
明
治
の
学
制
発
布
以
来

１
４
０
年
も
の
歴
史
を
積

み
重
ね
て
き
た
地
域
の
宝

で
あ
る
学
校
を
、
榎
本
市

政
は

校
も
一
気
に
廃
校
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を
決
め
ま
し
た
。

歩
い
て
通
え
る
学
校
が

廃
止
さ
れ
、
ス
ク
ー
ル
バ

ス
通
学
が
拡
大
し
、
通
学

に
不
便
な
地
域
か
ら
若
者

や
子
ど
も
達
が
流
出
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
核
施

設
と
し
て
の
学
校
を
失
っ

た
地
域
は
衰
退
の
危
機
と

な
り
ま
す
。

必
要
な
こ
と
は
学
校
統

廃
合
で
は
な
く
、
若
者
が

定
着
し
結
婚
や
子
育
て
が

で
き
る
環
境
の
充
実
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
は
複
々
式

学
級教

育
委
員
会
は
複
式
学

級
は
解
消
す
べ
き
と
し
ま

し
た
が
、
教
育
学
的
に
も

複
式
学
級
は
解
消
す
べ
き

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
教
育
先
進
国

の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
３
つ
の

異
な
る
年
齢
層
の
子
を
同

じ
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て
学

ば
せ
る
教
育
で
す
。

複
式
ど
こ
ろ
か
、
複
々

式
学
級
を
教
育
の
基
本
に

し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
同
士
が
教

え
る
と
い
う
こ
と
が
自
然

に
身
に
つ
い
て
い
く
、
力

を
合
わ
せ
、
助
け
合
い
な

が
ら
学
ん
で
い
く
、
そ
れ

が
社
会
に
出
た
と
き
に
役

に
立
つ
の
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
は
子
ど
も
の

自
立
が
早
く
、
先
進
国
の

な
か
で
生
活
満
足
度
が
も

っ
と
も
高
い
国
で
す
。

藤
島
地
域
の
長
沼
小
学

校
は
、
複
式
学
級
だ
か
ら
、

少
人
数
学
級
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
先
輩
後
輩
の
面
倒

見
の
良
さ
、
一
人
ひ
と
り

の
表
現
の
場
、
教
師
が
間

接
指
導
の
時
間
で
子
ど
も

達
の
主
体
的
な
学
び
の
展

開
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

競
争
と
貧
困
の
中
で

競
争
社
会
や
貧
困
の
拡

が
り
で
、
し
ん
ど
い
家
庭

を
背
負
っ
て
い
る
子
ど
も

達
が
増
え
て
い
ま
す
。

手
厚
い
ケ
ア
を
必
要
と

す
る
子
ど
も
達
も
間
違
い

な
く
増
加
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
身
近
な

地
域
の
人
間
関
係
の
な
か

で
生
活
し
、
歩
い
て
行
け

る
距
離
に
あ
る
小
学
校
と

そ
れ
を
中
心
に
し
た
親
や

地
域
住
民
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
、
子
ど
も
の
成

長
発
達
を
支
え
る
役
割
は

計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
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庄
内
の
伝
統
凧｢

す
み
凧｣

の
謎
に
迫
る(

二)

