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奈
佐
小
学
校
は
、
豊
岡
市
奈
佐

地
域
を
通
る
、
県
道
辻
・
福
田
線

沿
い
に
あ
る
、
全
校
児
童　

人
の

８６

学
校
で
す
。

　

こ
の
学
校
に
通
う
、
児
童
会
長

の
本
田
光
知
さ
ん（
６
年
生
）に
、

奈
佐
小
学
校
の
い
い
所
や
、
お
も

し
ろ
い
所
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。

　

本
田
さ
ん
は
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

部
・
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
部
に
所
属

し
て
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
が
大
好
き

で
す
。
ま
た
、
幼
稚
園
か
ら
続
け

て
い
る
ピ
ア
ノ
や
、
２
年
前
か
ら

始
め
た
三
味
線
が
特
技
で
、「
将
来

奈
佐
小
学
校
 

案
内
者
 
本
田
 
光
知
 さ
ん
 

み
 
ち
 

2

は
音
楽
の
先
生
に
な
り
た
い
」
と

い
う
夢
を
持
つ
児
童
で
す
。

　

私
の
学
校
を
紹
介
し
ま
す
。
学

校
で
一
番
楽
し
い
行
事
は
、
三
世

代
交
流
そ
ば
会
で
す
。

　

こ
の
そ
ば
会
は
、
毎
年　

月
に

１２

行
わ
れ
、
学
校
・
公
民
館
・
地
域

の
方
が
一
体
と
な
っ
て
、
ふ
る
さ

と
の
伝
統
の
味
を
守
ろ
う
と
、　
３０

年
以
上
続
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

自
分
た
ち
が
育
て
て
刈
り
取
っ

た
そ
ば
の
実
を
材
料
に
し
て
、５
・

６
年
生
の
児
童
が
、
奈
佐
地
域
の

長
寿
会
の
方
々
に
そ
ば
の
打
ち
方

を
教
わ
り
な
が
ら
打
ち
ま
す
。
そ

し
て
、
私
た
ち
の
お
父
さ
ん
が
そ

ば
を 
茹 
で
、
お
母
さ
ん
が
手
際
よ

ゆ

く
盛
り
付
け
て
い
き
ま
す
。

　

で
き
あ
が
っ
た
そ
ば
は
、
地
域

の
方
や
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

と
一
緒
に
全
校
児
童
で
食
べ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
台
風
で
被
災
し
た
新

田
小
学
校
と
三
江
小
学
校
の
児
童

会
の
皆
さ
ん
も
参
加
し
ま
し
た
。

　

和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
そ
ば

打
ち
を
教
わ
っ
た
お
礼
に
、
地
域

の
方
に
肩
た
た
き
を
し
て
あ
げ
た

り
、
三
味
線
・
横
笛
・
太
鼓
な
ど

で
演
奏
す
る
奈
佐
節
に
合
わ
せ
て
、

私
た
ち
が
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。

　

奈
佐
節
は
江
戸
時
代
中
期
に
生

ま
れ
、
戦
後
、
奈
佐
節
保
存
会
が

発
足
し
て
奈
佐
小
学
校
児
童
を
対

象
に
指
導
さ
れ
、
私
た
ち
が
引
き

継
い
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
ば
会
終
了
後
、
地
域

の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
を
訪
問

し
て
、
そ
ば
を
お
裾
分
け
し
ま
す
。

▲三味線で奈佐節を演奏する本田さ
ん（写真右）

　

竹
野
町
轟
地
区
の
「
蓮
華
寺
古

代
太
鼓
踊
保
存
会
」
は
、
現
代
に

太
鼓
踊
り
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
平

成
４
年
に
発
足
し
ま
し
た
。
現
在

は
会
員
数　

人
で
す
。

１６

　

太
鼓
の
打
ち
方
、
唄
い
方
な
ど

資
料
が
残
っ
て
い
な
い
中
、
保
存

会
会
長
の
井
垣
登
さ
ん
が
中
心
と

な
っ
て
、
幼
少
の
頃
に
太
鼓
踊
り

の
経
験
を
し
た
方
の
記
憶
を
頼
り

に
し
て
再
現
し
ま
し
た
。

　

轟
の
太
鼓
踊
り
は
、
県
指
定
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

成
立
や
由
来
に
つ
い
て
は
不
明
で

す
が
、
遅
く
と
も　

世
紀
初
め
に

１９

は
踊
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

衣
装
は
浴
衣
に
し
ご
き
の
帯
が

基
本
で
、
踊
り
手
は
踊
り
や
す
い

よ
う
に
浴
衣
を
短
め
に
端
折
り
、

頭
に
は
花
笠
を
か
ぶ
り
、
直
径
約

　

セ
ン
チ
の
締
太
鼓
を
２
本
の
竹

３０で
挟
み
、
紐
で
腰
に
固
定
し
ま
す
。

　

全　

曲
あ
る
古
代
太
鼓
踊
唄
を

１１

唄
い
手
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
念
仏

調
で
唄
い
あ
げ
、
踊
り
手
が
唄
に

合
わ
せ
て
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
踊

り
ま
す
。

　

時
を
経
て
も
踊
り
方
や
表
現
方

法
・
衣
装
な
ど
に
あ
ま
り
手
が
加

え
ら
れ
ず
、
太
鼓
踊
り
発
祥
時
の

原
形
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

太
鼓
踊
り
は
、
毎
年
８
月　

日
１４

に
蓮
華
寺
の
本
堂
で
行
わ
れ
る
盆

行
事
の
一
つ 
施  
餓  
鬼 
供
養
と
、　

せ 

が 

き

１０

月
末
の
蓮
華
寺
紅
葉
祭
り
で
披
露

さ
れ
ま
す
。
６
月
と
７
月
に
か
け

て
毎
週
練
習
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

井
垣
さ
ん
は
、「
太
鼓
踊
り
の
再

現
は
大
変
で
し
た
。
今
後
は
途
絶

え
な
い
よ
う
に
、
メ
ン
バ
ー
一
丸

と
な
っ
て
活
動
し
て
い
き
ま
す
」

と
力
強
く
話
し
て
い
ま
し
た
。

「 
蓮  
華  
寺 
古
代
太
鼓
踊
保
存
会
」　 
会
長　

井
垣　

登 
さ
ん

れ
ん 

げ 

じ

 
轟 
の
太
鼓
踊
り

と
ど
ろ
き

▲衣装を着て、太鼓踊りをする保存会の皆さん

▲奈佐小学校の全景。周囲には山あいの
田園風景がひろがる。

　

奈
佐
小
学
校
で
は　

月　

日
、

１１

２５

近
畿
特
別
活
動
研
究
会
が
行
わ
れ

る
予
定
で
、
分
科
会
の
学
級
活
動

で
は
議
題
に
沿
っ
て
児
童
た
ち
が

自
主
的
に
話
合
い
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
域
と
の
交
流

や
体
験
活
動
を
通
じ
て
、
児
童
た

ち
が
自
分
で
考
え
て
行
動
し
て
い

け
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。


