
田原東部小学校区 Ｈ 29.4.1 現在

田原東部の人口
地区人口 児童数(H29.4.1)

豊 島 2，037 117
御 殿 山 434 100
谷 熊 631 42
相 川 176 6
やぐま台 772 42
合 計 4，050 307

印刷所 なつめ総業（有）

「
同
窓
会
」
の
あ
ゆ
み

同
窓
会
長

白

井

庸

（
昭
和
三
十
四
年
卒
）

過
日
、
小
学
校
の
第
七
十
回
卒

業
式
に
参
列
し
ま
し
た
。
本
年
度

は
丁
度
六
十
名
の
卒
業
で
、
東
部

小
学
校
と
し
て
は
三
千
五
百
七
十

号
を
数
え
ま
す
。

東
部
小
学
校
は
、
前
身
と
し
て

明
治
三
十
六
年
の
相
川
尋
常
小
学

校
創
立
に
発
し
、
東
部
尋
常
小
学

校
、
東
部
尋
常
高
等
小
学
校
、
東

部
国
民
学
校
と
名
称
変
更
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
間
二
千
四
十
九
名

の
卒
業
生
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

を
加
え
る
と
五
千
六
百
十
九
名
、

実
に
多
く
の
方
々
が
同
窓
生
と
し

て
巣
立
っ
た
こ
と
に
深
い
感
慨
を

覚
え
ま
す
。
平
成
十
四
年
に
は
創

立
百
周
年
を
祝
い
、
現
在
は
す
で

に
十
五
年
を
重
ね
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
同
窓
会
で
す
が
、

組
織
と
し
て
の
設
立
は
、
歴
史
も

浅
く
昭
和
五
十
五
年
で
す
。
会
員

の
親
和
共
励
、
母
校
の
隆
盛
と
教

育
の
進
展
を
目
途
と
し
て
発
足
し

ま
し
た
。

当
時
、
昭
和
四
十
〜
五
十
年
代

は
、
プ
ー
ル
、
体
育
館
、
木
造
校

舎
か
ら
鉄
筋
新
校
舎
へ
、
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
た
め
の
校
地
拡
張
等
、

大
き
な
施
工
関
連
事
業
が
目
白
押

し
で
し
た
。
こ
れ
ら
を
短
期
間
に

実
現
す
る
に
は
町
の
財
源
で
は
不

足
で
、
幾
分
か
を
地
元
で
負
担
す

る
と
い
う
の
が
必
然
で
し
た
。
そ

こ
で
区
と
し
て
学
校
貯
金
を
計
画

し
た
り
、
校
区
外
の
同
窓
生
に
も

募
金
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
名
簿
を
整
備
し
た
り
す
る
等
、

