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長蔵寺（ちょうぞうじ）



長蔵寺（ちょうぞうじ）



長蔵寺の伝説「親なぎ洞」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

親
　
投
　
洞

お
や
　
な
ぎ
　
ど
う

　
熊
切
の
県
道
の
長
蔵
寺
を
ぬ
け
て
、
石
打
松
下
に
登
る
急
な

坂
道
に
か
か
ろ
う
と
す
る
所
に
高
い
橋
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の

下
を
見
る
と
、
熊
切
川
が
清
く
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
少

し
下
に
親
投
洞
と
呼
ば
れ
て
い
る
ふ
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
は

今
の
よ
う
な
り
っ
ぱ
な
道
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
び
し

い
森
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
昔
、
た
ち
の
悪
い
む
す
こ
が
い
て
、
親
た
ち
が
い
て
は
食
糧

も
た
く
さ
ん
い
る
し
、
自
分
も
自
由
に
な
ら
な
い
の
で
、
親
を

捨
て
れ
ば
よ
い
と
思
い
こ
み
、
親
の
悲
し
む
の
も
か
ま
わ
ず
、

こ
も
で
ぐ
る
ぐ
る
ま
い
て
、
人
目
を
忍
ん
で
今
の
親
投
洞
に
捨

て
た
の
で
す
。
捨
て
ら
れ
た
親
の
う
め
き
声
が
深
い
谷
間
を
伝

わ
っ
て
、
悲
し
く
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
す
こ
し
た
っ
て
後
、
村
里
の
若
者
の
間
に
う
わ
さ

が
立
ち
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
は
、
食
糧
も
不
足
し
て
い
た
時

代
な
の
で
、
い
つ
年
老
い
た
親
た
ち
は
、
次
々
と
こ
の
親
投
洞

に
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
以
来
、
こ
の
ふ
ち
は
、
親
投
洞
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ぞ
う
じ

い
し
う
ち
ま
つ
し
た

お
や
な
ぎ
ど
う



石打松下（いしうちまつした）



石打松下の伝説「へびぶち」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

へ
び
ぶ
ち

　
新
宮
の
池
か
ら
に
げ
て
き
た
大
じ
ゃ
（
※
）

は
、
塩
が
ほ
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
美

し
い
女
の
人
に
ば
け
、
い
も
の
葉
を
持
ち
、
下

出
さ
ん
と
い
う
人
の
家
に
立
ち
ま
し
た
。

　
「
ど
う
か
、
こ
の
葉
に
、
塩
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
。
」
と
や
さ
し
い
声
で
た
の
み
ま
し
た
。

　
塩
を
も
ら
う
と
、
じ
ゃ
体
（
へ
び
の
体
）
を

あ
ら
わ
し
、
海
の
波
の
よ
う
な
う
な
り
声
を
た

て
て
、
前
の
川
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
、
こ
の
ふ
ち
を
、
へ
び
ぶ
ち
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。

※
　
和
泉
平
の
伝
説
「
新
宮
池
の
大
じ
ゃ
②
」
を

　
ご
参
照
く
だ
さ
い
。



田黒（たぐろ）



筏戸大上（いかんどおおかみ）



筏戸大上の伝説「日暮しの松」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

日
暮
し
の
松

　
天
野
美
濃
守
が
は
ぎ
の
城
主
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
と
て
も
食
べ
物
に

困
っ
て
お
り
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
山
を
切
り
ひ
ら
い
て
、
や
ぶ
焼
き

を
し
、
山
作
り
を
し
、
と
っ
た
も
の
を
食
糧
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
美
濃
守
に
仕
え
て
い
る
刀
か
じ
の
大
上
伝
衛
門
の

下
女
が
、
山
の
畑
に
昼
飯
を
持
っ
て
い
行
こ
う
と
し
て
、
飯
び
つ
を
背

負
っ
て
、
道
を
急
い
で
お
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
途
中
で
大
き
な
熊
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
慌
て
て
逃
げ

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
と
て
も
逃
げ
き
れ
ず
、
一
本
の
松
の
木
に
よ
じ

登
り
ま
し
た
。

　
熊
は
お
こ
っ
て
、
松
の
木
に
と
び
つ
き
は
じ
め
ま
し
た
。

　
「
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
。
」

　
下
女
は
、
ほ
と
ほ
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
熊
は
、
だ
ん
だ
ん
高
く
ま
で
登
っ
て
き
ま
し
た
。
前
足
が
女
の
足
元

ま
で
と
ど
く
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

　
下
女
は
、
背
負
っ
て
い
た
飯
び
つ
か
ら
シ
ャ
モ
ジ
を
取
り
だ
し
て
、

熊
の
足
を
力
ま
か
せ
に
ピ
シ
ャ
ピ
シ
ャ
な
ぐ
り
つ
け
ま
し
た
。
…
…
…

そ
う
し
て
、
長
い
間
、
戦
っ
て
い
ま
す
と
、
熊
の
足
の
つ
め
の
と
こ
ろ

か
ら
、
血
が
に
じ
ん
で
き
ま
し
た
。

　
苦
し
く
な
っ
た
熊
は
、
夕
暮
れ
の
山
の
中
を
、
痛
む
足
を
引
き
ず
り

な
が
ら
逃
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
下
女
は
、
や
っ
と
、
木
か
ら
下
り
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日
は
、

す
で
に
、
と
っ
ぷ
り
と
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
…
…
…
そ
こ
で
、
今
な
お
、

下
女
と
熊
が
争
っ
た
松
の
こ
と
を
日
暮
し
の
松
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

あ
ま
の
み
の
の
か
み

み
の
の
か
み

お
お
か
み
で
ん
え
も
ん



五和（ごわ）



越木平（こしきだいら）



越木平－賀々沢（かかんざわ）



牧野（まきの）



花島（はなじま）



大時（おおとき）



田河内（たごうち）



田河内（たごうち）



田河内の伝説「たる山の雨ごい」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

た
る
山
の
雨
ご
い

　
た
る
山
の
ふ
も
と
に
滝
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

滝
の
近
く
に
カ
メ
形
に
掘
ら
れ
た
穴
が
あ
り
ま

す
。
夏
日
照
が
つ
づ
き
水
不
足
に
な
る
と
村
人

が
こ
の
滝
に
き
て
、
カ
メ
形
に
掘
ら
れ
た
穴
を

洗
い
清
め
れ
ば
そ
の
し
る
し
が
す
ぐ
に
あ
ら
わ

れ
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
雨
ご

い
に
は
原
山
・
越
木
平
・
海
老
頭
の
村
人
も
多

く
き
ま
す
が
、
や
は
り
田
河
内
の
農
民
の
雨
ご

い
の
方
が
は
る
か
に
そ
の
き
き
め
が
あ
る
そ
う

で
す
。

わ
ら
や
ま

こ
し
き
だ
い
ら

え
び
と
う



田河内の伝説「朝寝坊の殿様」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

朝
寝
坊
の
殿
様

　
昔
、
田
河
内
の
殿
様
と
原
山
の
殿
様
と
が
、
そ
の
境
を
決
め

る
こ
と
で
、
長
い
間
争
っ
て
い
ま
し
た
が
な
か
な
か
、
境
が
お

互
い
の
承
知
の
で
き
る
よ
う
に
話
し
合
い
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
と
う
と
う
次
の
よ
う
な
相
談
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

