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九
月
十
日
、
三
水
第
二
小
学
校
の
栗
田
喜
美
江
校
長
先
生
に
よ
る
講
話
の
時
間
で
、
赤
塩
焼

を
採
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

赤
塩
焼
は
、
江
戸
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
盛
ん
に
製
造
さ
れ
、
そ
の
窯
場
は
校
門
辺
り

に
あ
り
、
全
長
一
二
、
五
ｍ
の
七
室
か
ら
な
る
本
格
的
な
登
り
窯
で
し
た
。 

こ
の
日
は
、
い
い
づ
な
歴
史
ふ
れ
あ
い
館
の
小
柳
義
男
館
長
と
小
林
栄
十
郎
さ
ん
（
赤
塩
焼

創
始
者
）
の
子
孫
で
あ
る
小
林
講
和
さ
ん
も
招
か
れ
、
子
供
た
ち
は
、
よ
り
深
く
よ
り
身
近
に

赤
塩
焼
の
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

赤
塩
焼
の
窯
を
築
い
た
の
は
、
瀬
戸
赤
津
の

陶
工
・
加
藤
栄
十
郎
と
い
う
人
で
、
な
ぜ
信
州

ま
で
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
の
か
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
確
か
な
の
は
、
赤
塩
毛
野
に
移
住
し

（
一
八
六
三
）
縁
あ
っ
て
小
林
家
の
人
と
な
っ

た
と
い
う
事
で
す
。
そ
の
時
、
十
歳
に
な
る
息

子
が
い
て
、
連
れ
子
と
し
て
入
籍
し
て
い
ま
す
。

息
子
の
名
は
作
治
郎
と
い
い
、
栄
十
郎
亡
き
後

赤
塩
焼
を
引
き
継
ぎ
、
軌
道
に
乗
せ
て
い
き
ま

し
た
。 

 

赤
塩
焼
は
お
も
に
、
甕
（
か
め
）
や
方
口
、

す
り
鉢
と
い
っ
た
日
用
陶
器
で
し
た
が
、
後

に
煉
瓦
、
土
管
、
大
火
鉢
な
ど
の
素
焼
き
物

が
多
く
製
造
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

特
に
煉
瓦
づ
く
り
で
は
、
旧
信
越
線
開
通

工
事
の
た
め
の
製
造
を
請
け
負
い
、
数
十
万

個
の
煉
瓦
を
作
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
は
め

こ
ま
れ
た
煉
瓦
は
、
今
も
信
濃
町
の
戸
草
ト

ン
ネ
ル
を
支
え
続
け
て
い
ま
す
。 

 

 

  

赤
塩
焼
は
、
町
の
有
形
文
化
財
の
一
つ
で

す
。
赤
塩
と
い
う
名
の
あ
る
通
り
、
こ
の
地

で
生
ま
れ
た
文
化
遺
産
で
す
。
百
％
赤
塩
の

土
だ
け
で
は
作
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
地
元
の
土
を
使
用
さ
れ
て
製
造
さ
れ
て

い
ま
す
。
陶
業
の
地
と
し
て
の
泉
ヶ
丘
が
あ

っ
た
の
で
す
。 

         

「
赤
塩
焼
の
特
徴
は
？
」「
な
ぜ
無
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」「
ど
こ
の
土
を
混
ぜ

た
の
か
」「
ど
の
く
ら
い
の
日
数
を
か
け
て

つ
く
る
の
か
」「
窯
の
値
段
は
？
」
な
ど
、

子
供
た
ち
か
ら
沢
山
の
質
問
が
上
が
り
ま

し
た
。
さ
す
が
の
小
柳
館
長
も
答
え
に
困
る

場
面
も
。
と
言
う
の
も
、
製
法
や
栄
十
郎
・

作
治
郎
父
子
に
つ
い
て
、
未
だ
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
沢
山
あ
る
か
ら
の
よ
う
で
す
。 

陶
芸
に
関
心
が
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、

子
供
た
ち
に
赤
塩
焼
の
存
在
を
知
っ
て
、
そ

の
背
景
を
想
像
し
て
も
ら
う
貴
重
な
時
間

と
な
り
ま
し
た
。 

赤塩尋常小学校校門の近くの窯場で 

この時の窯は素焼き用。作治郎死後（昭和

４年）手伝っていた人たちによって追悼製品

が作られ、それを最後に取り壊された。 

（「三水村の歩み」より） 

赤
塩
窯
よ 

甦
れ
！ 

 

信濃町戸草のトンネル 

 力強く壁面を支える赤塩焼の煉瓦 

２０１５・１０．１／№.３ 
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２０１５・１０・１／№３ 

赤
あか

東今昔
とうこんじゃく

物語
ものがたり

③ 
参考資料：「赤塩学校百年誌」「三水村の歩み」 

  ◎
赤
東
地
区
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施 

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
平
成
９
年
４
月
１
日
以
前 

に
生
ま
れ
た
方
を
対
象
に
配
布
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
の
赤
東
地
区
の
活
性
化
に
向
け
た
将
来

構
想
の
策
定
と
、
具
体
的
な
プ
ラ
ン
の
取
り
組
み
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

