
　

前
浜
小
学
校
で
は
、
小
中
連
携
校
の
利
点
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
や
保

護
者
が
学
校
運
営
に
参
画
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
」
の
導
入
に
向
け

て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
学
校
に
と
っ
て
も
、
地
域
に
と
っ
て
も
実
の
あ
る
取

り
組
み
に
な
る
よ
う
、
試
行
錯
誤
の
真
最
中
で
す
。

１　
漁
業
を
学
び
郷
土
愛
を
育
成

　

27
回
目
を
迎
え
た
「
ふ
れ
あ
い
体

験
学
習
」
は
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域

の
自
然
や
産
業

な
ど
を
学
ぶ
大

切
な
学
習
の
場

で
す
。
漁
業
研

究
会
の
皆
さ
ん

に
ご
協
力
い
た

だ
き
、
調
理
加

工
実
習
や
乗
船

体
験
、
活
魚
ふ

れ
あ
い
な
ど
の

体
験
学
習
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

20
人
強
の
子
ど
も
を
育
て
る
た
め

に
、
約
３
倍
も
の
大
人
が
集
い
、
学

校
を
元
気
に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

２　
運
動
を
通
し
た
地
域
づ
く
り

　

例
年
、前
浜
小
・
中
学
校
、前
浜
地

区
の「
合
同
運
動
会
」を
開
催
し
、各

地
区
分
館
連
絡
協
議
会
や
保
育
園

の
皆
さ
ん
か
ら
も
ご
協
力
い
た
だ

き
、
大
人
も
子
ど
も
も
一
体
と
な
っ

て
、
競
技
を
楽

し
ん
で
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
体

力
向
上
は
も
ち

ろ
ん
、
地
域
の

健
康
増
進
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

性
化
に
寄
与
し

て
い
ま
す
。

３　

�

地
域
と
学
校
の
活
性
化

　

日
ご
ろ
か
ら
力
を
貸
し
て
く
だ
さ

る
地
域
へ
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、

子
ど
も
た
ち
が
袴
紙
を
作
成
し
配
布

し
て
い
る
ほ
か
、
学
校
を
会
場
に
名

作
映
画
上
映「
前
浜
シ
ネ
マ
」を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
地
域
の
大
人

が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も

た
ち
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
大
人

も
学
校
を
意
識
し
、
地
域
と
学
校
が

共
に
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
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が
ん
ば
っ
て
ま
す

　

相
川
に
は
、
古
く
か
ら
特
徴
的
な
町
名

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
下
町

に
は
、
「
五
郎
左
衛
門
町
」
と
い
う
人
名

の
付
け
ら
れ
た
町
名
が
今
も
残
り
ま
す
。

　

宝
暦
年
間
（
１
７
５
１
―
１
７
６
３
）

に
書
か
れ
た
「
佐
渡
相
川
志
」
に
よ
る

と
、
江
戸
時
代
の
寛
永
（
１
６
２
４
―

１
６
４
５
）
年
中
に
五
郎
左
衛
門
と
い
う

者
が
、
こ
の
辺
り
の
土
地
を
開
発
し
た
こ

と
で
、
名
前
を
採
っ
て
「
五
郎
左
衛
門

町
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
誌
に
は
絵
図
も
描
か
れ
て
お
り
、
五

郎
左
衛
門
町
に
は
、
玉
泉
寺
、
来
迎
寺
、

金
剛
院
、
円
行
寺
、
万
福
院
、
金
比
羅
と
、

寺
社
が
集
合
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
寺
社
は
現
在
も
、
多
く
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
郎
左
衛
門
町
と
隣
接
す
る
羽
田
村
に

は
、市
指
定
の
記
念
物（
史
跡
）黒
沢
金
太

郎
窯
跡
が
あ
り
ま
す
。金
太
郎
窯
は
、寛
政

12（
１
８
０
０
）年
に
初
代
黒
沢
金
太
郎
に

よ
り
創
始
さ
れ
、明
治
初
期
ま
で
約
70
年

間
続
い
た
本
格
的
な
施
釉
陶
器
を
作
る
窯

元
で
し
た
。島
内
の
需
要
に
対
応
し
た
生

活
雑
器
の
焼
成
技
法
と
量
産
技
術
を
確
立

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、製
品
は
島
外
に
も

売
り
出
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年
に
窯
跡
の
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
、
最
盛
期
の
窯
は
幅
約

４
ｍ
、
長
さ
約
16
ｍ
、
８
室
の
焼
成
室
を

有
す
る
急
勾
配
の
大
型
登
窯
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

窯
は
瀬
戸
・
美
濃
焼
の
系
譜
を
ひ
く
自

然
の
地
形
を
利
用
し
た
構
造
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
金
銀
鉱
石

の
製
錬
滓
で
あ
る
カ
ラ
ミ
や
土
灰
を
釉
薬

に
使
用
し
た
生
活
雑
器
類
や
窯
道
具
類
な

ど
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。
佐
渡
の
焼
物

の
研
究
史
に
お
け
る
重
要
な
史
跡
が
、
今

も
下
町
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
遺
産
推
進
課　
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相
川
五
郎
左
衛
門
町
の
周
辺
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