こ
れ
ら
の
事
が
「
同
窓
会
」
の
設

立
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
で
す
。

現
代
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
「
お
ら
が

学
校
」
の
精
神
は
引
き
継
が
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

卒
業
生
の
代
表
の
子
が
『
お
わ

か
れ
の
こ
と
ば
』
の
中
で
、
登
下

校
の
安
全
確
保
や
見
守
り
、
そ
し

て
行
事
や
ク
ラ
ブ
等
の
学
習
支
援

に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
く
れ

ま
し
た
。

本
年
も
大
勢
の
同
窓
会
員
が
加

わ
っ
た
こ
と
を
本
当
に
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

「
支
え
と
な
る
も
の

」

田
原
東
部
小
学
校
長

山

本

哲

男

十
年
程
前
の
事
。
自
宅
の
庭
に

い
る
と
、
九
十
歳
ぐ
ら
い
の
お
ば

あ
さ
ん
が
娘
さ
ん
と
思
わ
れ
る
方

に
付
き
添
わ
れ
、
歩
い
て
き
ま
し

た
。
す
る
と
、
「
○
○
さ
ん
の
お

宅
で
す
よ
ね
」
と
話
し
か
け
て
き

た
の
で
す
。
私
の
祖
父
の
名
前
で

し
た
。
「
小
さ
い
頃
、
よ
く
遊
び

に
来
ま
し
た
。
雰
囲
気
は
変
わ
っ

た
け
れ
ど
、
こ
こ
で
す
よ
ね
」
と
。

そ
の
後
、
小
学
校
の
頃
の
思
い

出
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。
卒
業
後
は
、
名
古
屋
に
出
て

い
っ
た
そ
う
で
、
今
回
久
し
ぶ
り

に
実
家
を
訪
れ
、
こ
れ
が
最
後
に

な
る
だ
ろ
う
と
近
所
を
回
っ
て
い

た
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
年
代
の
方
で
す
。
さ
ぞ
多

く
の
困
難
や
辛
苦
を
経
験
し
て
き

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
に
は
、
想

像
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
確
か
に
言

え
る
こ
と
は
、
凛
と
し
て
た
く
ま

し
さ
が
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
根

っ
こ
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
を
感

じ
た
こ
と
で
す
。

そ
の
根
っ
こ
こ
そ
、
故
郷
で
、

家
庭
で
、
そ
し
て
学
校
で
培
わ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

先
日
、
子
ど
も
た
ち
は
Ｐ
Ｔ
Ａ

や
地
域
の
方
の
ご
協
力
を
得
て
、

田
植
え
を
体
験
し
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
肌
で
感
じ
た
田
ん
ぼ
の

泥
の
感
触
を
一
生
忘
れ
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
、
小
さ
い
頃
学
び
、
体
験

し
、
得
た
も
の
を
支
え
に
し
て
生

き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
き
る

拠
り
所
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
、
「
こ
こ
で
勉
強
し

た
よ
ね
」
「
こ
ん
な
こ
と
や
っ
た

よ
ね
」
と
い
う
こ
と
が
、
人
生
の

支
え
と
な
る
よ
う
な
教
育
を
し
て

い
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

本
校
に
赴
任
し
て
ま
だ
僅
か
で

す
が
、
地
域
の
方
の
温
か
さ
や
、

学
校
に
対
す
る
ご
支
援
に
、
感
動

す
ら
覚
え
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
学

区
に
育
ち
、
子
ど
も
た
ち
は
本
当

に
幸
せ
で
す
。

私
た
ち
教
職
員
は
、
そ
の
こ
と

に
感
謝
し
、
豊
か
な
教
育
の
で
き

る
学
校
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と

と
思
い
ま
す
。
上
辺
や
目
先
の
こ

と
に
追
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
子
ど

も
の
将
来
に
、
太
く
て
丈
夫
な
支

え
と
な
る
よ
う
な
教
育
。
校
庭
の

「
え
の
み
の
木
」
の
よ
う
な
教
育

を
。
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特

集

「
郷
土
の
先
覚
者

安

保

廸

斎
」

彦

坂

久

伸

（
昭
三
十
六
年
卒
）

１

は
じ
め
に

相
川
に
『
安
保
適
斎
（
あ
ぼ
う

て
き
さ
い
）
先
生
之
碑
』
が
建
っ

て
い
る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

名
前
を
聞
く
の
は
初
め
て
と
言
う

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
安
保

廸
斎(

“
適
”
は
“
廸
”
と
書
き
、

教
え
導
く
と
い
う
意
味
）
は
、
明

治
時
代
の
初
め
小
学
校
が
つ
く
ら

れ
る
前
、
相
川
と
豊
島
に
庶
民
の

た

め

の

「
学
校
」

を
つ
く
っ

た
郷
土
東

部
の
先
覚

者
で
す
。

２

安
保
廸
斎
の
生
涯

(

一)

出
生

廸
斎
は
、
天
保
元(1830)

年
10

月

日
伊
勢
国
河
芸
（
か
わ
げ
）

10
郡
栗
真
（
く
り
ま
）
村
（
津
藩
、

現
三
重
県
津
市
）
に
安
保
勝
次
郎

の
次
男
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
安
保

家
は
代
々
鋳
物
師
を
家
業
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
父
が
庶
子(

し
ょ
し

：
正
妻
で
な
い
女
性
の
産
ん
だ
子
）

だ
っ
た
た
め
、
廸
斎
は
、
家
を
継

ぐ
立
場
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
僧
侶
に
な
る
た
め
に
鈴

鹿
郡
関
町
（
亀
山
市
関
町
）
の
瑞

光
寺(

ず
い
こ
う
じ)

に
入
山
し
、

得
度
し
て
「
賢
道(

け
ん
ど
う)

」

と
称
し
ま
し
た
。
廸
斎
は
、
無
欲 安保適斎先生之碑

で
才
能
に
恵
ま
れ
勉
強
が
よ
く
で

き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

(

二)

