
　
久
谷
中
学
校
の
校
訓
は
、「
自
主
・
協
力
・
奉
仕
」で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
一
つ
の「
奉

仕
」の
心
の
も
と
、
い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
久
谷
中

生
の
奉
仕
の
心
は
、
最
近
に
な
っ
て
宿
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
遠
い
昔

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
、
お
遍
路
さ
ん
へ
の
お
接
待
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

今
回
私
た
ち
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
お
遍
路
さ
ん
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

「
語
り
継
ぎ
た
い 

ふ
る
さ
と

　  

松
山
百
話 

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
」

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

　
松
山
の
先
人
や
文
化
に
関

す
る
心
に
響
く
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
ま
と
め
た
教
材
集
で
す
。

一
話
が
10
〜
14
ペ
ー
ジ
程
度

で
、
気
軽
に
松
山
ゆ
か
り
の

先
人
の
足
跡
や
文
化
に
親
し

む
こ
と
が
で
き
、
市
立
図
書

館
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

お
遍
路
さ
ん
の
始
ま
り

地
域
の
風
景
を
　

　
大
切
に
し
た
い

　
お
遍
路
の
始
ま
り
は
、

約
１
２
０
０
年
前
、
弘
法

　
お
遍
路
さ
ん
が
歩
く
姿

は
、
久
谷
校
区
の
風
景
と
相

ま
っ
て
お
り
、
お
遍
路
さ
ん

は
私
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も

身
近
な
存
在
で
す
。

　
今
回
、
そ
の
い
わ
れ
や
遺

跡
に
つ
い
て
自
分
た
ち
で
足

を
運
び
学
ん
だ
こ
と
で
、
改

め
て
久
谷
校
区
の
魅
力
に
気

付
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
奉
仕
の
心
や

地
域
の
風
景
を
、
大
切
に
し

て
い
き
た
い
で
す
。

大
師
空
海
が
42
歳
の
時

に
、
仏
道
修
行
の
場
と
し

て
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場

を
開
い
た
こ
と
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
初
期
の
お
遍
路
は
修
行

で
、
僧
侶
が
弘
法
大
師
の

修
行
の
地
を
尋
ね
歩
く
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

　
久
谷
校
区
に
は
八
十 

八
ヶ
所
の
寺
の
う
ち
、
第

四
十
六
番
札
所
の
浄
瑠
璃

寺
、
第
四
十
七
番
札
所
の

八
坂
寺
が
あ
り
、
遍
路
道

を
示
す
道
し
る
べ
が
至
る

所
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
多
く
の
お
遍
路
さ
ん

を
登
下
校
中
に
見
か
け
ま

す
。

文殊院

三神 真尋さん
（2年）

文も
ん

殊じ
ゅ

院い
ん

　
文
殊
院
は
、
８
２
４（
天

長
元
）年
、
弘
法
大
師
が

建
て
、
こ
の
寺
か
ら
四
国

八
十
八
ヶ
所
を
巡
る「
お
遍

路
さ
ん
」が
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
元
々
は
、

四
国
遍
路
の
元
祖
と
い
わ

れ
る
河
野
衛え

門も
ん

三さ
ぶ

郎ろ
う

の
邸

宅
が
あ
り
ま
し
た
。

　
境
内
の
本
堂
は
、
中
央

に
仏
名
が
不
明
の
文
殊
菩

薩
、
両
脇
に
地
蔵
菩
薩
、

両
脇
陣
に
仏
像
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
大
師
堂
に
は
、

秘
仏
の
大
師
像
が
、
毘
沙

門
堂
に
は
、
元
旦
に
開
帳

さ
れ
る
、
毘
沙
門
天
像
が

あ
り
ま
す
。

八坂 光起さん
（1年）

接
待
木
の
お
世
話
と
お
遍
路
さ
ん
の
お
接
待

　｢

少
し
で
も
お
遍
路
さ

ん
の
役
に
立
ち
た
い｣

私
た
ち
は
、
そ
ん
な
思
い

で
お
接
待
の
活
動

に
参
加
し
て
い
ま

す
。
　

　
そ
の
中
の
一
つ

が
、
接
待
木
の
お

世
話
で
す
。
接
待

木
と
は
、
地
域
の

皆
さ
ん
が
お
遍
路

さ
ん
に
食
べ
て
も

ら
え
る
よ
う
に

と
、
ミ
カ
ン
や
イ

チ
ジ
ク
な
ど
を
遍

路
道
周
辺
に
植
え
て
い
る

も
の
で
、
接
待
木
の
下
草

引
き
や
ゴ
ミ
拾
い
な
ど
の

清
掃
と
肥
料
や
り
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。
通
り
す

が
り
の
お
遍
路
さ
ん
と
の

交
流
も
あ
り
ま
す
。
活
動

に
参
加
し
た
私
た
ち
は
、 「

お
も
て
な
し
大
使
」に
任

命
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
ま
た
、
そ
う
め
ん
の
お

接
待
を
し
た
こ
と
も
あ

り
、
お
遍
路
さ
ん
が
食
事

を
す
る
前
に
合
掌
す
る
姿

を
見
て
、
改
め
て
普
段
の

日
常
に
感
謝
す
る
と
い
う

こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し

ま
し
た
。

接待木のお世話

おそうめんの接待

門田 愛未さん
（2年）

北村 俊貴さん
（2年）

池田 愛音さん（2年）作

門
三
郎
は
大
師
と
は
知
ら

ず
追
い
返
そ
う
と
大
師
の

鉄
鉢
を
叩
き
割
り
ま
し

た
。

　
す
る
と
、
衛
門
三
郎
の

子
ど
も
８
人
が
次
々
死
ん

だ
た
め
、
衛
門
三
郎
は
小

村
の
草
庵
に
残
さ
れ
た
大

師
の
木
像
に
何
度
も
詫

び
、
木
を
削
い
で
札
を
作

り
、
自
分
の
名
を
記
し
て

堂
に
納
め
た
と
い
う
伝
承

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
納
札
の
始
ま
り

と
い
わ
れ
、
こ
の
草
庵
を

「
札
始
大
師
堂
」と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。札始大師堂

八ッ塚群集古墳

八
ッ
塚
群
集
古
墳

　
墳
丘
の
形
は
、
後
世
の

開
発
に
よ
っ
て
変
形
し
て

い
る
そ
う
で
す
が
、
直
径

約
７
㍍
か
ら
14
㍍
の
円
墳

と
、
一
辺
10
㍍
程
度
の
方

墳
が
半
数
ず
つ
で
す
。
石

室
は
未
調
査
の
た
め
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
横

穴
式
石
室
と
推
察
さ
れ
、

谷本 倖太朗さん
（1年）

札ふ
だ

始は
じ
め

大だ
い

師し

堂ど
う

　
弘
法
大
師
は
、
文
珠
菩
薩

の
教
え
を
実
現
す
る
た
め

に
小
村
に「
に
わ
か
作
り
」

の
草
庵
を
建
て
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
こ
を
拠
点
に
、
衛
門

三
郎
の
門
前
を
は
じ
め
と

す
る
近
隣
各
地
を
托た

く

鉢は
つ

し

て
ま
わ
り
ま
し
た
が
、
衛

尾崎 龍雅さん
（2年）

古
墳
時
代
終
末
ご
ろ
の
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
塚
は
、
衛
門
三
郎

の
８
人
の
子
を
祭
っ
た
と

の
伝
説
も
残
っ
て
お
り
、

塚
の
頂
に
小し

ょ
う

祠し

が
置
か

れ
、
石
地
蔵
が
祭
ら
れ
て

い
ま
す
。
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