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※2月28日(火)朝7:11～ラジオ福島「おらが町のふるさとリポーター」の番組に安達東高校最後の卒業生として3年生が登場し
ます。統合への思いや3年間の思い出などを話しますので、時間のある方はぜひ聞いてみて下さい！

～
集
落
支
援
員
だ
よ
り

▲旧安達高校岩代分校

★渡辺さんプロフィール★
卒業後は県内の農業団体に就職
し、定年退職と同時に長年の夢
を叶えて和牛繁殖農家に転身。
「苦労もありますが、やりがい
のある毎日です」

～創立50周年おめでとう！今までありがとう～安達東高校特集⑦

安
達
東
高
校
卒
業
生
の

声
を
紹
介
し
ま
す
！

安
達
東
高
校
で
は
令
和
五

年
度
か
ら
の
二
本
松
工
業
高

校
と
の
統
合
を
控
え
、
こ
の

三
月
に
最
後
の
卒
業
式
が
行

わ
れ
る
予
定
で
す
。
高
校
の

歴
史
を
振
り
返
る
締
め
く
く

り
と
し
て
、
卒
業
生
か
ら
高

校
時
代
の
思
い
出
や
在
校
生

へ
の
メ

ッ
セ
ー

ジ
を
二

回
に
分

け
て
紹

介
し
ま

す
。

「
全
国
大
会
で
準
優
勝
。
十
代
の
体

験
が
自
信
や
誇
り
に
な
り
、
そ
の
後

の
人
生
を
支
え
て
く
れ
ま
し
た
」

～
昭
和
四
九
年
卒

渡
辺
孝
一
さ
ん

安
達
東
高
校
が
誕
生
し
た
の
は
私
が

安
達
高
校
の
大
平
分
校
四
年
生
の
と
き

で
す
。
当
時
は
定
時
制
高
校
と
し
て
登

校
は
週
四
日
程
度
、
残
り
の
日
は
家
で

農
作
業
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
。

友
人
と
会
え
る
の
が
楽
し
く
て
学
校
に

通
っ
て
い
ま
し
た
。
友
達
と
一
緒
に
よ

く
走
っ
た
り
、
ふ
ざ
け
た
り
し
ま
し
た

が
、
今
思
う
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
有
り
余

っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

一
番
の
思
い
出
は
、
そ
の
年
の
夏
に

私
が
所
属
し
て
い
た
軟
式
野
球
部
が
全

国
大
会
に
出
場
し
て
準
優
勝
し
た
こ
と

で
す
。
当
時
、
誰
も
安
達
東
高
校
が
勝

ち
進
む
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
と
し
て
新
聞
を
賑
わ
せ

ま
し
た
。
軟
式
テ
ニ
ス
と
卓
球
部
も
全

国
大
会
に
進
み
、
健
闘
し
ま
し
た
。
そ

の
と
き
の
記
憶
は
、
そ
の
後
の
人
生
に

親
に
「
農
家
の

後
継
ぎ
な
ん
だ
か

ら
高
校
へ
行
く
必

要
は
な
い
」
と
言

わ
れ
、
「
週
に
三

日
は
農
業
を
す
る

か
ら
」
と
頼
み
込

ん
で
安
達
高
校
岩

代
分
校
に
入
学
。

私
が
二
年
生
の
と

き
に
安
達
東
高
校

に
変
わ
り
ま
し
た
。
高
校
時
代
の
思
い

出
と
し
て
浮
か
ぶ
の
は
、
生
徒
会
活
動

の
資
金
集
め
の
た
め
近
隣
農
家
で
稲
刈

り
の
手
伝
い
を
し
た
こ
と
。
友
達
と
農

作
業
を
す
る
の
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。

ま
た
バ
イ
ト
し
た
お
金
で
バ
イ
ク
を

買
い
、
友
達
と
ツ
ー
リ
ン
グ
に
出
か
け

た
り
、
バ
イ
ク
通
学
も
し
ま
し
た
。

安
達
東
高
校
で
は
シ
ク
ラ
メ
ン
栽
培

や
養
蜂
、
養
鶏
な
ど
、
自
然
を
生
か
す

暮
ら
し
方
を
学
べ
る
こ
と
が
本
当
に
素

晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
後
輩
の
皆
さ

ん
に
は
、
卒
業
後
も
、
そ
の
体
験
を
ど

こ
か
で
生
か
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い