回
答
に
つ
い
て
は
、
今
月
末
日
ま
で
に
提
出
い
だ 

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

◎
赤
塩
焼
を
探
し
て
ま
す 

 
 

赤
塩
焼
の
製
品
は
、
日
用
陶
器
を
沢
山
焼
い
て
い 

た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
家
庭
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と 

思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

物
置
や
土
蔵
の
隅
な
ど 

に
、
も
し
か
す
る
と
赤
塩 

焼
の
器
が
あ
る
か
も
し
れ 

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
赤
塩
焼 

の
歴
史
を
研
究
す
る
上
で 

と
て
も
貴
重
な
資
料
と 

な
り
ま
す
。 

 
 

心
当
た
り
が
あ
り
ま
し
た
ら
是
非
ご
一
報
を
！ 

ご
協
力
を 

お
願
い
し
ま
す 

あ
と
が
き 

 

赤
塩
焼
の
歴
史
は
泉
ヶ
丘
の
歴
史
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
す
。
未
来
永
劫
、
語
り
続
け
た
い
偉
業
で

す
。
今
後
、
赤
塩
焼
の
研
究
が
さ
ら
に
進
み
、
再
び
こ

の
地
で
赤
塩
窯
が
稼
動
す
る
こ
と
を
願
い
た
い
。
か
つ

て
五
千
人
近
い
職
工
人
が
、
煉
瓦
製
造
事
業
の
際
働
い

て
い
た
と
の
こ
と
。
そ
の
活
気
を
呼
び
戻
せ
る
期
待
が
、

赤
塩
焼
に
は
充
分
あ
る
と
思
う
の
で
す
。 

戦
時
中

せ
ん
じ
ち
ゅ
う

は
軍
人

ぐ
ん
じ
ん

の
よ
う
な 

先
生

せ
ん
せ
い

が
い
て
な 

軍
隊
式

ぐ
ん
た
い
し
き

で 

そ
り
ゃ
あ 

厳き
び

し
か
っ
た 

勉
強

べ
ん
き
ょ
う

道
具

ど

う

ぐ

は
も
ち
ろ
ん 

食た

べ
る
も
の
も 

着き

る
も
の
も
ほ
と
ん
ど 

な
か
っ
た
・
・
・ 

 
だ
け
ど
も 

一
人

ひ

と

り

ま
た
一
人

ひ

と

り

と 

出
征

し
ゅ
っ
せ
い

し
て 

い
な
く
な
っ
て 

い
っ
た
な
ぁ 

や
が
て
終
戦

し
ゅ
う
せ
ん

を
む
か
え
て 

昭
和

し
ょ
う
わ

二
十
二
年

に
じ
ゅ
う
に
ね
ん

、
新
教
育

し
ん
き
ょ
う
い
く

制
度

せ

い

ど

の
も
と 

現
在

げ
ん
ざ
い

の
三
水

さ

み

ず

第
二

だ

い

に

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

と
改か

い

称
し
ょ
う

し 

平
和

へ

い

わ

と
民
主

み
ん
し
ゅ

主
義

し

ゅ

ぎ

教
育

き
ょ
う
い
く

の
実
践

じ
っ
せ
ん

へ
と 

歩あ
ゆ

み
は
じ
め
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
づ
く 

・
・
・
学
校

が
っ
こ
う

は 

楽た
の

し
か
っ
た 

で
す
か
？ 

頭
あ
た
ま

を
使つ

か

う
勉
強

べ
ん
き
ょ
う

は
だ
い
た
い 

午
前

ご

ぜ

ん

で
終お

わ
っ
て 

午
後

ご

ご

は
田た

ん
ぼ
や 

畑
は
た
け

を
耕

た
が
や

し
た
り
し
た 

校
庭

こ
う
て
い

の
半
分

は
ん
ぶ
ん

を 

お
こ
し
て
大
豆

だ

い

ず

や 

サ
ツ
マ
イ
モ 

土
手

ど

て

に
南
瓜

か
ぼ
ち
ゃ

を 

作つ
く

っ
た
り
し
た
も
ん
だ 

校
庭

こ
う
て
い

を

畑
は
た
け

に
？ 

信し
ん

じ
ら
れ
な
～
い 

そ
う
さ
な
ぁ 

楽た
の

し
か
っ
た 

事こ
と

と
い
え
ば 

下
赤
塩

し
も
あ
か
し
お

に 

斑
ま
だ
ら

尾
川

お

が

わ

の
一
部

い

ち

ぶ

を 

せ
き
止と

め
て
巾は

ば

二に

ｍ 

長な
が

さ
五
十

ご
じ
ゅ
う

ｍ
の 

プ
ー
ル
を
作つ

く

っ
て 

泳お
よ

い
だ
こ
と
か
な 

マ
ジ
！ 

ポ
プ
ラ
の
木
立
に
囲
ま
れ
た 

三
水
第
二
国
民
学
校
（
昭
和
十
六
年
こ
ろ
） 

毛野少年隊の子供たち（昭和十四年） 

大きな子も小さな子も 

一緒に遊んだ兵隊ごっこ 