「
い
つ
ま
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
は
ら
ち
が
あ

　
き
ま
せ
ん
。
あ
し
た
、
両
方
の
殿
様
が
朝
　
早
起
き
を
し
て
、

　
お
互
い
に
お
城
か
ら
国
境
に
む
か
っ
て
歩
い
て
き
て
、
出

　
会
っ
た
所
を
境
と
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
ょ
う
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
い
よ
い
よ
翌
朝
、
殿
様
は
、
い
つ
も
よ
り
は
や
く
起
き
て
、

境
に
む
か
っ
て
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。

　
一
方
、
田
河
内
の
殿
様
は
、
う
っ
か
り
ね
す
ぎ
て
目
が
さ
め

た
時
は
、
も
う
、
夜
が
明
け
て
か
ら
だ
い
ぶ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

び
っ
く
り
し
て
と
び
起
き
て
し
た
く
も
そ
こ
そ
こ
に
し
て
、
走

る
よ
う
に
境
に
む
か
っ
て
歩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

一
と
き
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
原
山
の
殿
様
に
出
会
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
約
そ
く
通
り
、
そ
こ
を
境
に
決
め
ま
し
た
。

わ
ら
や
ま

く
に
ざ
か
い



和泉平（いずみだいら）



和泉平－新宮池（しんぐういけ）



和泉平の伝説「新宮池の大じゃ①」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

新
宮
池
の
大
じ
ゃ
①

　
和
泉
平
の
山
頂
に
大
き
な
池
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ

と
り
に
新
宮
さ
ま
の
ほ
こ
ら
が
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
七
月
二
十
五
日
に
は
お
祭
り
が
あ
り
、
舟
屋
台

が
池
に
う
か
べ
ら
れ
て
、
に
ぎ
や
か
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
池
に
こ
ん
な
い
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
池
は
、
大
む
か
し
は
田
ん
ぼ
で
し
た
が
、
そ
の

む
か
し
、
こ
こ
の
長
者
の
娘
が
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
に
咲
い

て
い
る
花
を
と
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
花

は
、
大
じ
ゃ
が
化
け
て
い
た
の
で
し
た
。
大
じ
ゃ
は

怒
っ
て
田
ん
ぼ
を
あ
ば
れ
回
り
、
と
う
と
う
田
ん
ぼ
は

掘
れ
て
、
大
き
な
池
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
大
じ
ゃ
は
、
そ
の
池
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。

し
ん
ぐ
う

ふ
ね
や
た
い

ち
ょ
う
じ
ゃ

だ
い



和泉平の伝説「新宮池の大じゃ②」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

新
宮
池
の
大
じ
ゃ
②

　
新
宮
の
池
に
は
、

　
ま
た
、
こ
ん
な
伝
え
も
あ
り
ま
す
。

　
む
か
し
、
こ
の
池
に
、
一
ぴ
き
の
大
じ
ゃ
が
住
ん
で

い
ま
し
た
。
こ
の
大
じ
ゃ
は
な
か
な
か
悪
い
大
じ
ゃ
で
、

時
々
、
畑
や
山
を
荒
し
村
人
を
困
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
村
人
た
ち
が
何
回
も
池
に
来
て
た
の
み
ま
す

が
、
大
じ
ゃ
は
聞
き
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
村
人
た
ち

は
相
談
し
て
、
大
ぜ
い
で
焼
き
石
を
池
に
投
げ
入
れ
て

こ
ら
し
め
ま
し
た
。

　
さ
す
が
の
大
じ
ゃ
も
、
と
う
と
う
わ
ら
山
を
通
っ
て

え
い
山
の
池
に
に
げ
て
行
き
ま
し
た
。

　
こ
の
新
宮
の
池
も
、
信
州
の
諏
訪
湖
の
水
が
通
っ
て

い
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　

し
ん
ぐ
う

や
ま

だ
い

お
お



砂川（いさがわ）



砂川の伝説「かまんどのへび」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

か
ま
ん
ど
の
へ
び

　
む
か
し
、
砂
川
の
か
ま
ん
ど
と
い
う
所
に
、

へ
び
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
こ
の
へ

び
が
し
も
く
ん
沢
に
行
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
人
々
が
留
守
に
な
る
と

そ
の
へ
び
は
機
織
り
を
し
た
そ
う
で
す
。

　
人
々
は
、
へ
び
の
好
き
な
「
ゆ
う
ご
の
葉
」

に
塩
を
包
ん
で
や
り
ま
し
た
。
へ
び
は
と
て
も

よ
ろ
こ
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
し
も
く
ん
沢
で
は
、
今
も
、
へ
び
の
き
ら
う

「
シ
ョ
ウ
ガ
」
を
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　

さ
わ

は
た
お



領家（りょうけ）－秋葉神社下社



秋葉山の伝説「秋葉の天狗」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

秋
葉
の
天
狗

　
む
か
し
か
ら
、
十
一
月
十
六
日
の
お
祭
り
の

日
に
は
、
秋
葉
山
の
法
印
様
が
、
山
の
四
方
へ

天
狗
様
を
お
迎
え
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
お
目
に
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
た
い
ま

つ
を
捨
て
て
、
お
山
に
帰
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
お
迎
え
に
行
っ
て
、
お
目
に
か

か
っ
た
場
所
は
、
あ
る
人
は
お
山
か
ら
一
町
、

あ
る
人
は
一
里
、
ま
た
あ
る
人
は
五
町
と
い
う

よ
う
に
、
各
々
み
ん
な
ち
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
、

お
山
に
帰
り
つ
く
と
き
は
、
同
じ
だ
そ
う
で
、

た
い
そ
う
不
思
議
が
ら
れ
て
い
ま
す
。
　

お
の
お
の

ほ
う
え
ん



若身（わかみ）



堀之内（ほりのうち）



犬居の伝説「堤防をとめた二ひきの竜」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

堤
防
を
と
め
た
二
ひ
き
の
竜

　
む
か
し
、
春
野
町
犬
居
は
よ
く
気
田
川
の
こ
う
水
で
田
畑
が

あ
ら
さ
ら
れ
て
、
村
人
は
と
て
も
こ
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　
あ
る
年
、
や
は
り
大
水
が
で
て
、
犬
居
の
て
い
防
が
今
に
も

き
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
村
人
は
ひ
っ
死
に
な
っ
て
こ
れ
を