な
と
思
い
ま
す
。

▼昭和48年、軟式野球部が全国大会で準優勝し
たときの入場行進の様子。閉会式では、楽団の
到着が遅れたため、急遽、安達東高校のブラス
バンド部が演奏したことも思い出に

お
い
て
誇
り
や
自
信
に
な
っ
て
い
ま
す
。

母
校
が
な
く
な
る
の
は
寂
し
い
で
す

が
、
後
輩
の
皆
さ
ん
に
も
夢
を
持
っ
て

人
生
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
で
す
ね
。

「
高
校
時
代
は
毎
日
が
輝
い
て
い
た

時
期
。
同
じ
仲
間
と
学
び
、
遊
び
、

す
べ
て
が
楽
し
か
っ
た
で
す
！
」

～
昭
和
五
七
年
卒

三
浦
き
ぬ
子
さ
ん

私
は
安
達
東
高
校
普
通
科
最
後
の
卒

業
生
の
一
人
で
す
。
最
初
の
一
年
間
は

岩
代
校
舎
で
学
び
、
二
年
生
の
と
き
に

現
在
の
校
舎
に
移
り
ま
し
た
。
高
校
時

代
の
思
い
出
と
し
て
ク
ラ
ス
の
み
ん
な

と
早
弁
し
た
こ
と
や
、
県
民
の
森
で
の

芋
煮
会
、
只
見
や
新
潟
へ
キ
ャ
ン
プ
に

行
っ
た

こ
と
な

ど
浮
か

び
ま
す

が
、
ど

れ
も
本

当
に
楽

し
か
っ

た
で
す
。

安
達
東
高
校
の
後
輩
の
み
な
さ
ん
に

は
、
高
校
生
の
そ
の
時
期
に
し
か
体
験

で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
、

悔
い
の
残
ら
な
い
高
校
生
活
を
送
っ
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。

★三浦さんプロフィール★
卒業後は福祉関係の仕事に就き、
現在も継続中。「老いを迎える
人たちが元気になるお手伝いを
することが喜びです！」

★渡辺さんプロフィール★
卒業後は地元に就職。「母校へ
の恩返しを」と平成15年から20
年以上、安達東高校の同窓会の
副会長を務めています。

▲稲刈りをみんなでした思い出も

「
一
番
の
思
い
出
は
稲
刈
り
と
バ
イ

ク
通
学
。
親
に
頼
み
込
ん
で
行
か
せ

て
も
ら
え
て
良
か
っ
た
で
す
」

～
昭
和
五
〇
年
卒

渡
辺
薫
さ
ん
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岩
代
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
～
番
外
編

※地域の話題がありましたら、岩代地域集落支援員 電話６５－２７７７までご連絡ください。

～
渡
邊
閑
哉
ゆ
か
り
の
地
を
訪
問
し
ま
し
た
～

▲大内翁追悼碑が２基並ぶ

閑
哉
シ
リ
ー
ズ
の
番
外
編

と
し
て
、
岩
代
に
あ
る
閑
哉

ゆ
か
り
の
場
所
を
紹
介
し
ま

す
。
興
味
の
あ
る
方
は
一
度
、

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

▲下長折字除地内にある井戸。
渡邊閑哉の生家の目の前にあり、
閑哉翁が使ったものと伝えられ
ています

I
 
L
o
v
e
 
I
w
a
s
h
i
r
o

⑲

～
長
折
・
愛
宕
神
社
～

岩
代
を
愛
す
る
人
が
す
す
め
る
魅

力
あ
る
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
。
十
九
回

目
は
長
折
に
あ
る
愛
宕
神
社
で
す
。

愛
宕
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の
は
宝
暦

六
年
（
１
７
５
６
年
）
。
当
時
は
、
火

産
霊
命
を
祀
る
愛
宕
山
権
現
堂
と
勝
軍

地
蔵
菩
薩
を
祀
る
勝
軍
地
蔵
堂
が
配
さ

れ
、
神
仏
習
合
の
「
愛
宕
山
地
蔵
院
勝

軍
寺
」
（
真
言
宗
）
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
の
頃
に
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ

「
愛
宕
神
社
」
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
が
、

江
戸
の
頃
は
修
験
者
の
寺
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

境
内
の
一
画
の
駐
車
場
か
ら
見
え
る

小
高
い
場
所
に
「
大
内
喜
良
右
衛
門
」

と
い
う
人
物
の
追
悼
碑
が
二
つ
並
ん
で

い
ま
す
。
向
か
っ
て
左
側
の
碑
は
風
化

し
て
文
字
が
見
え
に
く
く
、
右
側
の
碑

は
没
後
百
年
に
子
孫
や
有
志
に
よ
り
、

建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
石
碑
に
は
、

◇紹介してくれた方◇

長折在住
大内喜代一さん
橋本正二さん

大内家17代目の喜代一さ
ん（右）と愛宕神社総代、
橋本正二さん（左）。
他に元総代の石川秀記さ
んにも話を伺いました。

★閑哉翁の井戸★

★閑哉翁の墓★

★諏訪神社・閑哉翁頌徳碑★

★閑哉竹★

★諏訪神社・芭蕉の句★

▲再建された鐘撞堂

そ
の
人
が
江
戸
後
期

に
こ
の
地
に
生
ま
れ
、

後
に
「
晴
温
育
」
と

い
う
養
蚕
法
を
開
発

し
て
広
め
た
こ
と
、

喜
多
流
謡
い
の
師
匠

で
も
あ
り
、
門
下
生

は
四
百
人
以
上
、
剣

道
、
柔
道
、
書
道
、

観
相
に
も
優
れ
、
私
財
を
投
じ
地
域
に

貢
献
し
た
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

地
元
の
誇
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は

他
に
も
あ
り
ま
す
。
瓦
屋
根
の
門
は
、

四
本
松
城
の
山
門
を
移
築
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
ま
す
。
鐘
撞
堂
の
鐘
は
戦
時

中
に
供
出
さ
れ
、
戦
後
、
東
京
で
成
功

し
た
同
じ
集
落
出
身
の
男
性
と
地
元
の

有
志
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

以
前
は
地
元
の
交
流
の
場
と
し
て
賑

わ
っ
た
神
社
も
、
今
は
ひ
っ
そ
り
と
し

て
い
ま
す
。
歴
史
の
変
遷
を
見
守
っ
て

き
た
イ
チ
ョ
ウ
の
大
木
が
聳
え
、
秋
に

は
大
地
を
黄
金
色
に
染
め
ま
す
。
春
に

は
桜
や
花
桃
が
咲
い
て
風
情
を
添
え
ま

す
。
一
度
、
訪
れ
て
み
て
下
さ
い
。

▲閑哉翁の功績を後世に伝える
ために門弟や親族によって建て
られた頌徳碑。諏訪神社の階段

の途中、左手にあります

▲代々名主を務めていた渡邊
家一族の古い墓地。閑哉翁の
石碑は一番右端にあり、8月
19日の命日にはたくさんの花
が供えられています

▲岩代や近隣の川沿いには、閑哉翁が九州視察から
持ち帰り、水害の被害を軽減するために広めたとい
う閑哉竹(台明竹)があり、今も河岸を護っています

▲諏訪神社の裏手には、
閑哉翁が弟子を諫めた

際に口ずさんだ
とされる芭蕉の句が

▲翼のある龍の彫り物も

▲杉と檜が林立する長い石段を上ると狛犬が迎える

刻まれた石碑もあります