住
職
「
賢
道
」

成
人
す
る
と
廸
斎
は
、
亀
山
小

川
町
の
萬
寿
寺(

ま
ん
じ
ゅ
じ)

の

住
職
に
迎
え

ら
れ

、
「
第

世

大

芳

14

(

た
い
ほ
う)

賢
道

」
（
萬

寿

寺

に

は

「
賢
道
」
の

位
牌
が
今
で

も
祭
ら
れ
て
い
る
）
と
な
り
ま
し

た
。廸

斎
は
、
多
く
の
文
化
人
と
交

流
を
深
め
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に

は
、
津
藩
を
代
表
す
る
学
者
・
斉

藤
拙
堂(

せ
つ
ど
う)
が
い
ま
し
た
。

拙
堂
は
江
戸
の
生
ま
れ
で
、
そ
の

人
脈
に
は
、
田
原
藩
家
老
・
渡
辺

崋
山
も
い
ま
し
た
。

(

三)

田
原
へ

廸
斎
の
萬
寿
寺
で
の
生
活
は
そ

う
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

見
聞
を
広
め
、
学
識
を
深
め
る
た

め
に
寺
を
出
た
廸
斎
は
、
各
地
を

巡
り
、
い
よ
い
よ
田
原
に
や
っ
て

来
ま
す
。
廸
斎

歳
。

38

廸
斎
が
な
ぜ
田
原
を
訪
れ
た
か
。

崋
山
と
親
交
の
あ
っ
た
斉
藤
拙
堂

を
通
し
て
田
原
に
つ
い
て
の
情
報

を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
推
測
の
域
を
出

ま
せ
ん
。

(

四)

藩
校
成
章
館
の
廸
斎

吉
胡
の
東
光
寺
に
住
ん
だ
廸
斎

は
、
明
治
三(1870)

年
、
藩
校
成

章
館
の
習
字
や
漢
文
の
先
生
と
し 萬寿寺と位牌

て
正
式
採
用
さ
れ
ま
す
。
翌
年
に

は
、
宣
教
掛
り(

せ
ん
き
ょ
う
か
か

り:

庶
民
に
神
道
を
徹
底
す
る
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
官
職
）
に
取
り
立

て
ら
れ
、
東
京
へ
二
ヶ
月
間
出
張

し
ま
す
。
藩
校
の
先
生
に
雇
わ
れ

て
わ
ず
か
三
ヶ
月
で
宣
教
掛
り
へ

の
抜
擢
。
廸
斎
に
対
す
る
藩
の
評

価
と
期
待
が
い
か
に
高
か
っ
た
か

が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
時
、
廸
斎

は
還
俗(

げ
ん
ぞ
く:

僧
を
辞
め
て

俗
人
に
戻
る
こ
と
）
し
て
「
雅(

た

だ
し)

」
と
名
前
を
改
め
て
い
ま
す
。

(

五)

「
安
保
塾(

「
片
神
戸
郷
学

か
た
か
ん

べ

ご

う

校
」
「
渥
美
義
塾
」
）
」
開
設

廸
斎
が
東
京
か
ら
帰
っ
て
ま
も

な
く
、
明
治
四(1871)

年
、
廃
藩

置
県
が
行
わ
れ
成
章
館
は
廃
校
と

な
り
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
は
「
田

原
義
校
」
で
旧
藩
士
や
庶
民
の
子

ど
も
を
教
え
た
よ
う
で
す
。
（
『
田

原
町
史
』
下
巻

頁
）

189

明
治
５(1872)

年
、
小
学
校
の

先
生
に
な
る
た
め
に
額
田
県
師
範

学
校
（
額
田
県
は
三
河
全
域
と
知

多
の
一
部
が
範
囲
。
県
庁
は
岡
崎

に
置
か
れ
た
）
を
卒
業
し
た
廸
斎

は
、
妻
・
信(

の
ぶ:

崋
山
の
弟
子
、

椿
椿
山(
つ
ば
き
ち
ん
ざ
ん)

の
孫
）

と
と
も
に
片
神
戸
村
（
相
川
）
に

「
阿
保
塾
」
を
開
き
ま
す
。
塾
は

坪
の
茅
葺
き(
か
や
ぶ
き)