防
ぎ
ま
し
た
が
、
水
か
さ
は
ま
す
ば
か
り
で
す
。
そ
し
て
あ
れ

く
る
う
ど
ろ
水
は
、
今
に
も
て
い
防
を
や
ぶ
っ
て
村
の
中
に
流

れ
こ
み
そ
う
で
す
。
て
い
防
の
土
の
大
き
な
か
た
ま
り
は
、
も

の
す
ご
い
音
を
た
て
て
け
ず
り
と
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
も
は
や

人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　
村
人
は
心
で
神
に
い
の
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
全
力
を
つ
く

し
て
水
を
防
ぎ
と
め
ま
し
た
。
と
、
と
つ
然
黒
雲
が
お
こ
り
、

風
に
の
っ
て
二
ひ
き
の
竜
が
あ
ら
わ
れ
て
、
す
で
に
き
れ
よ
う

と
す
る
て
い
防
を
な
ん
な
く
防
ぎ
と
め
て
く
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
二
ひ
き
の
竜
の
お
か
げ
で
犬
居
の
町
は
田
畑
や

家
を
流
さ
れ
ず
に
す
み
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
こ
の
町
で
は

つ
な
ん
び
き
と
い
っ
て
五
月
五
日
の
日
に
竜
の
形
を
竹
で
つ
く

り
、
ね
り
あ
る
き
ま
す
。

ず
い

ぜ
ん



熊切・犬居の伝説「ホッチョばあ」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

ホ
ッ
チ
ョ
ば
あ

　
熊
切
の
青
塔
の
山
の
中
で
、
む
か
し
か
ら
、
夕
方
通

る
と
ば
か
さ
れ
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　
あ
る
一
人
の
こ
び
き
が
夕
方
う
す
暗
い
こ
ろ
、
家
に

む
か
っ
て
こ
の
山
の
中
を
歩
い
て
い
ま
す
と
、
杉
の
葉

が
気
味
悪
く
ゆ
す
れ
合
っ
た
と
思
う
と
、
行
く
手
の
道

へ
一
人
の
ば
あ
さ
ん
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

　
手
ぬ
ぐ
い
を
ぶ
ら
り
と
だ
ら
し
な
く
さ
げ
、
そ
の
人

の
そ
ば
ま
で
き
て
、
か
た
に
手
を
か
け
ま
し
た
。
そ
の

人
は
お
そ
ろ
し
く
な
っ
て
大
声
で
ど
な
っ
て
、
二
、
三

歩
あ
と
ざ
り
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
は
も
う
、
そ
の

姿
は
消
え
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
熊
切
の
坊
山
と
犬
居
の
古
奈
良
安
と
は
む
か

い
合
っ
て
い
ま
す
。
古
奈
良
安
で
祭
り
や
お
祝
を
す
る

と
坊
山
で
も
や
る
よ
う
に
物
音
が
聞
え
た
り
、
夜
あ
か

り
が
見
え
た
り
す
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
青

塔
の
よ
う
怪
が
ご
う
を
し
て
み
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

言
っ
て
い
ま
す
。

せ
い
と
う

ぼ
う
や
ま

こ
な
ら
や
す

き
こ



豊岡（とよおか）



勝坂（かっさか）



勝坂の伝説「灰なわ」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

灰
な
わ

　
勝
坂
の
北
の
方
に
、
「
灰
な
わ
」
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。

　
む
か
し
こ
の
山
に
、
た
い
へ
ん
親
孝
行
な
む
す
こ
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
風
習
で
は
、
年
を
と
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
老
人

は
、
奥
山
へ
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
む
す
こ
だ
け

は
、
年
と
っ
た
母
を
ど
う
し
て
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
、
こ
っ
そ
り
家
の
中
に
と
め
て
、
孝
養
を
つ
く
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
領
主
様
が
、
「
灰
な
わ
」
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に

命
じ
ま
し
た
。
灰
で
作
っ
た
な
わ
な
ん
て
、
考
え
て
み
て
も
無
理
な
こ
と
で

す
ね
。
村
人
た
ち
は
、
全
く
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
む
す
こ
も
、
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
日
ご
ろ
尊
敬
し
て
い
る
老

い
た
母
に
そ
の
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。

　
母
は
、
し
ば
ら
く
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

「
そ
れ
は
、
よ
く
た
た
い
た
わ
ら
で
堅
く
な
わ
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
焼
い
て

ご
ら
ん
。
」

　
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
む
す
こ
は
、
母
の
言
う
通
り
に
な
わ
を
作
っ
て
、
領
主
に
さ
し
上
げ

ま
し
た
。
領
主
は
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
、
た
く
さ
ん
の
ご
ほ
う
び
を
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
そ
の
上
、

「
ど
う
し
て
こ
の
灰
な
わ
を
作
る
方
法
を
知
っ
た
の
か
。
」

　
と
き
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
む
す
こ
は
、
一
部
始
終
を
く
わ
し
く

領
主
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　
領
主
も
い
ま
さ
ら
な
が
ら
老
人
の
尊
さ
を
感
じ
て
、
そ
の
後
は
、
老
人
を

捨
て
る
風
習
を
や
め
る
よ
う
に
ふ
れ
を
出
し
ま
し
た
。

こ
う
よ
う



杉－瀬居（せい）



杉－平城（ひらじょう）



杉－高杉（たかすぎ）



杉－門島（かどしま）



杉－居寄（いより）



杉－気田子（けたご）



川上－大村（おおむら）



川上－麦島（むぎしま）



川上の伝説「なべ石の伝説」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

な
べ
石
の
伝
説

　
川
上
の
村
か
ら
川
を
さ
か
っ
て
い
き
ま
す
と
、
約
二
里
位
上

流
に
な
べ
の
形
を
し
た
大
き
な
石
が
あ
り
ま
す
。

　
む
か
し
、
こ
の
近
く
の
川
に
毒
へ
び
が
住
ん
で
い
て
、
牛
や

馬
に
害
を
与
え
る
ば
か
り
か
、
人
に
ま
で
も
害
を
加
え
村
人
か

ら
お
そ
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
時
、
天
地
が
な
り
ひ
び
い
て
大
き
な
石
が
落

ち
て
き
て
こ
の
毒
へ
び
を
打
ち
こ
ろ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
村

人
は
、
こ
の
毒
へ
び
の
た
た
り
を
心
配
し
て
、
そ
の
骨
を
ほ
こ

ら
に
入
れ
て
お
ま
つ
り
し
ま
し
た
。

　
こ
の
大
き
な
石
が
な
べ
石
と
い
わ
れ
る
石
で
、
お
も
て
が
く

ぼ
ん
で
い
て
、
い
つ
も
雨
水
を
た
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
毒
へ

び
の
精
が
こ
の
石
に
の
り
う
つ
っ
て
い
て
、
毒
へ
び
が
の
ど
が

か
わ
い
た
と
き
に
の
む
水
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
な
べ
石
の
水
を
く
み
だ
す
と
大
じ
ゃ
の
精
は
、
た
ち
ま