鈴
木

隆
（
小
中
島
）

庄
内
に
古
く
か
ら
伝
わ

る
「
す
み
凧
」
は
、
戦
前

ま
で
子
ど
も
の
冬
の
遊
び

と
し
て
、
大
人
も
一
緒
に

な
っ
て
盛
ん
に
揚
げ
ら
れ

て
い
た
の
で
、
知
ら
な
い

人
が
い
な
い
ほ
ど
広
い
地

域
の
空
で
見
ら
れ
た
よ
う

だ
。私

は
そ
の
頃
の
状
況
を

多
く
の
古
老
か
ら
聞
か
さ

れ
て
い
た
が
、
す
み
凧
そ

の
も
の
を
始
め
て
見
た
の

は
昭
和

年
頃
で
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あ
る
。

当
時
、
や
は
り

す
み
凧
の
魅
力
に

惹
か
れ
て
捜
し
て

ひい
た
工
藤
祐
吉
氏

（
鶴
岡
・
う
ど
ん

市
経
営
者
）
が
、

昭
和
初
期
ま
で
市
内
旧

新

町
で
「
す
み
凧
」
を

あ
た
ら
し
ま
ち

売
っ
て
い
た
通
称
「
ナ
シ

屋
」（
昭
和
初
期
東
京
へ
移

住
）
を
頼
っ
て
上
京
し
、

た
よ

か
っ
て
鶴
岡
で
売
っ
て
い

た
も
の
を
拝
見
し
た
時
で

あ
る
。

そ
れ
以
来
、
私
は
す
み

凧
へ
の
思
い
を
強
く
抱
く

よ
う
に
な
り
、
近
隣
の
古

老
と
凧
談
義
を
し
て
い
く

中
で
、
す
み
凧
に
は
２
種

類
存
在
す
る
こ
と
を
突
き

止
め
た
（
前
号
７
月
９
日

付
写
真
参
照
）。

ど
ち
ら
の
す
み
凧
も
黒

と
赤
の
模
様
か
ら
な
る
左

右
対
称
の
単
純
な
絵
柄
で

全
国
的
に
も
極
め
て
珍
し

い
凧
で
あ
る
。

昭
和

年
代
の
後
半
に

50

新
潟
県
三
条
市
の
凧
の
会

か
ら
「
す
み
凧
」
の
名
の
謂い

わ

れ
や
絵
柄
の
由
来
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。

そ
の
頃
の
私
は
、
す
み
凧

の
意
味
も
分
か
ら
ず
漫
然

と
揚
げ
て
い
た
が
、
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
す
み
凧
の

ル
ー
ツ
を
知
り
た
い
と
の

思
い
か
ら
、
平
成
３
年
か

ら
庄
内
一
円
に
亘
り
聞
き

取
り
調
査
を
始
め
た
。

調
査
の
概
要
は
、

①
北
の
女
鹿
か
ら
南
の

鼠
ヶ
関
ま
で
を
地
図
上
で

２
㎞
四
方
に
分
割
し
た
も

の
か
ら
山
間
部
を
除
い
た

集
落
を
対
象
と
し
た
。

②
す
み
凧
は
太
平
洋
戦

争
が
激
化
し
、
徴
兵
に
よ

っ
て
若
者
が

集
落
か
ら
い

な
く
な
っ
た

昭
和

年
頃
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に
は
廃
絶
し

た
と
の
古
老

の
証
言
か
ら
、
そ
の
頃
の

記
憶
を
思
い
起
こ
せ
る
年

齢
を
逆
算
し
て
、
概
ね
昭

お
お
む

和

年
以
前
に
生
ま
れ
た

10
男
性
を
対
象
と
し
た
。

③
す
み
凧
の
漢
字
名
は

回
答
者
の
発
音
の
ア
ク
セ

ン
ト
か
ら
墨
か
隅
か
を
判

す
み

す
み

定
し
た
。

④
２
種
類
の
「
ミ
ニ
す

み
凧
」
を
作
っ
て
持
参
し
、

見
て
も
ら
っ
た
上
で
い
ず

れ
の
凧
か
を
聞
い
た
。

すみ凧に関する調査(票）

昭和初期に鶴岡の
凧屋で売っていた
「すみ凧」

小学校がなくなる！ 麻生かづ
こ・作 / 大庭賢哉・絵（文研
出版）

榎本市政は14校も一気に廃校

H26.4 湯田川小
朝暘４小と統合

田川小

朝日大泉小朝日小に統合

H27.4 由良小 三瀬小に統合し

豊浦小に小堅小

H28.4 大網小 朝日小に統合

五十川小
温海小と統合し

「あつみ小」に
福栄小

山戸小

羽黒４小
羽黒３小と統合

し「広瀬小」に

H29.4 加茂小 大山小に統合に

H30.4 栄小 京田小に編入

長沼小 藤島小に編入

羽黒一小
羽黒二小に編入

し羽黒小に

鶴
岡
市
議
会
６
月
定
例
会
最
終
日
の

日
、
学
校
統

30

廃
合
を
決
め
る
「
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」、
日
本
共
産
党
市
議
団
を
代
表
し
、
加
藤
鉱
一

