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赤
東
の
集
落
の
成
り
立
ち
は
必
然
な
り 

８
月
２
日
、
赤
東
未
来
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
は
、
農
山
村
支
援
セ
ン
タ
ー
の 

事
務
局
長
竹
田
純
一
先
生
と
供
に
、
地
元
学
を
学
び
な
が
ら
赤
東
の
集
落
を
巡
り
ま
し
た
。 

 
 

地
元
学
と
は
、
地
域
に
あ
る
自
然
資
源

（
風
・
水
・
土
・
植
生
・
生
き
物
な
ど
）
と

人
材
資
源
（
人
々
・
生
業
・
食
文
化
な
ど
）

を
、
住
民
自
身
が
地
域
外
の
人
の
目
を
借
り

な
が
ら
、
実
際
に
歩
い
て
調
べ
そ
の
内
容
を

基
に
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
で
の
暮
ら
し
方
や

保
全
の
仕
方
を
考
え
て
い
く
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
で
す
。 

 

地
元
で
は
「
当
た
り
前
」
が
、
外
部
か
ら

来
た
人
が
驚
い
た
事
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
個

性
で
あ
り
、
宝
に
な
る
と
い
う
事
で
し
た
。 

「
当
た
り
前
」
で
、
普
段
見
落
と
し
て
し
ま 

っ
て
い
る
価
値
に
気
づ
く
と
、
そ
こ
に
あ
る 

資
源
を
活
か
し
て
暮
ら
し
が
成
り
立
っ
て 

い
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
、
長
い
歳
月
を

経
て
形
作
ら
れ
て
き
た
集
落
に
、
改
め
て
意

味
を
見
い
出
す
切
っ
掛
け
に
な
り
ま
す
。 

 
 

 

 

地
元
学
の
視
点
で
歩
き
調
べ
て
み
る
と
、 

先
人
た
ち
が
継
承
し
て
き
た
土
地
固
有
の 

山
村
文
化
と
し
て
の
赤
東
地
区
の
奥
深
さ 

が
理
解
で
き
、
自
然
へ
の
働
き
か
け
と
日 

常
的
な
維
持
管
理
の
必
要
性
を
再
認
識
し
、

未
来
に
繋
げ
ね
ば
と
強
く
思
い
ま
し
た
。 

奈良本 某民家にて 

水の経路を聞くとともに、家の

佇まいの形を調べる 

上 

東
柏
原
に
て 

芋
川
用
水
末
流
地
点 

下 

上
赤
塩
に
て 

七
面
社 

竹
田
純
一
先
生
を
囲
ん
で 

「
集
落
は
美
観
の

た
め
に
つ
く
ら
れ
て
は
い
な
い
。
水
が
つ
く
る

景
観
と
い
え
ま
す
」 

水
の
経
路
を
調
べ
る
こ

と
で
集
落
の
成
り
立
ち
が
見
え
ま
し
た
。 毛野 沖の田んぼにて 

夢中で水生生物を探す 
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赤
あか

東今昔
とうこんじゃく

物語
ものがたり

② 
参考資料：「赤塩学校百年誌」「三水村の歩み」 

   

８
月
１
７
日
、
赤
東
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
ー
消
防
セ
ン
タ
ー
に

於
い
て
、
小
学
校
統
合
に
係
る
町
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
、

説
明
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

 

内
容
に
つ
い
て
は
、
町
の
広
報
紙
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
の
４
小
学
校
を
閉
校
と
し
、
新
た
に
２
小
学

校
を
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
。
新
小
学
校
で
は
、
１
学
級
２

０
人
前
後
の
規
模
で
、
学
年
に
２
ク
ラ
ス
以
上
が
望
ま
し
い

た
め
、
施
設
は
現
在
の
牟
礼
東
小
学
校
と
三
水
第
一
小
学
校

を
利
用
。
校
歌
や
校
章
は
同
じ
く
し
、
同
一
の
理
念
を
掲
げ

た
教
育
環
境
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
統
合
の
時

期
は
平
成
３
０
年
４
月
の
開
校
が
目
標
と
の
こ
と
、
で
す
。 

今
後
、
検
討
委
員
会
で
は
、
通
学
方
法
や
魅
力
あ
る
学
校

づ
く
り
に
つ
い
て
具
体
的
な
内
容
の
検
討
を
ま
と
め
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
学
校
職
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
部

会
を
こ
れ
か
ら
設
置
し
、
課
題
や
要
望
等
に
つ
い
て
の
意
見

を
連
携
し
集
約
し
、
統
合
に
向
け
た
実
務
的
な
検
討
を
進
め

て
い
く
予
定
で
す
。 

統
合
ま
で
検
討
す
る
課
題
が
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
り
ま
す
。

最
終
報
告
書
は
来
年
１
月
。
子
ど
も
た
ち
が
ス
ム
ー
ズ
に
新

し
い
環
境
へ
と
移
行
出
来
る
こ
と
を
最
優
先
に
し
た
報
告

書
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。 

小
学
校
統
合
に
係
る
住
民
説
明
会
開
催 

 