ち
雲
を
お
こ
し
、
雨
を
呼
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
夏

に
、
日
照
り
が
つ
づ
き
ま
す
と
、
大
じ
ゃ
を
ま
つ
っ
て
あ
る
お

堂
に
お
ま
い
り
し
て
か
ら
こ
の
雨
水
を
く
み
だ
し
て
雨
ご
い
を

す
る
そ
う
で
す
。

だ
い



宮川の伝説「城山小僧」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

城
山
小
僧

　
今
か
ら
二
十
年
ほ
ど
前
、
平
木
の
村
で
四
、
五
才
の
幼
児
が
子
守
と
遊
ん

で
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
姿
が
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
村
中
、

お
お
さ
わ
ぎ
を
し
て
さ
が
し
ま
わ
っ
た
あ
げ
く
、
そ
の
日
の
夕
方
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
里
か
ら
十
四
町
ほ
ど
登
り
つ
め
た
城
山
の
草
む
ら
の
中
に
、
傷
一

つ
お
わ
ず
無
事
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
お
と
な
で
も
行
け
な
い
と
こ
ろ
で
す

か
ら
、
こ
れ
は
き
っ
と
城
山
小
僧
の
仕
わ
ざ
に
ち
が
い
な
い
と
、
そ
の
こ
ろ

た
い
へ
ん
な
評
判
で
し
た
。

　
昔
、
こ
の
城
山
の
木
を
切
る
こ
と
に
な
っ
て
、
七
人
の
き
こ
り
が
山
に
は

い
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
人
で
は
都
合
が
悪
い
と
い
う
の
で
、
人
を
も

う
一
人
さ
が
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
相
談
し
て
、
一
つ
の
わ
ら
人
形
を
作
り
食
べ
る
こ
と
か
ら
ね
る

こ
と
ま
で
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
、
そ
の
日
そ
の
日
を
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
、
仕
事
も
終
え
た
の
で
一
同
は
、
わ
ら
人
形
を

残
し
て
そ
の
ま
ま
引
き
あ
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
人
の
人
た

ち
が
同
じ
人
間
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
人
形
に
た
ま
し
い
が
移
っ
て
、
と
き
ど

き
、
里
へ
出
て
来
て
は
わ
ざ
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
も
土
地
の
人
は
、

こ
れ
を
城
山
小
僧
と
呼
ん
で
お
そ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
あ
る
伝
え
に
よ
り
ま
す
と
、
「
城
山
の
峠
の
草
む
ら
に
、
子
ど
も

が
う
つ
ぶ
し
て
ひ
ん
死
の
状
態
に
あ
る
の
を
見
つ
け
出
し
て
、
家
に
つ
れ
て

帰
り
か
い
ほ
う
し
ま
し
た
が
、
か
い
な
く
と
う
と
う
死
に
ま
し
た
。
」
と
書

か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
、
城
山
小
僧
を
見
た
人
が
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
白
髪
の
老
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

じ
ょ
う
や
ま
こ
ぞ
う

ひ
ら
き

じ
ょ
う
や
ま



植田（うえった）の伝説「桜ぶちの大じゃ」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

桜
ぶ
ち
の
大
じ
ゃ

　
春
野
町
植
田
の
村
の
は
ず
れ
に
深
い
ふ
ち
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
岩
ぺ

き
に
大
じ
ゃ
の
す
む
ど
う
く
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
な
の
底
は
、
小

笠
郡
の
桜
ヶ
池
に
通
じ
る
と
い
う
伝
え
か
ら
「
桜
ぶ
ち
」
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
野
尻
の
あ
る
家
に
美
し
い
娘
が
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
毎
夜
、

若
い
男
が
か
よ
っ
て
来
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
に
母
に
し
ら
れ
て
、
そ
の
後
は
げ
ん
重
に
戸
じ
ま
り
を
し

て
お
き
ま
す
が
、
そ
の
男
は
音
も
な
く
き
て
風
の
よ
う
に
か
え
っ
て
い

き
ま
す
。
母
も
不
思
ぎ
に
思
っ
て
、
娘
に
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。
娘
は
、

「
そ
の
ひ
と
の
手
足
は
冷
た
く
、
す
わ
っ
た
所
は
し
っ
と
り
と
し
め
っ

て
い
る
。
」

と
答
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
母
は
び
っ
く
り
し
て
、
そ
の
正
体
を
み
と
ど

け
る
よ
う
に
い
い
つ
け
て
、
は
り
を
男
の
頭
に
さ
し
て
、
そ
の
は
り
に

糸
を
つ
な
い
で
お
く
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。

　
夜
に
な
っ
て
男
が
き
ま
し
た
の
で
、
帰
り
ぎ
わ
に
母
の
教
え
た
通
り

に
頭
に
は
り
を
つ
き
さ
し
ま
し
た
。
男
は
な
ま
ぐ
さ
い
な
ん
と
も
い
え

ぬ
に
お
い
を
残
し
て
、
も
の
す
ご
い
音
を
た
て
て
で
て
に
げ
ま
し
た
。

　
よ
く
朝
、
糸
を
た
ぐ
っ
て
ゆ
く
と
、
桜
ぶ
ち
に
ま
っ
赤
な
血
に
そ

ま
っ
て
、
大
じ
ゃ
が
死
ん
で
お
り
ま
し
た
。

　
今
で
も
気
田
川
の
流
れ
が
、
そ
の
ど
う
く
つ
を
流
れ
る
と
き
は
、
長

者
の
家
は
栄
え
る
し
、
流
れ
が
向
こ
う
ぎ
し
に
い
く
と
お
と
ろ
え
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
い

う
え
っ
た

の
じ
り



石切（いしきり）の伝説「那須与一の屋敷跡」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

那
須
与
一
の
屋
敷
跡

　
石
切
堺
田
京
に
那
須
与
一
の
屋
敷
跡
と
い
わ
れ
て

い
る
所
が
あ
り
ま
す
。

　
む
か
し
、
こ
の
地
方
の
先
祖
に
、
入
手
清
左
衛
門
、

入
手
小
五
郎
と
い
う
兄
弟
が
あ
り
ま
し
た
。

　
兄
の
清
左
衛
門
は
、
与
一
丸
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
こ
で
、
源
平
合
戦
で
有
名
な
那
須
与
一

と
同
一
人
物
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
屋
敷
の
あ
っ
た
所

を
那
須
与
一
の
屋
敷
跡
と
い
う
そ
う
で
す
。

い
り
て
せ
い
ざ
え
も
ん

い
し
き
り
さ
か
い
た
き
ょ
う

な
す
の
よ
い
ち

い
り
て
こ
ご
ろ
う



小俣京丸（おまたきょうまる）の伝説「京丸ぼたんの伝説」

引用：ふるさと春野の伝説（昭和60年 春野町教育委員会発行）

京
丸
ぼ
た
ん
の
伝
説

　
昔
、
い
つ
の
こ
ろ
か
、
京
丸
の
里
に
気
品
の
あ
る
若
い
旅

人
が
迷
い
こ
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
里
長
の
家
に
や
っ
か
い

