
　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
」

太
右
衛
門
さ
ん

　
和
気
の
北
部
の
砂
浜
を
開
拓

し
て
開
発
し
た
の
が
「
太
右
衛

門
さ
ん
」
で
す
。
砂
浜
を
開
拓

す
る
の
に
、
自
分
た
ち
は
倹
約

を
し
、
人
々
や
子
孫
の
た
め
に

身
を
粉
に
し
て
働
き
ま
し
た
。

こ
の
開
拓
を
成
功
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
々
を
水
難
や
食

糧
不
足
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
太
右
衛
門
さ
ん
は
、
江
戸
時

代
に
片
岡
（
現
在
の
勝
岡
）
に

移
住
し
ま
し
た
。
２
代
目
太
右

衛
門
さ
ん
の
と
き
に
分
家
し
、

和
気
浜
の
西
浜
に
本
家
武
内
家

と
し
て
８
代
、
東
浜
に
分
家
渡

部
家
と
し
て
６
代
の
百
数
十
年

に
わ
た
り
、
農
業
・
漁
業
・
製

塩
・
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
ま

し
た
。

　
和
気
の
開
発
に
尽
力
し
た
太

右
衛
門
さ
ん
の
偉
業
を
た
た

し
現
在
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ど
の
海
外
か
ら
の
参
拝
客
が
増

え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
歩
い
て

参
拝
し
て
い
る
た
め
、
四
国

八
十
八
ヶ
所
の
お
寺
で
は
再
び

遍
路
宿
が
必
要
な
状
況
と
な
っ

て
お
り
、
空
き
家
を
利
用
し
て

遍
路
宿
を
作
る
取
り
組
み
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
そ
う
で

す
。

　
ま
た
、
お
寺
の
近
く
の
民
家

で
は
、
お
遍
路
さ
ん
の
た
め
に

日
用
品
や
食
料
品
を
提
供
す
る

「
お
接
待
」
が
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
、
和
気
公
民
館
で

は
毎
月
一
日
に
お
遍
路
さ
ん
の

お
接
待
を
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
私
た
ち
も
ぜ
ひ
参
加
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

経
ケ
森

　
「
経
ケ
森
」
と
い
う
名
前
の

由
来
は
、７
３
９（
天
平
11
）年
、

聖
武
天
皇
の
勅ち

ょ
く

願が
ん

に
よ
り
、
僧

の
行
基
が
十
一
面
観
音
像
と
四

天
王
像
を
安
置
し
た
と
き
、
天

皇
自
ら
が
写
経
を
山
頂
に
埋
め

え
、
現
在
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
和

気
の
北
の
端
に
あ
る
太
衛
門
公

園
に
は
「
頌

し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

」
が
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。

太
山
寺
と
お
接
待

　
太
山
寺
は
、
四
国
八
十
八
ヶ

所
第
五
十
二
番
札
所
で
あ
り
、

た
く
さ
ん
の
お
遍へ

ん

路ろ

さ
ん
が
参

拝
に
や
っ
て
来
ま
す
。

　
昔
は
交
通
機
関
が
発
達
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
お
遍
路
さ

ん
は
「
遍
路
宿
」
に
泊
ま
り
な

が
ら
、
徒
歩
で
お
寺
を
巡
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。
太
山
寺
の
参

道
に
は
４
軒
ほ
ど
の
民
家
が
あ

り
、
当
時
は
全
て
が
遍
路
宿
で

し
た
。
ま
わ
り
に
民
家
が
少
な

い
お
寺
で
は
、
お
遍
路
さ
ん
を

泊
め
る
こ
と
も
あ
り
、
太
山
寺

で
も
お
遍
路
さ
ん
を
泊
め
て
い

た
そ
う
で
す
。
し
か
し
交
通
機

関
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
バ

た
と
い
わ
れ
る
話
か
ら
来
て
い

る
そ
う
で
す
。
経
ケ
森
の
遊
歩

道
に
は
、
人
間
の
手
で
一
つ
一

つ
丁
寧
に
彫
ら
れ
た
、
顔
が
全

て
異
な
る
石
仏
が
33
体
並
ん
で

い
ま
す
。
太
山
寺
の
本
尊
が
観

音
様
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ

の
石
仏
は
西
国
三
十
三
所
観
音

巡
り
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
と
し
て

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
経
ケ
森
の
麓
に
は
今
回
調
べ

た
太
山
寺
が
あ
り
、
山
頂
か
ら

は
日
本
で
最
初
に
国
立
公
園
に

指
定
さ
れ
た
「
瀬
戸
内
海
国
立

公
園
」
の
絶
景
を
一
望
で
き
ま

す
。
北
中
学
校
で
は
、
１
年
生

の
生
徒
は
経
ケ
森
に
登
り
、
郷

土
の
歴
史
と
雄
大
な
自
然
の
美

し
さ
を
学
び
ま
す
。
こ
れ
ら
の

お
寺
や
公
園
は
、
今
後
も
み
ん

な
か
ら
愛
さ
れ
、
末
永
く
き
れ

い
に
維
持
さ
れ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。

ス
や
自
家
用
車
で
参
拝
す
る
人

が
増
え
た
た
め
、
日
帰
り
で
の

参
拝
客
が
増
え
、
宿
に
宿
泊
す

る
参
拝
客
は
減
り
ま
し
た
。
歩

き
遍
路
の
減
少
に
伴
い
遍
路
宿

は
姿
を
消
し
、
お
遍
路
さ
ん
が

お
寺
に
泊
ま
る
こ
と
も
な
く

な
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
し
か

和気地域の歴史と人の温かさを知ることができた

　
私
た
ち
は
、
和
気
浜
を
開
拓
し
村
人
た
ち
を
救
っ
た
太
右
衛
門
さ
ん
や
、
自
然
あ
ふ
れ
る

経
ケ
森
、そ
し
て
た
く
さ
ん
の
参
拝
客
が
訪
れ
る
太
山
寺
と
お
接
待
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

北中学校

中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

私たちの
ふるさと
松山学№24

身
を
粉
に
し
て
働
い
た

太
右
衛
門
さ
ん
の
見
守
る
町

和
気

た
　
　
　
　え
　
　
　
　も
ん

き
ょ
う 

が  

も
り
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生徒たちが描いた太山寺の地図

太衛門公園にある頌徳碑

真剣にメモを取る生徒たち

かつてお遍路さんを泊めていた本坊

　太右衛門さんが、勝岡という地を選んでくれたこと、勝岡
の人たちを助けてくれたことを、とてもうれしく思いました。
今回の学習を通して、和気地域の歴史と人の温かさを改めて
知ることができました。

前列左から、親本怜和さん（２年）、二宮涼太さん（２年）、杉内宙さ
ん（２年）。後列左から、川端美咲さん(１年)、大東愛奈さん(１年)、
　原菜々美さん（２年）、濱田美咲さん（２年）