あ
と
が
き 

 

平
成
３
０
年
、
泉
ヶ
丘
の
一
区
一
校
と
い
う
歴
史
が
終
わ

り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
し
い
泉
ヶ
丘
の
形
が
創
ら
れ
る

歴
史
的
節
目
と
な
る
年
で
も
あ
り
ま
す
。 

ど
ん
な
泉
ヶ
丘
の
形
が
そ
の
時
始
ま
る
の
か
、
今
は
真
っ

白
で
す
。
区
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
想
い
が
具
体
的
な

形
と
な
り
ま
す
。
一
つ
一
つ
石
を
積
み
上
げ
る
よ
う
に
、
し

っ
か
り
と
確
実
に
、
一
緒
に
創
り
あ
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！ 

第
二

だ

い

に

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

の
歴
史

れ

き

し

は
古ふ

る

く
て
な 

さ
か
の
ぼ
る
こ
と 

明
治

め

い

じ

六
年

ろ
く
ね
ん 

 

※
学
制

が
く
せ
い

が
発
布

は

っ

ぷ

さ
れ
る
と 

赤
塩

あ
か
し
お

村む
ら

と
東
柏
原
村

ひ
が
し
か
し
わ
ば
ら
む
ら

の
二
村

に

そ

ん

が 

合
同

ご
う
ど
う

で
創
立

そ
う
り
つ

さ
れ
た
の
が 

始は
じ

ま
り
だ 

そ
の
時と

き

の
名
称

め
い
し
ょ
う

は 

改
新

か
い
し
ん

学
校

が
っ
こ
う

だ
っ
た 

費
用

ひ

よ

う

は

民
間

み
ん
か
ん

負
担

ふ

た

ん

で

不
足
分

ふ

そ

く
ぶ

ん

は

寄
付

き

ふ

金き
ん

で
補

お
ぎ
な

わ
れ
た
ら
し
い
な 

※学制発布 

明治維新により、「すべての者に近代的な教

育を授ける」という方針のもと、日本最初の

学校制度を定めた教育法令 

赤
塩

あ
か
し
お

村む
ら

と
東
柏
原
村

ひ
が
し
か
し
わ
ば
ら
む
ら 

だ
っ
て
さ 

知し

っ
て
た
？ 

そ
の
赤あ

か

と
東

ひ
が
し

を 

と
っ
て 

「
赤あ

か

東と

う

」 

っ
て
言い

う
よ
う
に 

な
っ
た
ん
だ
よ 

そ
ー
だ
っ
た
ん
だ
ー 

そ
の
後ご

は
制
度

せ

い

ど

の
変
更

へ
ん
こ
う

で 

芋
川

い
も
が
わ

学
校

が
っ
こ
う

赤
塩

あ
か
し
お

支
校

し

こ

う

と
な
り
、
ま
た 

三
水

さ

み

ず

尋
常

じ
ん
じ
ょ
う

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

赤
塩
支
校

あ
か
し
お
し
こ
う

と 

な
り 

明
治

め

い

じ

二
十
五
年

に
じ
ゅ
う
ご
ね
ん 

赤
塩

あ
か
し
お

尋
常

じ
ん
じ
ょ
う

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

と
な
っ
た 

こ
の
時と

き 

学
校

が
っ
こ
う

火
災

か

さ

い

が 

あ
っ
て
新
築

し
ん
ち
く

さ
れ
る
ま
で 

二
年
間

に
ね
ん
か
ん

は
毛け

野の

の 

勝
し
ょ
う

教
寺

き
ょ
う
じ

で
学
習

が
く
し
ゅ
う 

し
た
そ
う
だ 

や
が
て
時
代

じ

だ

い

は 
軍
国

ぐ
ん
こ
く

主
義

し

ゅ

ぎ

の
傾
向

け
い
こ
う

が
強つ

よ

く
な
り 

教
育

き
ょ
う
い
く

も
そ
の
例
外

れ
い
が
い

で
は
あ
り
得え

ず 

学
校

が
っ
こ
う

行
事

ぎ
ょ
う
じ

等と
う

に
そ
の
影
響

え
い
き
ょ
う

は 

強
烈

き
ょ
う
れ
つ

に
降ふ

り
か
か
っ
た 

学
校

が
っ
こ
う

の
名
称

め
い
し
ょ
う

も 

三
水

さ

み

ず

第
二

だ

い

に

国
民

こ
く
み
ん

学
校

が
っ
こ
う

と 

改
称

か
い
し
ょ
う

さ
れ
る 

 
 

つ
づ
く 

校門前の畑で汲み取り施肥作業 (昭和 18 年ころ) 

現在も畑作業は同じ場所で行われている 

校庭のポプラ並木で雪合戦(昭和初期) 

今の様な桜並木ではなかった 

今い
ま

ほ
ど 

物
質

ぶ
っ
し
つ

に
恵め

ぐ

ま
れ
た 

時
代

じ

だ

い

じ
ゃ
な
か
っ
た 

が
… 

豊
ゆ
た
か

だ
っ
た
な
ぁ 