平
屋

24建
て
で
、
す
ぐ
横
に
銀
杏
の
巨
木

が
植
わ
っ
て
お
り
「
銀
杏
屋
敷
」

と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
額
田
県
の

史
料
に
、
明
治
五
年

月
“
片
神

10

戸
郷
学
校
”
設
立
の
記
録
が
あ
り

ま
す
（
『
愛
知
県
教
育
史
』
資
料
編

・
近
代
Ⅰ
、

頁
）
が
、
恐
ら
く

134

こ
れ
が
「
阿
保
塾
」
で
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
郷
学
校
は
、
小
学

校
の
前
身
で
一
般
庶
民
教
育
の
基

礎
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

廸
斎
は
、
塾
で
教
え
る
か
た
わ

ら
多
く
の
村
民
と
も
交
流
し
ま
し

た
が
、
な
か
で
も
寺
子
屋
と
し
て

隆
盛
を
極
め
た
長
仙
寺
の
住
職
渡

辺

英

住

(

え
い
じ

ゅ
う)

と

は

一

緒

の

写

真

に

収

ま

る
ほ
ど
親
交
を
深
め
ま
し
た
。（
『
田

原
町
史
』
中
卷

頁
）

1155

し
か
し
、
片
神
戸
村
は
小
さ
な

集
落
で
戸
数
も
少
な
く
、
今
の
よ

う
に
教
育
予
算
が
付
く
わ
け
で
も

な
く
、
塾
の
経
営
は
困
難
を
極
め

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
廸
斎
を
応

援
し
よ
う
と
い
う
人
々
が
現
れ
ま

す
。

今
田
村(

こ
ん
だ
む
ら:

豊
島
）

の
糟
谷
佐
平
を
始
め
有
志
の
支
援

に
よ
っ
て
、
「
安
保
塾
」
は
明
治
12

(1879)

年
、
漢
文
と
英
語
を
教
科

に
、
廸
斎
他
２
名
の
教
師
、
塾
生

名
の
「
渥
美
義
塾
」
と
し
て
糟

30谷
氏
宅
の
門
長
屋
（
豊
島
安
原
﨑
）

を
教
室
と
し
て
再
出
発
し
ま
す
。

渥
美
義
塾
は
多
く
の
優
秀
な
人

材
を
育
成
し
ま
し
た
が
、
最
大
の

支
援
者
糟
谷
氏
の
没
落
に
よ
り
、

わ
ず
か
三
年
で
解
散
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
（
彦
坂
久
伸
蔵
『
渥
美
義

塾
之
由
来
』
よ
り
）

(

六)

晩
年

明
治

（1886

）
年
、
つ
い
に

19

廸
斎
が
田
原
を
去
る
と
き
が
や
っ

て
来
ま
す
。
横
浜
の
朝
田
又
七
宅

（
豊
橋
出
身
の
実
業
家
、
後
貴
族

左：安保廸斎
右：渡辺英住

院
議
員
）
に
一
時
身
を
寄
せ
た
廸

斎
は
、
妻
・
信
の
生
ま
れ
故
郷
の

東
京
小
石
川
に
転
居
し
ま
す
。
こ

こ
が
、
廸
斎
終
焉
の
地
と
な
り
ま

す
。
明
治

（1890

）
年
１
月
没
、

23

享
年

歳
。
小
石
川
養
国
寺(

よ
う

60

こ
く
じ)

に
葬
ら
れ
た
と
い
い
ま

す
。

３

お
わ
り
に

相
川
町
の
鈴
木
則
生
さ
ん
方
の

墓
地
に
は
、

「
安
保
廸
斎

の
墓
」
と
称

す
る
自
然
石

が
祭
ら
れ
て

い
ま
す
。
鈴

木
家
で
は
先

祖
の
墓
参
と
と
も
に
「
安
保
廸
斎

の
墓
」
へ
の
墓
参
を
欠
か
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
鈴
木
さ
ん
は
、

