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中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

　私た
ち
の
南
第
二
中
学
校
の
校
歌
に
は
、
３
つ
の
シ
ン
ボ
ル
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
番
に
は
「
石
鎚
」、
２
番
に
は
「
天
山
」、
３
番
に
は
「
て
い
れ
ぎ
」
で
す
。
私
た
ち
は
、

校
区
に
あ
る
２
つ
の
シ
ン
ボ
ル
「
天
山
」
と
「
て
い
れ
ぎ
」
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
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南第二中学校

「
天
山
と
て
い
れ
ぎ
」

校
歌
を
巡
る
旅

　
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
。

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

「
語
り
継
ぎ
た
い

 

ふ
る
さ
と
松
山
百
話 

　
　
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
」
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　伊
予
国
風
土
記
に
「
天
か
ら

山
が
降
り
、
途
中
、
二
つ
に
分

か
れ
て
、
一
方
は
大
和
の
天
の

香
具
山
と
な
り
、
残
る
一
方
は

伊
予
の
天
山
と
な
っ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、
こ
の
伝
説
が
縁
で
、

天
山
神
社
と
天あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

香
山
神
社
の

間
で
交
流
が
あ
り
、
そ
の
石
碑

が
天
山
神
社
に
あ
り
ま
す
。

　「石
井
村
史
」
に
よ
る
と
、

「
上
古
の
時
代
、
伊い
ざ
な
ぎ
の

弉
諾
命み
こ
と、

伊い
ざ
な
み
の

弉
冉
命み
こ
と

両
神
は
日
の
神
を

こ
の
山
で
お
生
み
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
天
日
子
山
と
い
わ
れ
て

い
た
。
山
頂
に
三
神
の
廟び
ょ
う（
脚

注
１
）
が
あ
る
。
神
武
天
皇
御

即
位
後
、
大
和
国
に
移
し
ま
つ

り
日ひ

子こ

山さ
ん

と
い
っ
た
が
之こ
れ

す
な

わ
ち
今
の
香
具
山
と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
山
は

伊
弉
諾
命
、
伊
弉
冉
命
二
神
の

御ご

駐ち
ゅ
う

蹕ひ
つ

（
脚
注
２
）
の
地
で

あ
り
日
の
神
の
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
所
で
あ
る
の
で
天
山
と