議
員
が
反
対
討
論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。



東
京
を
発
っ
て
テ
ク
テ

ク
歩
い
て

日
、
恵
那
路

え

な

じ
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を
後
に
し
て
美
濃
路
を
歩

み

の

じ

い
て
い
た
日
の
夕
方
、
木

曽
川
の
対
岸
の
小
高
い
丘

の
上
に
、
夕
日
に
染
ま
っ

て
聳
え
る
白
亜
の
城
が
見

は

く

あ

え
て
き
た
。

そ
れ
ま
で
私
が
目
に
し

た
城
は
大
抵
堀
に
囲
ま
れ

て
い
て
、
川
岸
に
聳
え
る

そ
び

城
は
見
た
こ
と
が
無
か
っ

た
の
で
、
思
い
出
し
て
も

そ
れ
は
美
し
か
っ
た
。

こ
の
城
は
国
宝
犬
山
城

い
ぬ
や
ま
じ
よ
う

で
、
中
国
の
白
帝
城
の
佇

は
く
て
い
じ
よ
う

た
た
ず

ま
い
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
、
別
称
「
日
本
の
白
帝

城
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

パ
ン
フ
に
よ
る
と
、
犬

山
城
は
織
田
信
長
の
叔
父
、

織
田
信
康
に
よ
っ
て
築
城

の
ぶ
や
す

さ
れ
た
「
後
堅
固
の
城
」

う
し
ろ
け
ん
ご

で
、
中
仙
道
と
木
曽
街
道

に
通
じ
、
木
曽
川
に
よ
る

交
易
、政
治
、経
済
の
要

衝

こ
う
え
き

よ
う
し
よ
う

と
し
て
、
ま
た
戦
国
時
代

の
攻
防
の
要
の
城
で
も
あ

か
な
め

っ
た
と
い
う
。

本
物
の
中
国
の
白
帝
城

は
唐
代
の
詩
人
、
李
白
の

と
う
だ
い

り

は

く

七
言
絶
句
（
４
行
７
文
字
）

し
ち
ご
ん
ぜ
つ
く

「
早
発
白
帝
城
」
や
、
三

国
志
の
主
人
公
劉
備
玄
徳

り
ゆ
う
び
げ
ん
と
く

が
病
没
し
た
場
所
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
残
念

な
が
ら
現
在
で
は
白
帝
城

の
下
流
に
三

峡
ダ
ム
が
出

さ
ん
き
よ
う

来
た
た
め
浮
島
に
な
っ
て

し
ま
い
、
山
頂
に
は
劉
備

を
記
念
す
る
白
帝
廟
が
た

び
よ
う

て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
。濃

尾
平
野
が
広
が
る
岐

の
う

び

阜
や
、
愛
知
周
辺
か
ら
は

戦
国
時
代
を
代
表
す
る
明

智
光
秀
、
織
田
信
長
、
豊

臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
等
の

名
武
将
達
を
輩
出
し
て
い

る
が
、
岐
阜
で
私
の
頭
に

浮
か
ぶ
の
は
パ
チ
ン
コ
の

本
場
（
？
）
で
あ
る
こ
と

と
、
歌
手
美
川
憲
一
の
柳

ケ
瀬
ブ
ル
ー
ス
位
だ
。

あ
ま
り
縁
の
無
い
所
で

あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
記

憶
に
あ
る
の
が
、
歩
い
て

く
る
途
中
の
所
々
に
建
っ

て
い
た
「
マ
ム
シ
に
注
意
」

の
立
て
看
板
で
あ
る
。

軽
井
沢
か
ら
恵
那
路
