
四
月
四
日
、
二
十
校
目
の
市
立
中

学
校
と
な
る
桜
中
学
校
の
開
校
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
歴
史
の
始
ま
り
を
告
げ
る

式
典
は
、
三
年
生
の
上
野
友
莉
さ
ん

の
朗
読
で
開
幕
。「
明
日
へ
の
プ
ロ

ロ
ー
グ
」
と
い
う
自
作
の
詩
で
、
新

設
校
で
学
ぶ
意
欲
と
喜
び
を
語
り
ま

し
た
。
石
川
市
長
は
「
力
強
く
歩
み
、

校
名
の
よ
う
に
、
こ
の
学
校
も
満
開

の
花
を
つ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
」
と
、
お
祝
い
の
あ
い
さ
つ
。
加

藤
豪
之
助
校
長
は
「
こ
の
校
舎
に
生

命
を
吹
き
込
む
の
は
み
な
さ
ん
で

す
」
と
激
励
し
ま
し
た
。

桜
中
学
校
は
、
市
内
で
最
も
生
徒

数
が
多
か
っ
た
城
東
中
の
過
大
規
模

を
解
消
す
る
た
め
に
新
設
。
桜
小
学

校
区
域
の
子
ど
も
た
ち
が
通
い
、
十

四
学
級
、
四
百
九
十
一
人
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
三
階
建
て
の
校
舎
は

ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
の
さ
わ
や
か
な
外
観

で
、
内
部
に
は
随
所
に
木
材
が
使
わ

れ
、
ぬ
く
も
り
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

来
年
四
月
に
は
、
二
十
一
校
目
と

な
る
御
所
野
中
が
開
校
し
ま
す
。

外
旭
川
市
営
住
宅
の
敷
地
内
に
、

外
旭
川
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
が
完
成
し
、
四
月
七
日
、
開
所
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

市
内
十
一
か
所
目
の
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
の
施
設
で
、
市
営
住
宅
の
建

て
替
え
と
あ
わ
せ
て
整
備
す
る
の
は

旭
南
に
続
き
二
館
目
で
す
。

館
内
は
、
ゆ
っ
く
り
と
く
つ
ろ
げ

る
雰
囲
気
で
、
専
用
車
い
す
で
座
っ

た
ま
ま
入
浴
で
き
る
特
別
浴
室
も
設

け
て
い
ま
す
。
在
宅
で
介
護
が
必
要

な
お
年
寄
り
を
対
象
に
、
日
中
、
施

設
で
食
事
や
入
浴
な
ど
の
お
世
話
を

し
て
い
る
ほ
か
、
来
所
が
困
難
な
か

た
た
ち
へ
の
訪
問
入
浴
や
訪
問
給
食

も
行
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
今
年
度
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
て
、
四

月
か
ら
川
口
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
で
は
朝
と
夕
方
の
利
用
時
間

を
延
長
し
ま
し
た
。
ま
た
十
二
月
に

は
浜
田
地
区
に
も
新
し
い
セ
ン
タ
ー

が
で
き
る
予
定
で
す
。

高
清
水
の
丘
に
あ
る
奈
良
・
平
安

時
代
の
地
方
官
庁
跡
の
秋
田
城
跡

で
、
四
月
十
一
日
、
外
郭
東
門
・
築

地
塀
の
復
元
を
記
念
す
る
式
典
が
開

か
れ
ま
し
た
。

地
元
寺
内
地
区
の
み
な
さ
ん
を
は

じ
め
二
百
五
十
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
た

式
典
で
は
、
復
元
の
整
備
指
導
委
員

を
務
め
た
岡
田
茂
弘
さ
ん
が
高
ら
か

に
開
門
を
宣
言
。
朱
塗
り
の
大
き
な

門
扉
が
厳
か
に
開
か
れ
ま
し
た
。

さ
っ
そ
く
門
を
通
り
抜
け
た
参
加

者
か
ら
は
「
白
と
朱
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
き
れ
い
だ
し
、
造
り
も
立
派
で
、

こ
の
あ
た
り
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
」

と
、
喜
び
の
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
角
が
当
時
の
ま
ま
現
代
に

よ
み
が
え
っ
た
秋
田
城
。
東
門
を
復

元
し
た
一
帯
は
、
平
安
の
井
戸
や
古

代
の
沼
も
復
元
し
、
散
策
路
も
巡
ら

し
た
史
跡
公
園
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
散
策
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