に
な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
家
の
ぼ
た
ん
姫
と
い
う
気
だ

て
の
優
し
い
、
美
し
い
娘
さ
ん
と
、
と
て
も
親
し
く
な
り
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
の
里
の
き
ま
り
で
は
、
他
国
の
見
知
ら
ぬ

旅
人
と
親
し
く
す
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
許
さ
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
、
こ
の
二
人
の
姿
は
い
つ
の
ま
に
か

京
丸
か
ら
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
あ
と
の
う
わ
さ
で
は
、

気
田
川
に
二
人
で
身
を
投
げ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
以
来
、
二
人
の
命
日
が
近
づ
く
と
、
ぼ
た
ん
の
花
び

ら
が
散
っ
て
、
か
ら
と
も
な
く
流
れ
て
、
川
の
瀬
に
浮
か
ぶ

の
を
村
人
が
見
う
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
と
お
さ

【
幻
の
花
・
京
丸
ぼ
た
ん
】

　
ふ
る
さ
と
春
野
に
は
数
多
い
伝
説
が
今
で
も
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

が
、
京
丸
牡
丹
伝
説
は
最
も
美
し
い
伝
え
で
す
。

　
む
か
し
、
い
つ
ご
ろ
よ
り
か
秘
境
京
丸
谷
の
中
腹
に
六
十
年
に
一
度
傘
大

の
白
い
牡
丹
の
花
が
咲
き
、
そ
の
幹
は
二
か
か
え
も
三
か
か
え
も
あ
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
谷
は
大
変
険
し
く
て
人
の
近
よ
れ
な
い
場
所
で
、
そ
の
花
を
み
と
ど

け
た
人
は
、
か
つ
て
な
い
の
で
幻
し
の
花
な
ぞ
と
い
わ
れ
ま
す
。





気田小学校（けたしょうがっこう）



気田小学校
校
歌

一
   西
に
秋
葉
の　

霊
峰
そ
び
え

　
　

気
田
川
清
ら
に　

流
る
る
ほ
と
り

　
　

緑
の
丘
の
上　

学
舎
立
て
り

二
   山
幸
川
幸　

豊
か
な
め
ぐ
み

　
　

栄
え
る
春
野
を　

に
な
う
は
わ
れ
ら

　
　

輝
く
希
望
に　

心
は
お
ど
る

三
   朝
に
夕
に　

手
を
と
り
学
び

　
　

す
な
お
に
明
る
く　

正
し
く
強
く

　
　

日
本
の
子
供
よ　

わ
れ
ら
は
進
む

　令和２年度で創立147年を迎える歴史ある小学校です。時代の流れに伴う小学校の統合に
より、気田地区、杉・川上地区、熊切地区と学区がどんどん広がっていきました。小学校
ホームページのブログの更新がすさまじく、先生方の熱意が強く感じられます。
　学校生活の様子が非常によくわかる、地域に開かれた小学校です。



犬居小学校（いぬいしょうがっこう）



犬居小学校

校
歌

一
   水
清
ら
か
な　

気
田
川
を

　
　

見
下
す
丘
の　

学
校
に　

　
　

み
ん
な
仲
よ
く　

学
び
ま
す

　
　

固
く
つ
な
ぐ
手　
お
ど
る
胸

二
   川
原
に
霜
の　

白
い
朝

　
　

グ
ラ
ン
ド
の
土　

燃
え
る
昼

　
　

み
ん
な
元
気
に　

鍛
え
ま
す

　
　

丈
夫
な
体　

強
い
足

三
   高
く
そ
ば
た
つ　

秋
葉
山

　
　

め
ぐ
ら
す
山
の　

木
の
緑

　
　

力
あ
ふ
れ
て　

励
み
ま
す

　
　

輝
く
瞳　

結
ぶ
口

四
   犬
居
の
町
を　

拓
か
れ
た

　
　

大
き
な
力　

受
け
継
い
で

　
　

新
し
い
世
を　

興
し
ま
す

　
　

ふ
く
ら
む
望
み　

あ
お
ぐ
空

　歴史ある瑞雲院のふもとから坂を上ってたどり着く、犬居地区の小学校です。明治７年
に創設された当時は、瑞雲寺境内の中に学校があったそうです。気田小学校と同じくホー
ムページが整備されており、毎日更新されるブログは要注目です。



熊切小学校（くまきりしょうがっこう）



熊切小学校
校
歌

一
   霧
が
晴
れ
た
よ　

希
望
の
朝
だ

　
　

小
高
い
丘
の　

学
び
舎
で

　
　

い
ざ
学
ぼ
う
よ　

　

楽
し
く
仲
よ
く

　
　

窓
も
明
る
い　
熊
切
小
学
校

二
   仰
ぐ
緑
の　

高
塚
山
に

　
　

元
気
な
声
を　

こ
だ
ま
し
て

　
　

い
ざ
鍛
え
よ　

素
直
に
真
面
目
に

　
　

常
に
誇
り
の　

熊
切
小
学
校

　
　三

   清
い
流
れ
の　

熊
切
川
は

　
　

世
界
の
海
へ　

続
い
て
い
る

　
　

い
ざ
進
も
う
よ　

く
じ
け
ず
た
ゆ
ま
ず

      未
来
輝
く　

熊
切
小
学
校

　私が６年間通っていた小学校です。学区が広く、私は当
時運行していた秋葉バスを利用して50分近くかけて通って
いました。学校目前に立ちはだかる「がんばり坂」はなか
なかの急な坂で、長距離走の時に苦しめられた記憶がよみ
がえります。平成27年３月に閉校し、同年４月に気田小学
校と統合しました。がんばり坂



北小学校（きたしょうがっこう）



北小学校

校
歌

一　
ぼ
く
ら
山
の
子　

元
気
な
子

　
　

山
の
み
ど
り
と　

杉
川
の

　
　

清
き
流
れ
に　
い
だ
か
れ
て

　
　

み
ん
な
な
か
よ
く　
学
び
ま
す

二　

天
を
ゆ
び
さ
す　

若
杉
の

　
　

め
ぐ
る
丘
辺
の　

学
舎
に

　
　

気
迫
あ
ふ
れ
て　

た
く
ま
し
い

　
　

丈
夫
な
体　

鍛
え
ま
す

三
   そ
ば
つ
ぶ
山
の　

源
流
に

　
　

韻
も
貴
に　

湧
く
泉

　
　

自
然
の
訓　

聴
き
求
め
て

　
　

心
正
し
く　

励
み
ま
す

四
   恵
み
豊
か
な　

ふ
る
さ
と
の

　
　