「
廸
斎
の
墓
を
拝
む
と
、
字
が
う

ま
く
な
り
頭
が
よ
く
な
る
」
と
子

供
の
頃
か
ら
言
わ
れ
続
け
て
来
た

そ
う
で
す
。

廸
斎
の
生
涯
は
、
三
重
の
津
に

始
ま
り
、
亀
山
、
諸
国
行
脚
、
田

原
、
横
浜
と
た
ど
り
、
終
焉
の
地

は
妻
の
故
郷
の
東
京
小
石
川
、
ま

さ
に
旅
人
で
し
た
。
多
く
の
人
と

交
わ
り
、
多
く
の
人
を
教
え
導
き
、

多
く
の
人
か
ら
慕
わ
れ
た
そ
ん
な

人
生
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

廸
斎
は
、
た
く
さ
ん
の
歌
を
残
し

て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
首
は
、

自
ら
の
人
生
を
詠
っ
て
い
る
か
の

よ
う
で
す
。

「
い
つ
ま
で
か

草
葉(

く
さ
ば
）

の
露
に

宿
と
め
む

我
身
五
十

路
の

秋
の
夜
の
月
」

（
『
田
原
町
史
』
中
巻
、

頁
）

1156
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会
員
の
声

「
故
郷
を
思
う
」

小
野
田

政
江

（
昭
和
三
十
九
年
卒
）

昨
年
、
隣
家
の
工
事
の
為
、

竹
林
が
伐
採
さ
れ
た
際
、
開
け

た
視
界
に
思
い
が
け
ず
蔵
王
山

が
現
れ
ま
し
た
。

豊
橋
に
嫁
い
で
き
て
、
数
十

年
が
過
ぎ
、
故
郷
を
振
り
返
る

余
裕
が
な
か
っ
た
私
に
と
っ

て
、
旧
い
友
達
に
ば
っ
た
り
会

っ
た
よ
う
な
懐
か
し
い
感
覚
に

な
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
姿
を
見

て
い
る
と
、
ふ
と
幼
き
日
の
思

い
出
が
蘇
っ
て
き
ま
し
た
。

私
は
幼
い
頃
よ
り
、
こ
の
山

を
見
て
過
ご
し
ま
し
た
。

遠
足
・
運
動
会
な
ど
天
気
に

左
右
さ
れ
る
行
事
の
時
に
は
、

家
か
ら
県
道
に
か
け
お
り
、
山

を
見
て
は
一
喜
一
憂
し
た
も
の

で
し
た
。

ま
た
、
あ
る
日
、
家
で
校
歌

の
二
番
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
を

『
ね
ず
み
の
露
に
は
ぐ
く
ま
れ
』

と
得
意
に
な
っ
て
歌
っ
て
い
る

と
、
兄
の
一
人
が
「
ね
ず
み
の

つ
ゆ
じ
ゃ
な
い
よ
、
そ
こ
は
ね
、

恵

み

の

露

っ

て

歌

う

ん

だ

よ
！
」
と
つ
っ
こ
ま
れ
、
校
歌

を
思
い
出
す
た
び
に
苦
笑
し
て

し
ま
い
ま
す
。

そ
ん
な
事
を
思
い
出
し
な
が

ら
改
め
て
詞
を
読
む
と
大
変
味

わ
い
深
く
、
苦
い
思
い
出
も
相

ま
っ
て
私
の
中
で
好
き
な
歌
の

一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

昨
年
の
田
原
ま
つ
り
の
最
終

日
に
家
の
二
階
の
窓
か
ら
花
火

が
見
え
ま
し
た
。

一
つ
上
が
り
、
二
つ
上
が
り
、

自
分
だ
け
で
見
て
い
て
は
も
っ

た
い
な
い
と
思
い
、
娘
、
夫
を

呼
び
窓
辺
に
も
た
れ
、
花
火
見

物
を
し
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
の
懐
か
し
さ
と
同

時
に
、
あ
の
頃
友
達
が
「
私
は

太
神
橋
の
上
か
ら
見
た
よ
。
」

な
ど
花
火
の
話
を
教
室
で
し
て

い
た
事
が
昨
日
の
事
の
よ
う
に

思
い
お
こ
さ
れ
ま
し
た
。

九
月
と
い
え
ば
、
運
動
会
、

弁
当
を
持
っ
て
家
族
が
見
に
来

て
く
れ
、
走
り
っ
こ
の
時
だ
け

は
声
高
ら
か
に
名
前
を
呼
ん
で

く
れ
嬉
し
か
っ
た
事
や
、
大
玉

送