四
月
十
七
日
、
新
し
い
新
屋
図
書

館
が
美
術
工
芸
短
大
の
敷
地
内
に
開

館
し
ま
し
た
。
大
学
開
放
セ
ン
タ
ー

「
ア
ト
リ
エ
も
も
さ
だ
」
に
隣
接
し
、

旧
食
糧
倉
庫
も
倉
庫
棟
と
し
て
活
用

し
て
い
ま
す
。
旧
図
書
館
に
比
べ
約

六
・
五
倍
も
広
く
、
蔵
書
も
一
万
二

千
冊
増
え
四
万
八
千
冊
に
な
り
ま
し

た
。開

館
後
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
連

れ
て
さ
っ
そ
く
絵
本
を
借
り
た

お
母
さ
ん
は
、「
絵
本
コ
ー
ナ

ー
は
表
紙
を
向
け
て
あ
る
の

で
、
子
ど
も
で
も
選
び
や
す
い

と
思
い
ま
す
。
天
井
が
高
く
て

開
放
感
が
あ
っ
て
い
い
で
す

ね
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

館
内
に
は
新
屋
地
区
の
地
場
産

業
で
も
あ
る
お
酒
の
資
料
コ
ー

ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。

畳
を
敷
い
た
ス
ペ
ー
ス
も
あ

り
中
庭
が
屋
外
読
書
ス
ペ
ー
ス

に
な
る
な
ど
、
く
つ
ろ
い
だ
雰

囲
気
で
ゆ
っ
く
り
と
本
に
親
し

む
こ
と
が
で
き
る
工
夫
が
随
所

に
凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
し

い
図
書
館
で
読
書
の
春
を
楽
し

ん
で
く
だ
さ
い
。

さ
き
ご
ろ
市
教
育
委
員
会
は
、「
天

徳
寺
仁
王
像
」
と
楢
山
登
町
の
「
倉

稲
魂
神
碑(

う
か
の
み
た
ま
の
か
み

ひ)

」
を
市
指
定
文
化
財
と
し
ま
し
た
。

天
徳
寺
仁
王
像
は
、
泉
三
嶽
根
の

天
徳
寺
山
門
に
置
か
れ
て
い
る
木
製

の
仏
像
で
す
。
高
さ
約
三
・
二
メ
ー

ト
ル
の
「
阿
形(

あ
ぎ
ょ
う)

」
と
「
吽

形(

う
ん
ぎ
ょ
う)

」
が
山
門
の
右
と
左

に
一
体
ず
つ
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

寛
政
九
年(

一
七
九
七)

に
、
当
代
一

の
大
仏
師
・
七
条
左
京
が
、
九
代
秋

田
藩
主
・
佐
竹
義
和
の
依
頼
で
造
っ

た
県
内
で
も
数
少
な
い
仏
像
で
す
。

倉
稲
魂
神
碑
は
、
楢
山
登
町
の
鹿

嶋
神
社
境
内
に
弘
化
二
年(

一
八
四

五)

に
建
て
ら
れ
た
石
碑
で
す
。
当

時
、
楢
山
地
区
に
は
旭
川
の
船
着
き

場
が
あ
り
、
石
碑
は
積
み
降
ろ
し
作

業
で
こ
ぼ
れ
落
ち
た
籾
米
を
供
養
す

る
た
め
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
当
時

の
民
間
信
仰
を
知
る
う
え
で
、
貴
重

な
資
料
に
な
り
ま
す
。

毎月第4金曜日号でお伝えします�
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新
し
い
市
文
化
財
に

仁
王
像
と
石
碑
を
指
定

秋
田
城
跡
に

新
た
な
シ
ン
ボ
ル
誕
生

外
旭
川
市
営
住
宅
に

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

真
新
し
い
校
舎
に
胸
踊
ら
せ

桜
中
学
校
が
開
校

新
屋
図
書
館
が
移
転
し

新
装
オ
ー
プ
ン

加藤校長の激励に真剣な眼差しでこたえる桜中生徒

利用者も参加して開所のテープカット

昔の人もこのように完成を喜んだのかもしれません

開館当日から多くのかたが訪れました

鹿嶋神社の倉稲魂神碑 天徳寺山門の阿形(右)と吽形(左)
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