輝
く
歴
史　

う
け
つ
い
で

　
　

理
想
は
高
く　

力
あ
る

　
　

世
紀
の
夢
を　

育
て
ま
す

　杉・川上地区の小学校です。平成25年３月に閉校し、同年４月に気田小学校と統合しま
した。春野町の小学生は高学年になると、町内の４小学校が会場を持ち回りで行う水泳大
会に参加することになっていたのですが、北小学校のプールがものすごく冷たかったのを
覚えています。また、当時、北小学校ではヤギが飼育されていたと記憶しています。



川上小学校（かわかみしょうがっこう）



川上小学校
校
歌
   ※　

杉
小
学
校

一
   晴
れ
わ
た
り
ゆ
く　

朝
霧
は

　
　

み
ん
な
の
未
来　

あ
し
た
の
う
た

　
　

な
つ
か
し
い　
秋
葉
の
山
よ

　
　

谷
間
の
ゆ
り
よ

　
　

み
ど
り
の
窓
辺
に　
よ
い
子
は
学
ぶ

　
　

杉　

杉　

ゆ
か
り
の
小
学
校

二
   か
が
や
き
わ
た
る　

青
空
は

　
　

み
ん
な
の
ね
が
い　

平
和
の
う
た

　
　

森
か
げ
の　

杉
の
川
よ

　
　

ひ
か
り
の
あ
ゆ
よ

　
　

か
ら
だ
を
き
た
え
て　

若
木
は
の
び
る

　
　

杉　

杉　

ほ
ま
れ
の
小
学
校

川上小
（昭22.4）

杉小
（昭22.4）

杉川上小
（昭49.4）

春野北小
(昭50.2)

　杉地区と川上地区にはそれぞれ、杉小学校と川上小学校がありましたが、昭和49年に
統合し、杉川上小学校となり、さらに翌年に校名を北小学校に変更しました。川上小学
校、杉川上小学校の校歌は「なかった」と地元の人がおっしゃっていたそうです。
　川上小学校、杉小学校の校舎はすでになく、川上小学校に渡る橋の手前に看板だけが
残っています。



田河内小学校（たごうちしょうがっこう）



田河内小学校
　私の地元である田河内集落にあった小学校です。昭和44年に閉校してからは、しばらく
民宿兼公民館として使用されてきました。私が幼い頃は、まだ祇園祭りの時などに集会所
として使われていた記憶があります。今も校舎は残っていますが、使用はされておらず、
公民館の建物も別に建てられています。
　田河内集落に小学校が成立するほどの子供が住んでいたとは、今となっては想像がつき
ません。廃校を眺めながら、その集落の自分が知らないかつての賑わいに思いをはせる時
には、何とも言い難い感情になりますが、それもたまには良いと思っています。

田河内小学校校舎 民宿として使われていた名残



花島小学校（はなじましょうがっこう）



花島小学校
校
歌

一
   春
埜
の
山
の　

峯
つ
づ
き

　
　

緑
の
園
に　

咲
き
ほ
こ
る

　
　

人
の
心
の　

香
ぐ
わ
し
く

　
　

伝
統
か
が
や
く　

花
島
の

　
　

あ
あ　
学
舎
は　

明
け
て
い
く

二
   民
主
の
風
に　
ゆ
あ
み
し
て

　
　

君
の
理
想
を　
吾
れ
も
ま
た

　
　

主
義
と
し
き
ょ
う
も　
学
び
ゆ
く

　
　

友
い
た
わ
り
つ　

和
や
か
に

　
　

あ
あ　

学
舎
の　

鐘
は
な
る

三
   平
和
と
文
化
の　

夢
の
せ
て

　
　

永
遠
に
朽
ち
ざ
る　

礎
を

　
　

わ
れ
ら
が
築
か
ん　

平
和
郷

　
　

こ
の
一
筆
も　

こ
の
業
も

　
　

あ
あ　

胸
は
な
る　

高
ら
か
に

　昭和45年に閉校となった花島地区の小学校。閉校当
時の児童数は47、8名ほどで、その半数ほどが熊切小、
半数ほどが犬居小に別れていったとのことです。
　しばらくは製茶工場として使われていたそうですが、
今は校舎も取り壊され、グラウンドと門柱だけがその
面影を残しています。

熊切小五和分校
（昭28.9）

熊切小
（昭22.4）

田河内小
（昭22.4）

花島小
（昭22.4）

胡桃平小
（昭22.4）

砂川小
（昭22.4）

犬居小
（昭22.4）

和泉平、領家、静修分校

花島区

大時区

熊切小
（昭44.4）

犬居小
（昭44.4）

(昭41.10)(41.10)(41.4)統合

（昭31.3）

（昭43.4）



勝坂小学校（かっさかしょうがっこう）



勝坂小学校

校
歌　

※
 一
番
の
み

一
   千
古
の
緑　

赤
石
の

　
　

懐
ろ
深
く　

抱
か
れ
て

　
　

大
き
な
望
み　

は
て
し
な
く

　
　

や
が
て
飛
び
立
つ　

ひ
な
鳥
よ

　
　

か
た
く
手
と
手
を　
た
ず
さ
え
て

　
　

あ
あ
あー

勝
坂　

勝
坂
小
学
校

　昭和43年に閉校となった、勝坂地区の小学校です。閉校後は、豊岡小学校と統合しま
した。さらに豊岡小学校は昭和55年に気田小学校と統合しています。
　春野町と水窪町をつなぐ県道水窪森線を通っていると、川の対岸に見えてくる存在感
のあるピンク色の校舎が勝坂小学校です。通学路と思われる小道は石畳になっていて、
とても趣があります。ドラマの撮影に使われたこともあるようです。

石畳の通学路



石切小学校（いしきりしょうがっこう）



石切小学校
校
歌　

※
 一
番
の
み

一
   赤
石
の
峰　

う
ち
仰
ぐ

　
　

石
切
川
の　

西
の
岸

　
　

古
き
歴
史
を　

た
た
え
つ
つ

　
　

僕
ら
は
よ
い
夢　

作
る
の
だ

　
　

が
ん
ば
れ　
石
切
小
学
校

気田小
（昭22.4）

石切小
（昭22.4）

宮川小
（昭22.4）

石切小
小俣分校
（昭41.3）

豊岡小
（昭22.4）

勝坂小
（昭22.4）

（昭45.4）
（昭43.4）（昭55.4）

（昭47.4）

気田小

北小
（平25.4）

熊切小
（平27.4）

　昭和45年に閉校となり、豊岡小学校と統合しました。
豊岡小学校は昭和55年に気田小学校に統合されています。
　春野町でも指折りの奥地にある小学校で、集落自体も
数軒を残すのみとなりました。木造の平屋建ての校舎は
老朽化が進んでいるものの、今もその形を残しています。
　