り
で
は
竹
で
作
ら
れ
て
い
た

大
玉
が
頭
や
背
中
を
転
げ
、
一
、

二
年
生
の
私
に
は
怖
か
っ
た
こ

と
を
記
憶
し
、
同
時
に
五
、
六

年
の
上
級
生
が
優
し
く
い
た
わ

っ
て
く
れ
、
頼
も
し
く
思
い
ま

し
た
。

小
学
校
の
中
庭
は
、
今
思
う

と
素
敵
で
し
た
。

春
に
は
、
バ
ラ
の
花
が
咲
き

良
い
香
り
が
し
て
、
丸
い
花
壇

を
中
心
に
四
隅
に
広
が
っ
て
お

り
、
私
た
ち
は
そ
の
中
を
歩
い

て
廊
下
の
靴
箱
ま
で
行
く
の
が

楽
し
み
で
し
た
。
ま
る
で
小
さ

な
バ
ラ
園
か
植
物
園
の
よ
う
な

庭
を
隣
に
見
な
が
ら
授
業
を
う

け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

六
月
の
週
の
約
束
は
「
田
ん

ぼ

の

畦

道

に

の

ら

な

い

こ

と
！
」
…
だ
っ
た
か
な
？
懐
か

し
い
畦
道
の
風
景
も
私
た
ち
の

五
感
を
通
し
て
、
健
全
な
精
神

を
育
ん
で
く
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
感
覚
が

今
も
私
の
心
に
残
っ
て
い
る
事

は
私
の
宝
物
で
す
。

今
日
も
蔵
王
山
を
見
な
が
ら

過

ご

し

て

い

ま

す

。

天

気

の

い

い

日

に

は

笑

っ

て

見

え

、

雨

の

日

に

は
泣
い
て
見
え
、
霧
が
か
か
っ

て
い
る
日
は
悲
し
ん
で
い
る
よ

う
に
も
見
え
ま
す
。
ま
る
で
人

生
の
よ
う
で
す
。
私
が
元
気
で

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
蔵

王
山
を
眺
め
勇
気
づ
け
ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

新睦橋付近から望む蔵王山と菜の花

「
報
恩
謝
徳
」

安
田
雅
空
斗

（
平
成
二
十
一
年
卒
）

成
人
式
と
は
、
こ
れ
ま
で
育

て
守
り
続
け
て
く
れ
た
両
親
や

家
族
、
周
り
の
方
々
に
感
謝
し
、

一
人
前
の
大
人
と
し
て
の
責
任

と
義
務
を
自
覚
し
、
社
会
に
貢

献
す
る
こ
と
を
誓
う
た
め
に
執

り
行
わ
れ
る
儀
式
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
一
足
早
く
実
社
会

に
入
り
働
い
て
い
る
者
、
夢
や

目
標
を
追
い
か
け
学
業
を
継
続

し
て
い
る
者
、
現
在
置
か
れ
た

状
況
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
人
生
を
力
強
く
歩
み
、

幼
少
期
を
共
に
過
ご
し
た
仲
間

と
こ
う
し
て
一
つ
の
節
目
の
日

を
一
人
も
欠
か
す
こ
と
な
く
迎

え
ら
れ
た
こ
と
を
と
て
も
感
慨

深
く
思
い
ま
す
。

「
大
人
と
し
て
の
責
任
と
義

務
」
私
が
こ
の
言
葉
を
真
に
理

解
し
、
体
現
出
来
る
よ
う
に
な

る
の
に
は
あ
と
何
年
掛
か
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
思
い
が
私

の
中
に
は
あ
り
ま
し
た
。
成
人

式
を
迎
え
、
先
生
方
を
含
め
今

ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
と

お
話
を
す
る
中
で
、
そ
れ
ら
の

一
端
を
掴
ん
だ
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

自
分
が
幼
い
頃
に
は
、
年
上

の
人
達
は
み
な
大
人
び
て
格
好

良
く
見
え
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
い
ざ
自
分
が
そ
の
年
に
な