ま

で
は
「
熊
に
注
意
」
と
い

う
看
板
に
悩
ま
さ
れ
た
が
、

今
度
は
「
マ
ム
シ
に
注
意
」

と
い
う
看
板
に
、
い
や
ー

な
気
分
を
抱
き
な
が
ら
歩

く
（
山
中
の
事
で
平
野
部

は
大
丈
夫
）
こ
と
に
な
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

で
も
こ
れ
か
ら
向
か
う

岐
阜
城
（
稲
葉
山
城
）
に

は
、
織
田
信
長
の
義
理
の

親
爺
さ
ん
に
な
っ
た
齋
藤

道
三
が
「
マ
ム
シ
」
と
恐

ど
う
さ
ん

れ
ら
れ
な
が
ら
君
臨
し
て

い
た
の
で
、
岐
阜
に
は
本

当
の
マ
ム
シ
と
人
間
の
マ

ム
シ
が
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。（
岐
阜
県
人
に
ゴ
メ

ン
）白

帝
城
の
あ
る
中
国
と

は
、
ア
ベ
政
治
に
な
っ
て

か
ら
急
激
に
お
か
し
く
な

っ
て
き
た
が
、
中
国
や
韓

国
は
大
切
な
隣
人
、
政
権

維
持
の
た
め
対
立
を
煽
る

あ
お

よ
う
な
事
は
慎
む
べ
き
だ

つ
つ
し

と
思
う
が
。
そ
れ
よ
り
即

刻
退
陣
が
ベ
ス
ト
チ
ョ
イ

ス
か
も
。

逢
っ
て
話
し
せ
よ

米
大
統
領
の
「
あ
の
男
、

ほ
か
に
や
る
こ
と
な
い
の

か
」
と
は
明
言
で
す
よ
。

い
や
・
全
く
と
い
う
処
で

す
。
あ
の
男
は
ア
メ
リ
カ

を
相
手
に
し
て
い
る
ん
で

す
が
サ
、
迷
惑
な
の
は
日

本
で
す
よ
。
な
に
せ
・
日

本
海
で
操
業
中
に
予
告
も

無
し
に
何
か
が
墜
ち
て
く

る
ん
で
す
か
ら
。

▲
し
か
し
あ
の
男
は
、
俺

を
イ
ッ
チ
ョ
メ
あ
る
と
ア

メ
リ
カ
に
認
め
て
く
れ
と

ズ
ー
ッ
ト
言
っ
て
き
て
た

ん
だ
ワ
。
イ
ッ
チ
ョ
メ
あ

る
と
認
め
て
話
相
手
に
し

て
く
れ
と
。
そ
の
た
め
に

核
と
ミ
サ
イ
ル
が
こ
こ
ま

で
出
来
た
ゾ
、
と
い
う
事

な
ん
だ
。
ト
ラ
ン
プ
か
ら

好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
た

め
の
努
力
な
ん
だ
ゼ
。

▲
だ
か
ら
今
回
は
、
独
立

記
念
日
に
合
わ
せ
よ
う
と

頑
張
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん

だ
が
、「
国
連
決
議
を
守
ら

な
い
・
六
か
国
協
議
に
違

反
し
て
い
る
」、
と
同
じ
こ

と
を
言
っ
て
は
、
話
合
い

に
出
し
ょ
う
と
し
な
い
。

▲
あ
の
男
は
認
め
て
も
ら

う
の
に
そ
の
方
法
し
か
考

え
ら
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、

判
っ
た
よ
と
言
っ
て
来
い

よ
。
や
っ
ぱ
り
外
交
で
す

か
ら
一
番
相
応
し
い
の
は

日
本
。
つ
ま
り
首
相
の
安

倍
信
三
さ
ん
で
し
ょ
う
。

▲
そ
れ
は
皆
さ
ん
も
同
じ

思
い
で
し
ょ
う
が
、
日
米

は
軍
事
同
盟
を
結
ん
で
い

る
・
両
国
の
間
に
存
在
す

る
・
事
が
起
き
れ
ば
最
初

に
被
害
が
出
る
ん
だ
か
ら
。

▲
と
こ
ろ
が
安
倍