天竜高校春野校舎（てんりゅうこうこう）



天竜高校春野校舎（旧春野高校）
天
竜
高
校
校
歌

一
   天
に
竜
在
り　

地
に
竜
在
り

　
　

昇
る
朝
陽
に
照
ら
さ
れ
仰
ぐ

　
　

我
ら
も
伸
び
ゆ
く
若
杉
な
り

　
　

山
百
合
の
咲
く　
こ
の
路
か
ら

　
　

臨
む
は
遠
州　
太
平
洋

　
　

龍
神
坐
す
こ
の
土
地
で

　
　

力
を
合
わ
せ
て
歩
み
ゆ
く

　
　

描
い
た
夢
も
竜
な
れ
ば

　
　

地
域
の
竜
と
成
り
往
か
む

　
　

明
日
へ
の
竜
と
成
り
往
か
む

二
   天
に
竜
在
り　

地
に
竜
在
り

　
　

水
を
讃
え
て
大
地
に
生
き
る

　
　

我
ら
も
希
望
の
楠
な
り
や

　
　

ひ
ま
わ
り
の
咲
く
こ
の
路
か
ら

　
　

臨
む
は　

天
地
龍
頭
な
り

　
　

豊
か
な
風
吹
く
こ
の
土
地
で

　
　

支
え
に
感
謝
し
進
み
往
く

　
　

こ
こ
ろ
ざ
し
こ
そ
竜
な
れ
ば

　
　

社
会
の
竜
と
成
り
往
か
む

　
　

世
界
の
竜
と
成
り
往
か
む

春
野
高
校
校
歌
 一
番
抜
粋

一
   天
高
く
そ
び
え
立
つ

　
　

赤
石
の
山
々
の

　
　

い
く
重
に
も

　
　

か
さ
な
っ
て
い
る

　
　

山
並
み
の
頂
き
は

　
　

は
る
か
昔
か
ら
の

　
　

姿
を
残
し

　
　

そ
の
上
空
に
は
白
い
雲
が

　
　

鮮
や
か
に
輝
い
て
い
る

　
　

あ
あ
こ
の
場
所
で

　
　
鍛
え
て
い
る
我
々
は

　
　

力
強
い
精
神
を
　
　

養
っ
て
い
る

　春野高等学校は平成26年３
月をもって閉校。
　天竜林業高等学校、二俣高
等学校、春野高等学校の３校
を再編するかたちで、同年４
月１日より天竜高等学校が開
校しました。



南中学校（みなみちゅうがっこう）



南中学校

校
歌

一
   秋
葉
山
並
み
ど
り
に
匂
い

　
　

気
田
の
川
辺
に
若
草
も
え
て

　
　

み
は
る
か
す
も
の
皆
清
ら
な
る

　
　

あ
あ
こ
の
丘
に
立
て
る
学
園

　
　
　

南
中
学

二
   そ
の
名
も
ゆ
か
し
光
が
丘
に

　
　

理
想
の
自
主
を
か
ざ
し
て
立
て
ば

　
　

つ
ど
い
よ
る
友
な
さ
け
あ
ふ
れ
て

　
　

あ
あ
こ
の
丘
に
立
て
る
学
園

　
　
　

南
中
学

三
   谷
間
の
百
合
の
香
に
立
つ
如
く

　
　

お
の
ず
か
ら
な
る
す
が
し
さ
も
ち
て

　
　

強
く
正
し
く
足
並
み
そ
ろ
え

　
　

あ
あ
こ
の
丘
に
立
て
る
学
園

　
　
　

南
中
学

四
   朝
ぎ
り
こ
む
る
山
脈
み
そ
ら
を

　
　

仰
ぐ
瞳
に
希
望
は
も
え
て

　
　

郷
土
の
文
化
こ
こ
に
あ
れ
よ
と

　
　

あ
あ
こ
の
丘
に
立
て
る
学
園

　
　
　

南
中
学

　犬居地区の生徒が通う中学校でした。平成17年３月に閉校し、同年４月に気多中、東
中と統合し春野中学校となりました。
　中学校内の庭には、犬居地区の出身で宝塚レビューの王様と言われる白井鐵造氏が作
詞した「すみれの花咲く頃」の歌碑があります。



春野東中学校（はるのひがしちゅうがっこう）



春野東中学校

校
歌

一
   青
杉
の　

山
の
狭
間
に

　
　

激
ち
ゆ
く　

熊
切
の
川

　
　

清
ら
な
る　

流
れ
ぞ
永
久
に

　
　

若
人
の　
心
の
象
徴

　
　

た
ゆ
み
な
き　
わ
れ
ら
が
理
想

　
　

い
ざ
友
よ　
心
合
わ
せ
て

　
　

も
ろ
と
も
に　

務
め
励
ま
ん

二
   群
山
の
連
な
る
中
に

　
　

そ
そ
り
立
つ　

高
塚
の
嶺

　
　

朝
に
日
に　

ふ
り
さ
け
見
つ
つ

　
　

友
情
と　

愛
と
努
力
の

　
　

い
や
高
き　

わ
れ
ら
が
使
命

　
　

い
ざ
友
よ　

力
合
わ
せ
て

　
　

も
ろ
と
も
に　

務
め
励
ま
ん　

三
   野
に
山
に　

幸
は
ふ
め
く
み

　
　

か
ぐ
わ
し
き　

茶
の
香
漂
い

　
　

豊
か
な
る　

実
り
は
満
ち
て

　
　

い
つ
く
し
き　

わ
れ
ら
が
里
ぞ

　
　

学
び
舎
も　

か
く
て
栄
え
ん

　
　

い
ざ
友
よ　

手
に
手
を
取
り
て

　
　

ひ
た
む
き
に　

務
め
励
ま
ん

　熊切地区の生徒が通う中学校でした。平成17年３月に閉校し、同年４月に気多中、南
中と統合し春野中学校となりました。私は中学１年生の１年間、ここに通いました。
　登下校時の校舎一礼や、毎朝の朝礼での五心唱和（「はい」という素直な心、「すみ
ません」という反省の心、「おかげさま」という謙虚な心、「私がします」という奉仕
の心、「ありがとう」という感謝の心）などの独自の文化が心に残っています。
　



春野中学校（はるのちゅうがっこう）



春野中学校
校
歌

一
   若
き
緑
に　

風
光
る

　
　

す
み
れ
の
道
の　

清
し
さ
よ

　
　

初
志
を
か
ざ
し
て　

青
き
空

　
　

峰
越
ゆ
る
ま
で　
高
ら
か
に

　
　

新
し
い
歌　

響
か
せ
よ
う

　
　

春
野
中
学　

学
び
ゆ
く　

二
   た
ゆ
ま
ぬ
流
れ　

清
ら
か
に

　
　

若
鮎
の
群
れ　

輝
け
る

　
　

一
路
を
指
し
て　

迷
い
な
く

　
　

心
磨
き
て　

身
を
鍛
え

　
　