称
す
る
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

杖じ
ょ
うノ
淵ふ
ち
伝
説

　昔
、
弘
法
大
師
が
諸
国
巡
礼

中
、
大だ
い

旱か
ん

魃ば
つ

で
ど
こ
の
村
へ

行
っ
て
も
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
高

井
の
里
ま
で
来
る
と
、
老
婦
人

が
親
切
に
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
れ
を
喜
ん
だ
大
師

は
、
こ
の
よ
う
に
水
の
乏
し
い

所
な
ら
ば
と
、
持
っ
て
い
た
杖つ
え

を
地
面
に
突
き
立
て
た
と
こ
ろ

水
が
湧
き
出
し
ま
し
た
。

名
水
百
選

　昭
和
43
年
か
ら
の
水
質
保

全
活
動
が
評
価
さ
れ
、
全
国

７
７
５
カ
所
の
申
請
の
中
か
ら

昭
和
60
年
に
当
時
の
環
境
庁

（
現
環
境
省
）
よ
り
名
水
百
選

に
選
ば
れ
ま
し
た
。

て
い
れ
ぎ

　伊
予
節
に
も
「
高
井
の
里
の

て
い
れ
ぎ
や
！
」
と
歌
わ
れ
て

い
る
「
て
い
れ
ぎ
」
は
、
清
流

に
自
生
す
る
水
草
の
名
前
で
、

学
名「
オ
オ
バ
タ
ネ
ツ
ケ
バ
ナ
」

と
い
い
ま
す
。
昭
和
37
年
に
砂す
な

八や

ツつ

目め

（
脚
注
３
）
と
共
に
、

市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
花
言
葉
は
「
節
度
の

美
、
節
度
の
愛
、
陽
気
、
喜
び
」

で
、
少
し
辛
味
が
あ
り
、
刺
し

身
の
付
け
合
わ
せ
に
な
る
水
草

で
す
。
正
岡
子
規
に
と
っ
て
て

い
れ
ぎ
は
、
懐
か
し
い
ふ
る
さ

と
の
味
だ
っ
た
そ
う
で
、
て
い

れ
ぎ
に
関
す
る
句
を
詠う
た

っ
て
い

ま
す
。

　昭
和
47
年
、
60
年
の
二
度
来

県
さ
れ
た
皇
太
子
さ
ま
（
現
天

皇
陛
下
）
も
刺
し
身
の
つ
ま
と

し
て
、
高
井
の
て
い
れ
ぎ
を
召

し
上
が
り
ま
し
た
。

　現
在
、
杖
ノ
淵
公
園
の
て
い

れ
ぎ
は
巻
き
貝
に
食
べ
ら
れ
て

全
滅
し
て
し
ま
い
、
新
し
く
苗

を
植
え
て
保
存
活
動
を
し
て
い

る
そ
う
で
す
。

　天
山
三
山
は
、
松
山
平
野

の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
独

立
丘
陵
で
、北
に
天
山
、
東
に

星
岡
山
、
西
に
東
山
が
あ
り
、

こ
の
天
山
三
山
に
囲
ま
れ
た

平
地
の
中
央
に
小
野
川
、
川か
わ

附つ
け

川が
わ

が
流
れ
て
い
ま
す
。

　一
方
、
奈
良
県
に
あ
る

大や
ま
と和
三さ
ん

山ざ
ん

は
、
東
に
香か

具ぐ

山や
ま

、
北
に
耳み
み

成な
し

山や
ま

、
西
に
畝う
ね

傍び

山や
ま

が
あ
り
、
こ
の
大
和
三

山
に
囲
ま
れ
た
平
地
の
中
央

に
飛
鳥
川
が
流
れ
て
い
ま

す
。　私

た
ち
が
住
ん
で
い
る
天

山
三
山
の
あ
る
こ
の
地
は
、

藤
原
京
が
置
か
れ
て
い
た
大

和
三
山
に
似
て
い
る
と
も
い

わ
れ
、
政
治
の
中
心
地
に
適

し
た
地
形
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

天あ
ま
山や
ま
三さ
ん
山ざ
ん

「
天
山
」
の
由
来

 

て
い
れ
ぎ
の
下
葉
淺
黄
に
秋
の
風 

正
岡
子
規

 

秋
風
や
高
井
の
て
い
れ
ぎ
三
津
の
鯛 

正
岡
子
規

　
校

　
歌

作
詞

　
　
藤
内  

治

作
曲

　
　
髙
橋  

徹

一

　
朝
日
に
映
ゆ
る

　
石
鎚
の

　
　
雄
々
し
き
姿

　
仰
ぎ
見
て

　
　
輝
く
瞳

　
ひ
た
す
ら
に

　
　
理
想
の
道
を

　
求
め
な
ん

二

　
風
土
記
に
ゆ
か
し

　
天
山
の

　
　
先
人
の
あ
と

　
受
け
つ
ぎ
て

　
　
向
学
の
意
気

　高ら
か
に

　
　
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ  

鍛
え
な
ん

三

　
わ
き
て
あ
ふ
る
る

　
清
流
の

　
　
て
い
れ
ぎ
の
里

　
う
る
わ
し
く

　
　
南
第
二
の

　学び
舎
に

　
　
「
創
る
」
の
校
訓

　
究
め
な
ん

天山神社の石碑

天山三山（鷹尾さん作）

杖ノ淵公園の弘法大師の像

杖ノ淵公園のていれぎ

正岡子規の句碑

※
脚
注
１
＝�

祖
先
の
霊
を
祭
る
所

※
脚
注
２
＝�

御み

幸ゆ
き
中
、
一
時
乗
り
も

の
を
と
ど
め
る
こ
と

※
脚
注
３
＝�

魚
類
に
近
い
円え
ん
口こ
う
類る
い
ヤ

ツ
メ
ウ
ナ
ギ
科
の
動
物

❖ 
子
規
の
句

校歌で伝統を語り継ぎたい
　調べてみると、この地区の伝統が詰まった校歌で、
奥が深いと感じました。自然豊かなこの地区をもっ
と好きになりました。校歌でこの伝統を語り継いで
いきたいと思います。

（左から）佐藤�心都さん、鷹尾�真一郎さん、今泉�彩花さん、
遠藤�いぶきさん、岡本�莉央さん、藤井�陽菜さん（いずれも２年生）