る
と
年
相
応
の
人
間
に
は
な
れ

て
い
な
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多

く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
だ

ろ
う
か
と
考
え
た
時
、
「
大
人

の
定
義
」
と
い
う
多
く
の
人
が

一
度
は
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
曖
昧
模
糊
な
疑
問
を
自
分

な
り
に
考
察
し
ま
し
た
。

大
人
に
な
る
上
で
の
一
つ
の

転
機
だ
と
私
が
思
う
の
は
、
生

き
て
い
く
上
で
避
け
る
こ
と
の

出
来
な
い
壁
に
直
面
し
た
時
に

ち
ゃ
ん
と
向
き
合
え
た
か
ど
う

か
、
つ
ま
り
「
逃
げ
な
い
」
と

い
う
こ
と
。
全
て
を
自
力
で
乗

り

越

え

ら

れ

な

く

と

も

、

そ

こ

に

そ

び

え

た

つ

壁

を

無

視

せ
ず
受
け
入
れ
て
そ
の
環
境
の

中
で
自
分
の
出
来
る
こ
と
を
考

え
ら
れ
た
時
に
人
は
成
長
し
、

一
歩
大
人
へ
近
づ
け
る
の
だ
ろ

う
と
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
周
り
の

方
々
の
支
え
の
お
陰
で
今
の
自

分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚

し
て
、
当
た
り
前
に
日
常
に
溢

れ
る
「
あ
り
が
と
う
」
に
気
付

き
感
謝
す
る
こ
と
。

こ
れ
が
成
人
を
き
っ
か
け
に

今
の
私
が
辿
り
着
い
た
答
え
で

す
。

2017.1.8 田原東部小同窓生
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学
校
だ
よ
り

【
平
成
二
十
七
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

◇
ス
ッ
キ
リ
快
適

児
童
用
ト
イ
レ
改
修

生
活
様
式
も
変
わ
り
、
洋
式

ト
イ
レ
が
広
ま
っ
て
い
る
中
、

学
校
の
ト
イ
レ
も
明
る
く
き
れ

い
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
願

い
が
叶
い
、
夏
休
み
を
工
期
に
、

児
童
用
ト
イ
レ
の
改
修
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
床
も
廊
下
と
続
く

造
り
で
、
上
履
き
の
ま
ま
入
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

便
器
も
洋
式
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
子
ど
も
た
ち
も
、
気
持

ち
よ
く
使
え
る
と
大
喜
び
で

す
。
一
般
の
方
に
は
、
運
動
会

の
折
に
披
露
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

た
だ
、
ま
だ
ス
リ
ッ
パ
使
用

で
の
古
い
ト
イ
レ
も
あ
り
ま

す
。
古
い
ト
イ
レ
も
大
切
な
施

設
で
あ
り
、
非
常
時
に
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
。

ト
イ
レ
だ
け

で
な
く
、
学

校
施
設
を
大

切
に
す
る
気

持
ち
を
育
て

た
い
で
す
。

◇
「
防
火
貯
水
槽
撤
去
」

運
動
場
の
南
の
地
下
に
設
置

さ
れ
て
い
た
防
火
用
の
貯
水
槽

が
役
目
を
終
え
、
撤
去
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
月
の

中
頃
に
、

工

事

が

進

め

ら

れ

ま

し

た

。

地

中

か

ら

掘

り

出

さ

れ

た

貯

水

槽

を
の
ぞ
き
込
ん
で
み
る
と
、
そ

の
大
き
さ
に
び
っ
く
り
。
え
の

み
の
木
の
近
く
ま
で
セ
メ
ン
ト

の
壁
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を

撤
去
す
る
こ
と
で
、
え
の
み
の

木
も
根
を
思
い
切
り
広
げ
ら
れ

ま
す
。
二
十
六
年
度
に
は
、
第

十
七
号
の
「
あ
か
つ
き
」
で
お

知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、
え
の
み

の
木
は
、
樹
木
医
に
よ
る
治
療

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
は
ま
す
ま
す
元
気
な
え
の
み

の
木
で
い
ら
れ
そ
う
で
す
ね
。

防
火
用
の
貯
水
槽
以
外
に
大

切
な
役
目
を
担
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い

ま
す
。
今
は
使
わ
れ
て
な
く
て

も
以
前
は
必
要
で
あ
っ
た
も

の
。
感
謝
し
た
い
で
す
ね
。

【
平
成
二
十
八
年
度
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

◇
防
災
意
識
を
育
て
よ
う

〜
防
災
キ
ャ
ン
プ
〜

十
月
十
四
、
十
五
日
に
五
年

生
五
十
四
名
が
、
本
校
の
体
育

館
で
防
災
キ
ャ
ン
プ
を
行
い
ま

し
た
。
本
校
で
行
う
初
め
て
の

防
災
キ
ャ
ン
プ
で
、
地
域
と
学

校
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
委
員
が
一
体
と
な

り
、
何
度
も
打
合
せ
、
計
画
が

練
ら
れ
ま
し
た
。

始
め
は
消
防
署
員
の
方
と
地

域
の
消
防
団
が
一
緒
に
な
り
、

初
期
消
火
の
仕
方
と
子
ど
も
に

よ
る
実
地
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
実
際
に
火
を
消
す
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
の
緊
張
感
も
高
ま

