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中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学№44

日浦中学校

　
私
た
ち
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、「
炭
焼
き
」「
ホ
タ
ル
や
ヒ
メ
ユ
リ
の
保
護
」
な
ど
の

日
浦
緑
の
少
年
団
活
動
を
行
い
、
環
境
保
全
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。

未
来
へ
つ
な
ぐ

緑
豊
か
な
日
浦
の
里
づ
く
り
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日
浦
緑
の
少
年
団
活
動
を
通
し
て

　私
た
ち
は
、
３
年
間
の
日
浦

緑
の
少
年
団
活
動
を
通
し
て
、

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
炭
焼
き
活
動
で
は
、
昔
の

人
の
技
術
や
伝
統
を
受
け
継
ぐ

こ
と
の
大
切
さ
、
仲
間
と
協
力

す
る
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

ホ
タ
ル
や
ヒ
メ
ユ
リ
の
保
護
活

動
で
は
、
自
然
の
大
切
さ
や
命

の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
ま
た
、
１
年
間
を
通

し
て
、
ど
の
活
動
も
地
域
の
皆

さ
ん
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
、

本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　こ
れ
か
ら
も
、
日
浦
の
美
し

い
自
然
が
ず
っ
と
残
る
と
い
い

な
と
思
い
ま
す
。

日
浦
地
区
の
歴
史
を
学
ぶ

　森
を
育
て
る
林
業
で
は
、
山

林
の
密
集
状
態
を
解
消
す
る
た

め
に
「
間
伐
」
を
行
い
、
間
伐

材
の
処
分
方
法
と
し
て
、
炭
焼

き
が
行
わ
れ
ま
す
。

　日
浦
地
区
は
、
昔
か
ら
農

業
・
林
業
が
盛
ん
で
、
農
業
が

で
き
な
い
冬
場
に
炭
を
つ
く
っ

て
い
ま
し
た
。
間
伐
を
行
い
、

森
に
十
分
な
栄
養
を
与
え
る
こ

と
で
、
木
を
大
き
く
育
て
て
い

る
の
で
、
炭
焼
き
活
動
が
緑
豊

か
な
森
を
守
る
こ
と
と
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。み

ん
な
で
炭
焼
き
を
学
ぶ

　よ
り
よ
い
炭
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
炭
焼
き
に
適
し
た
木
を

使
い
ま
す
。
私
た
ち
が
使
っ
た

の
は
、
ク
ヌ
ギ
で
す
。
炭
焼
き

に
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
そ
し
て
コ

ナ
ラ
な
ど
を
使
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
木
々
が
育
つ

に
は
、
長
い
時
間
が
か
か
り
ま

す
。
苗
木
の
周
り
に
は
た
く
さ

ん
雑
草
が
生
え
て
き
ま
す
。
そ

の
雑
草
に
負
け
な
い
く
ら
い
に

木
々
が
育
つ
に
は
、
５
～
８
年

く
ら
い
の
時
間
が
必
要
で
す
。

　よ
い
木
を
育
て
る
た
め
に

は
、
丁
寧
に
手
入
れ
を
し
な
け

く
な
り
、
土
地
が
や
せ
、
土
砂

崩
れ
な
ど
の
自
然
災
害
が
起
こ

り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　こ
の
炭
焼
き
活
動
を
通
し

て
、
森
林
土
壌
を
豊
か
に
し
、

生
物
多
様
性
を
保
全
し
、
災
害

の
起
こ
り
に
く
い
森
林
を
つ
く

る
こ
と
が
、
私
た
ち
若
い
世
代

が
担
っ
て
い
く
課
題
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。

み
ん
な
の
生
活
展
で
発
表

　毎
年
１０
月
、
大
街
道
で
行
わ

れ
る
「
み
ん
な
の
生
活
展
」
に

出
展
し
、
私
た
ち
の
活
動
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

　こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
た
く
さ
ん

の
人
が
、
私
た
ち
の
発
表
を
真

剣
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。

「
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
っ
て
ね
」

な
ど
と
応
援
の
言
葉
も
い
た
だ

き
、
こ
の
活
動
を
し
て
き
て
達

成
感
を
覚
え
ま
し
た
。

　
松
山
ゆ
か
り
の
先
人
78
人
と

伝
統
文
化
や
歴
史
の
お
話
17
話

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
購
入
方

法
な
ど
詳
細
は
市
教
育
研
修
セ

ン
タ
ー
事
務
所
☎
989
5
1
4
4

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

広
が
れ
！
ふ
る
さ
と
松
山
の
心

「語り継ぎたいふるさと
松山 百話 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」
は学校教材です

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
炭
焼
き

活
動
に
は
多
く
の
手
間
が
か

か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。み

ん
な
で
考
え
る
環
境
問
題

　現
在
、
日
本
の
人
工
林
は
高

齢
化
や
担
い
手
不
足
で
人
手
が

入
ら
ず
荒
れ
て
い
ま
す
。
間
伐

を
行
わ
な
い
森
林
は
、
木
が
混

み
合
い
、
太
陽
光
が
入
り
に
く 炭焼き活動

みんなの生活展で活動紹介

緑豊かな日浦地区の自然を守っていきたい
　３年生は来年３月で日浦中学校を卒業しま
すが、これからも緑豊かな自然を守るために、
日浦緑の少年団活動を思い出しながら行動し
ていきます。

〈炭焼きの工程〉
木の長さをそろえる ➡ 窯の中に炭
になる木を並べる ➡ 窯の入り口付
近と入り口にレンガを組む ➡ 窯の
入り口で着火する ➡ 窯の温度がお
よそ270℃になると入り口をふさぐ 
➡ ５日ほどかけ窯の温度が下がっ
たら、窯の中から炭を取り出す


