
の
あ
る
も
の
や
昔
か
ら
の
伝
統
行
事
が
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

三
野
津
中
学
校
で
は
、
ふ
る
さ
と
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
た
め
、
ま
た
、
ふ
る

さ
と
の
伝
統
を
守
っ
て
い
く
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人形浄瑠璃（伝統が生きる讃岐源之丞）

ウォッチングウォッチング

『
良
港
？ 

新
田
？
』

校
歌
の
謎
に
迫
る

三
野
津
中
学
校
伝
統
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

高
瀬
川
の
河
川
清
掃

ズームイン！ズームイン！

弥谷寺

津島神社

高永山　本門寺

吉宗瓦の里吉津夫婦獅子舞

お遍路さんにお接待

夏休み子ども寺子屋

高瀬川の河川清掃の様子

三野津中学校校歌　１番
入り江の広き　良港の

昔を偲ぶ　新田に
若き希望は　みなぎりて

友愛花と　咲き薫る
三野津中学　ああ我ら

学びの道に　いそしまん