り
ま
し
た
。
ご
飯
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
委

員
が
担
当
し
、
非
常
食
を
配
付

し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
避

難
所
開
設
作
り
に
取
り
組
み
、

段
ボ
ー
ル
を
使
っ
た
生
活
ス
ペ

ー
ス
を
考
え
ま
し
た
。
他
に
も

Ｐ
Ｔ
Ａ
委
員
の
誘
導
で
暗
い
夜

道
を
歩
く
避
難
所
へ
の
移
動
訓

練
や
赤
十
字
奉
仕
団
に
よ
る
“

癒

し

”

の

方

法

を

学

び

ま

し
た
。

保
護

者
参

加

で
は

、

非

常

用
持

ち

出

し
袋
の
確
認
や
地
域
ご
と
の
防

災
マ
ッ
プ
を
作
り
ま
し
た
。

い
つ
何
時
起
こ
る
か
も
し
れ

な
い
大
災
害
。
「
備
え
あ
れ
ば

憂
い
な
し
」
。
今
回
の
活
動
を

機
に
、
地
域
全
体
で
も
見
直
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

◇
栄
養
満
点
セ
ン
タ
ー
給
食

〜
栄
養
教
諭
が
や
っ
て
き
た
〜

平
成
二
十
八
年
度
、
本
校
に

新
し
く
栄
養
教

諭
が
赴
任
し
て

き
ま
し
た
。
バ

ラ
ン
ス
の
良
い

食
生
活
を
見
直

す
気
運
が
高
ま

る
中
、
市
内
の

小
学
校
に
出
向

い
て
は
、
給
食
指
導
を
進
め
て

い
ま
す
。
本
校
で
も
給
食
の
時

間
に
、
各
学
級
で
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
食
べ
な
が
ら
、
給
食

指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

豊
か
な
経
験
を
生
か
し
て
、
一

味
違
っ
た
調
理
法
や
子
ど
も
た

ち
の
こ
と
を
考
え
た
メ
ニ
ュ
ー

も
続
々
と
取
り
入
れ
ら
れ
、
給

食
を
賑
や
か
せ
て
い
ま
す
。

【
体
育
館
時
計
寄
贈
】

平
成
二
十
八
年
度
の
夏
休
み
以
降
、

体
育
館
の
時
計
が
故
障
し
ま
し
た
。

学
芸
会
前
で
大
変
困
っ
た
と
い
う
学

校
か
ら
の
要
望
も
あ
り
、
同
窓
会
役

員
で
話
し
合
っ
て
、
時
計
を
寄
贈
し

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

同
窓
会
第
十
九
期

役
員
改
選
さ
れ
る

任
期
満
了
に
と
も
な
い
、
平

成
二
十
八
年
度
総
会
で
、
同
窓

会
役
員
が
改
選
さ
れ
ま
し
た
。

<

会

長>

白
井

庸

<

副
会
長>

彦
坂

文
男

彦
坂

辰
二

北
野
と
み
子

<

書

記>

河
邉

義
典

<

会

計>

中
村
ま
さ
よ

<

会
計
監
査>

伊
与
田
啓
美

安
田
正
勝

<

理

事>

坂
口

安
司

高
藻

啓
充

山
田

幸
司

高
橋

静
雄

安
田

文
広

村
上

洋
子

鈴
木

嘉
道

山
下
裕
美
子

鈴
木

典
一

古
瀬

ゆ
り

川
口

昌
宏

同窓会事務局
〒 441-3417
田原市豊島町

西屋敷 1-3
田 原 東 部 小 学 校

TEL 0531-22-0179

◇編集後記◇

同窓会報「あかつき」第
１８号をお届けします。
ご協力いただいた方々に
厚くお礼申し上げます。

【
会
報
編
集
委
員
】

編
集
委
員
長

彦
坂

文
男

編
集
副
委
員
長

彦
坂

辰
二

編
集
委
員

北
野
と
み
子

河
邉

義
典

中
村
ま
さ
よ

高
藻

啓
充

高
橋

静
雄

村
上

洋
子

鈴
木

嘉
道

山
下
裕
美
子