首
相
と

き
た
ら
、
あ
の
男
の
一
途

な
思
い
を
日
本
の
防
衛
と

称
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら

人
殺
し
の
道
具
を
買
い
揃

え
る
に
懸
命
な
ん
だ
。
年

寄
り
の
年
金
を
削
っ
て
ど

ん
な
物
を
買
っ
た
の
や
ら
。

▲
こ
の
日
・
国
連
で
は
新

し
い
制
裁
を
決
め
た
い
と

の
提
案
に
ロ
シ
ア
が
反
対

し
た
。
あ
れ
は
中
距
離
だ

か
ら
ま
だ
ア
メ
リ
カ
に
は

届
か
な
い
か
ら
な
ん
だ
と

サ
。
俺
に
ゃ
意
味
不
明
だ

が
、
そ
う
な
ん
だ
と
。

（
石
川
）

・
協
力
を
受
け
た
賜
物
で
、

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
」
と
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
た
い
。

寿
命
が
伸
び
た
の
は
、

医
療
発
達
も
あ
る
が
憲
法

の
お
陰
と
思
っ
て
い
る
。

医
療
は
驚
異
的
に
発
達
し

た
が
、
制
度
が
な
け
れ
ば

そ
の
恩
恵
に
預
か
れ
な
い

の
で
あ
る
。
戦
前
、
疾
病

は
個
人
責
任
で
多
く
の
人

は
医
療
を
受
け
ら
れ
ず
長

寿
で
き
な
か
っ
た
。

憲
法
が
保
障
し
た
。
９

条
で
平
和
で
あ
っ
た
こ
と
。

個
人
の
尊
厳
の

条
や
生

13

驚
か
な
い
時
代
に
な
っ
た
。

昔
か
ら
、
人
々
は
「
不

老
長
寿
」「
不
老
不
死
」
を

求
め
た
。
し
か
し
私
は
85

歳
に
な
っ
て
長
寿
を
十
分

に
達
成
し
た
と
思
っ
て
い

る
。
周
り
の
方
々
に
恵
ま

れ
、
沢
山
の
激
励
・
援
助

存
権
の

条
が
あ
っ
て
、

25

不
十
分
さ
や
問
題
点
も
あ

る
が
、
生
き
る
保
障
で
あ

る
公
的
年
金
、
健
康
保
険

な
ど
の
制
度
が
で
き
た
。

国
民
年
金
法
第
１
条
は「
国

民
年
金
制
度
は
、
日
本
国

憲
法
第
二
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
理
念
に
基
き
」

と
し
、
憲
法
に
基
づ
き
定

め
た
と
し
て
い
る
。
い
ず

れ
も
１
９
６
１(

昭
和

）
36

年
に
成
立
し
た
。
前
年
の

安
保
反
対
の
国
民
大
運
動

が
、
安
保
は
通
っ
て
し
ま

っ
た
が
大
き
な
力
に
な
っ

た
。

日
で

歳
に
な
る
。

18

85

「
よ
く
ぞ
生
き
た
も
の
だ
」

と
思
う
。
退
職
し
た

年
25

前
は
、
周
り
の
者
は

歳
70

ぐ
ら
い
で
終
わ
り
だ
ろ
う

と
言
い
私
も
同
感
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が

歳
な
ど

85

は
驚
か
ず
１
０
０
歳
で
も

鶴岡市消防団藤島方面隊（成澤正
喜隊長）の消防操法審査会が９日、
藤島体育館駐車場で行われました。
結果は①４ー１ー３(豊栄)②４ー

２ー３（宮東）③３ー４ー１(無音)
でした。
優勝した豊栄(写真)の消防団は８

月６日の県消防操法庄内支部大会に
出場します。

個人表彰は、指揮者・武田貢一(和
名川砂塚)、１番員・斎藤孝哉(宮東)、
２番員・布川祐輔(豊栄)、３番員・
高山勝也(無音)の各氏です。