友
と
誓
い
し　

夢
を
追
う

　
　

春
野
中
学　

誇
り
ゆ
く　

三
   豊
か
な
自
然
に　

育
つ
郷

　
　

満
つ
る
笑
顔
の　

健
や
か
さ

　
　

古
き
を
た
ず
ね　

今
を
知
る

　
　

黎
明
の
陽　

真
直
ぐ
に

　
　

未
来
の
道
を　

つ
な
ぐ
だ
ろ
う

　
　

春
野
中
学　

進
み
ゆ
く

　平成17年に、気多中学校、南中学校、東中学校の３校が統合して、春野中学校となり
ました。私は中学校２年生から２年間、ここに通いました。
　異なる地区の生徒と手探りで新しい学校を作り上げていく、特殊な環境ではありまし
たが、他の地域ではできない貴重な体験ができたと思っています。統合してからの２年
間は、統合前の３つのジャージと新しいジャージの４つのジャージ姿が入り混じってい
て、教室が華やかだった記憶があります。



気多中学校
校
歌

一
   青
垣
の　

山
を
め
ぐ
ら
し

　
　

真
玉
な
し　

水
澄
み
流
る

　
　

森
林
の　
樹
々
は
苔
む
し

　
　

淵
に
瀬
に　
鮎
群
れ
躍
る

　
　

あ
あ
気
多　
我
等
が
中
学

　
　

平
和
の
気　

天
地
に
満
つ

　
　

お
お
ら
か
に　

心
育
て
ん

二
   京
丸
に　

朝
霧
晴
れ

　
　

秋
葉
に
は　

夕
雲
に
お
う

　
　

し
ゃ
く
な
げ
の　

花
咲
く
た
に

　
　

も
み
じ
葉
の　

色
照
る
峯

　
　

あ
あ
気
多　

我
等
が
中
学

　
　

天
然
の
美　

よ
も
に
み
な
ぎ
る

　
　

う
る
わ
し
き　

文
化
を
建
て
ん　

三
   気
多
川
は　

昼
夜
を
お
か
ず

　
　

と
こ
と
わ
に　

流
れ
て
や
ま
ず

　
　

お
お
わ
た
を　

こ
こ
ろ
ざ
し
つ
つ

　
　

ゆ
わ
が
ね
を　

う
が
ち
て
進
む

　
　

あ
あ
気
多　

我
等
が
中
学

　
　

希
望
の
火　

胸
に
燃
え
た
つ

　
　

高
遠
の　

理
想
を
追
わ
ん

熊切村立熊切中
（昭22.4）
熊切中杉分校
（昭22.4）

気多村立気多中
（昭22.4）

犬居町立犬居中
（昭22.4）

熊切北部中
（昭31.4）

春野町立北中
（昭31.10）

春野町立東中
（昭31.10）

春野町立南中
（昭31.10）

（昭48.4）

春野中
（平17.4）



春野北中学校
春
野
北
中
学
校　

校
歌

一
   み
ど
り
に
匂
う　

山
々
を

　
　

め
ぐ
り
て
清
き　

杉
川
の

　
　

岸
辺
の
丘
の　

学
舎
は

　
　

花
咲
く
春
の　
光
満
つ

　
　
　

そ
の
名
春
野
北
中
学

二
   五
嶺
に
霧
の　

は
れ
ゆ
け
ば

　
　

見
よ
青
雲
は　

輝
き
て

　
　

高
き
を
仰
ぐ　

若
人
の

　
　

自
主
の
旗
風　

音
さ
や
か

　
　
　

そ
の
名
春
野
北
中
学

三
   不
屈
の
気
生　

鍛
え
つ
つ

　
　

よ
き
師
よ
き
友　

集
い
よ
り

　
　

心
一
つ
に　

通
う
と
き

　
　

松
枝
渡
る　

風
清
し

　
　
　

そ
の
名
春
野
北
中
学

四
   郷
土
の
歴
史　

う
け
つ
ぎ
て

　
　

若
き
生
命
を　

ひ
と
す
じ
に

　
　

山
の
子
わ
れ
ら　

新
し
き

　
　

世
紀
の
扉　

ひ
ら
く
べ
し

　
　
　

そ
の
名
春
野
北
中
学

　杉・川上地区の生徒が通う中学校でした。昭和48年に気多中学校と統合しました。気
多中学校と統合した後の北中学校の跡地は、杉小学校と川上小学校が統合してできた杉
川上小学校となりました。杉川上小学校は、昭和50年に春野北小学校と校名を変え、さ
らに平成25年に気田小学校と統合しましたが、校舎は今でもその形を残しています。



豊岡小学校、宮川小学校
豊
岡
小
学
校
校
歌

一
   山
の
み
ど
り
に　

囲
ま
れ
た

　
　

白
い
校
舎
の
高
い
屋
根

　
　

気
田
の
流
れ
を　
見
お
ろ
し
て

　
　

新
し
い
世
の　

朝
が
あ
る　

二
   光
す
ず
し
い　

窓
の
中

　
　

真
理
求
め
て　

は
げ
む
子
の

　
　

強
く
正
し
く　

美
し
く

　
　

み
ず
か
ら
ひ
ら
く

　
　

み
ち
が
あ
る　

三
   じ
ょ
う
ぶ
な
か
ら
だ

　
　

か
が
や
く
目

　
　

力
あ
ふ
れ
て　

か
け
る
子
の

　
　

直
ぐ
明
る
く　

た
く
ま
し
く

　
　

伸
び
ゆ
く
者
の　

歌
が
あ
る

四
   昔
の
か
た
の　

き
ず
か
れ
た

　
　

町
の
ほ
こ
り
を　

受
け
つ
い
で

　
　

あ
し
た
を
に
な
う　

豊
岡
の

　
　

若
い
い
の
ち
の　

夢
が
あ
る

　
　

宮
川
小
学
校
校
歌

一
   な
が
れ
も
清
い　

気
田
川
の

　
　

め
ぐ
む
光
の　

そ
の
歴
史

　
　

ほ
こ
る
た
の
し
い　

ま
な
び
や
に

　
　

わ
れ
ら
よ
ろ
こ
び　

い
ま
歌
お
う　

二
   秋
葉
の
杉
の　

日
に
の
び
て

　
　

み
ね
の
白
雲　

よ
ぶ
と
こ
ろ

　
　

強
く
明
か
る
く　

む
ず
ぶ
手
に

　
　

あ
す
の
力
を　
い
ま
み
が
こ
う

三
   の
ぞ
み
の
風
の　

は
ば
た
き
に

　
　

心
ひ
と
つ
の　

宮
川
の

　
　

教
え
か
が
や
く　

ほ
ま
れ
を
ば

　
　

胸
に
か
ざ
し
て　

い
ま
進
も
う

　
　

あ
あ　

わ
れ
ら

　
　
　
　

た
た
え
よ
う　

宮
川
小
学
校

　
　


