
　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
」

「
ま
ご
こ
ろ
」が
繋
ぐ
橋

　
味
生
地
域
の
南
斎
院
町
と
北

斎
院
町
の
間
を
流
れ
る
宮
前
川

に
「
真
情
橋
」
と
い
う
橋
が
架

か
っ
て
い
ま
す
。こ
の
橋
に
は
、

心
温
ま
る
物
語
が
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。

　

大
正
12
年
（
１
９
２
３
年
）

７
月
、
台
風
に
よ
る
大
雨
で
宮

前
川
が
増
水
し
、
南
斎
院
と
北

斎
院
を
つ
な
ぐ
石
造
の
一
本
橋

が
半
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
修
理
さ
れ
ず
、
南
斎
院

の
児
童
た
ち
は
、
毎
日
の
通
学

に
不
便
を
感
じ
な
が
ら
、
上
級

生
が
下
級
生
を
助
け
て
こ
の
危

険
な
橋
を
渡
り
続
け
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
か
ら
半
年
後
、

地
域
に
住
ん
で
い
た
一
色
忠
徳

ら
６
人
の
少
年
は
、
こ
の
橋
を

修
理
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま

す
。「
早
起
き
会
の
奉
仕
作
業
」

と
し
て
、
午
前
４
時
に
起
き
て

橋
に
集
合
し
、ス
コ
ッ
プ
、ジ
ョ

ウ
レ
ン
を
駆
使
し
半
壊
し
た
橋

を
少
し
ず
つ
補
強
し
約
一
週
間

後
、 

橋
の
修
繕
を
終
え
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
味
生

村
青
年
団
は
、
寄
付
を
募
り
、

「
ま
ご
こ
ろ
教
室
」も
あ
り
ま
す
。

「
ま
ご
こ
ろ
教
室
」
で
は
、
先
生

が
学
習
相
談
に
の
っ
て
く
れ
た

り
、
勉
強
の
質
問
を
聞
い
て
く

れ
た
り
し
ま
す
。
先
生
か
ら
の

「
ま
ご
こ
ろ
」
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
場
所
の
一
つ
で
す
。

「
ま
ご
こ
ろ
」を
受
け
継
ぐ

　
今
、
津
田
中
学
校
で
は
、
私

た
ち
の
心
に
受
け
継
が
れ
て
き

た
「
ま
ご
こ
ろ
」
を
、
自
分
た

ち
の
手
で
広
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
、
生
徒
が
主
体
と
な
っ
て

「
人
権
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
、
12
月
に
行
っ
た
人
権

集
会
で
は
、「
い
じ
め
を
許
さ

な
い
学
校
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ

に
意
見
交
換
を
行
い
、「
ま
ご

こ
ろ
タ
イ
ム
」
で
は
、
全
校
生

徒
が
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
本

音
で
語
り
合
い
ま
し
た
。 

「
ま

ご
こ
ろ
」
を
大
切
に
し
て
「
い

じ
め
」
に
向
き
合
う
と
、
自
然

と
温
か
い
意
見
が
出
て
き
て
、

た
く
さ
ん
の
人
と
思
い
を
共
有

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
思
い
は
伝
え
る
こ

と
が
大
切
」を
テ
ー
マ
に
し
た
、

「
あ
り
が
と
う
ウ
ィ
ー
ク
」
も

実
施
し
ま
し
た
。
一
人
一
人
が

カ
ー
ド
に
感
謝
の
気
持
ち
を
書

き
、
そ
れ
を
校
内
に
掲
示
す
る

こ
と
で
、
お
互
い
の
優
し
さ
が

伝
わ
る
一
週
間
に
な
り
ま
し

た
。

本
格
的
な
橋
の
修
理
を
行
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
橋
を
「
真
情

橋
」
と
名
付
け
た
そ
う
で
す
。

　
現
在
、
当
時
と
同
じ
場
所
に

は
、
道
幅
の
広
い
橋
に
改
修
さ

れ
た「
真
情
橋
」が
あ
り
、人
々

の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
橋
と

な
っ
て
い
ま
す
。

新
田
長
次
郎
と
真
情
橋

　
東
洋
の
皮
革
王
と
し
て
活
躍

し
た
新
田
長
次
郎
は
、
安
政
４

年
（
１
８
５
７
年
）、
温
泉
郡

山
西
村
（
現
在
の
山
西
町
）
の

農
家
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
新
田
帯
革

製
造
所
を
発
展
さ

せ
、
乳
製
品
や
ベ

ニ
ア
板
の
製
造
に

ま
で
事
業
を
広
げ

ま
し
た
。
地
域
や

国
の
発
展
に
は
、

人
材
の
育
成
が
重

要
と
考
え
て
い
た

長
次
郎
は
、
郷
土

の
人
材
育
成
に
も

力
を
注
ぎ
、
松
山

高
等
商
業
学
校

（
現
・
松
山
大
学
）

の
創
立
に
も
貢
献

し
た
そ
う
で
す
。

　

真
情
橋
が
大
雨

で
半
壊
し
た
大
正
12
年
（
１
９

２
３
年
）
の
夏
、
味
生
小
学
校

の
旧
校
舎
の
工
事
が
始
ま
り
ま

し
た
。
長
次
郎
は
、
当
時
大
卒

の
初
任
給
が
50
円
の
時
代
に
、

１
万
５
０
０
０
円
を
寄
付
し
、

地
域
の
教
育
の
た
め
に
、
献
身

的
な
支
援
を
行
い
ま
し
た
。
６

人
の
少
年
が
真
情
橋
の
修
理
を

決
意
し
た
の
も
、
人
の
た
め
に

尽
く
す
こ
と
の
大
切
さ
を
、
長

次
郎
の
行
動
か
ら
学
び
取
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
長
次
郎
や
少
年
た
ち
の
活
躍

か
ら
、
約
百
年
が
経
っ
た
今
、

地
域
に
残
る「
ま
ご
こ
ろ
」は
、

橋
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
の
学
校
に
は
、「
ま
ご
こ

ろ
タ
イ
ム
」
と
い
う
話
し
合
い

の
時
間
が
あ
り
ま
す
。
授
業
や

集
会
で
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
意
見
を
出
し
合
う
時
間
で

す
。「
ま
ご
こ
ろ
」
を
持
っ
て

話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ
の
時

間
は
、
お
互
い
の
意
見
を
よ
く

聞
き
、
認
め
合
い
、
深
め
合
う

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

長
次
郎
や
少
年
た
ち
の
思
い
に

触
れ
る
と
、
こ
の
「
ま
ご
こ
ろ

タ
イ
ム
」
も
特
別
な
時
間
に
感

じ
ま
す
。

　

ま
た
、
津
田
中
学
校
に
は 

100年の思い「真
まごころ

情」を大切に

　
私
た
ち
の
校
区
に
あ
る
味
生
小
学
校
、味
生
第
二
小
学
校
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
、「
真
」と「
情
」

の
文
字
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。二
つ
の
文
字
を
合
わ
せ「
真
情
」と
書
い
て
、私
た
ち

は「
ま
ご
こ
ろ
」と
読
み
ま
す
。こ
の「
真
情（
ま
ご
こ
ろ
）」は
、私
た
ち
が
大
切
に
し
て
い
る
も

の
の
一
つ
で
す
。

津田中学校

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№25

ま
ご
こ
ろ
が
繋
ぐ

　
　
　心
温
か
い
ま
ち

つ
な

味
生

人権集会の様子

感謝の気持ちを書いたカードを掲示

第Ⅰ巻に新田長次郎を収録

広報まつやま 18.4-7 面
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少年たちが修理した当時の真情橋

現在の真情橋

　「人のために尽くす」という先人たちの思いを受け継ぎ、津
田中学校から「まごころ」を発信していきたいです。

前列左から、渡辺菜々子さん（２年）、松友優奈さん（３年）、織田郁
弥さん（３年）、一色颯真さん（３年）。後列左から、若林花さん（３年）、
石﨑悠芽さん（２年）、松平紗英さん（２年）、宮﨑凛門さん（３年）、
一色悠大さん（２年）。


