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校区のまちづくり  その3

「いきいき」でつながる 春
は る た け
竹校区

小
学
校
の
運
動
場
に
集
ま
り
ま
す
。

 

校
区
内
の
事
業
所
や
商
店
、
春

竹
小
学
校
・
江
原
中
学
校
両
校
の
Ｐ

Ｔ
Ａ
、
並
び
に
、
町
内
自
治
会
、
公

民
館
の
役
員
な
ど
、
地
域
を
支
え
る

多
く
の
団
体
・
組
織
が
フ
ェ
ス
タ
を

盛
り
上
げ
る
た
め
に
協
力
し
ま
す
。

春
竹
校
区
自
治
協
議
会
の
南
茂
司
会

長
は
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
タ
が
、
地

域
の
人
た
ち
同
士
、
そ
し
て
子
ど
も

た
ち
や
お
年
寄
り
が
世
代
に
関
係
な

く
ふ
れ
あ
う
出
発
点
と
な
っ
て
い
ま

す
。
人
と
人
の
ふ
れ
あ
い
こ
そ
が
、

地
域
で
子
育
て
を
す
る
こ
と
の
『
原

点
』
だ
と
思
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　
「
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
タ
」
に
訪
れ

る
人
た
ち
の
楽
し
み
は
屋
台
や
バ
ザ

ー
。
校
区
の
人
た
ち
が
準
備
し
た

屋
台
で
は
、
カ
レ
ー
、
ソ
ー
セ
ー

ジ
、
綿
菓
子
、
ヤ
キ
ソ
バ
、
金
魚
す

く
い
、
か
き
氷
な
ど
が
登
場
。
昔
懐

か
し
い
夜
店
の
雰
囲
気
が
た
っ
ぷ
り

で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
毎

年
わ
く
わ
く
し
て
い
る
の
が
、
小
学

校
の
教
室
に
作
ら
れ
る
「
お
化
け
屋

敷
」。「
子
ど
も
た
ち
に
春
竹
で
の
楽

し
い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
お
う

と
、
元
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
が
中
心
と
な
っ

て
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
子

ど
も
た
ち
の
最
大
の
楽
し
み
に
な
っ

て
い
ま
す
」
と
南
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
秋
に
は
春
竹
小
学

校
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
校
区
ま
ち
づ
く
り
委
員

会
が
「
ち
び
っ
こ
相
撲
大
会
」
を
開

催
。
も
と
も
と
子
ど
も
の
成
長
を
願

い
、
火
の
神
奉
賛
会
が
別
所
琴
平
神

社
で
開
催
し
て
い
た
伝
統
行
事
を
、

春
竹
校
区
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
が
受

け
継
ぎ
、
春
竹
小
学
校
の
体
育
館
で

開
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
地
元

の
応
援
が
子
ど
も
た
ち
に
も
伝
わ
り
、

毎
年
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

　

１
月
に
は
、
春
竹
公
民
館
主
催
の

三
社
詣
り
が
行
わ
れ
、
校
区
内
に
あ

る
辛か
ら
さ
き崎
神
社
、
前
田
神
社
、
別
所
琴

平
神
社
を
歩
い
て
お
詣
り
し
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
知
る
こ
と
で
郷

土
愛
を
育
み
、
春
竹
小
学
校
か
ら
巣

立
っ
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
、
ふ
る

さ
と
の
思
い
出
を
心
の
財
産
と
し
て

残
す
の
が
目
的
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
校
区
全
体
を
対

象
と
し
た
旅
行
も
毎
年
実
施
。
18

の
町
内
か
ら
多
く
の
参
加
が
あ
り
、

交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
活
発
な
活
動
が
、
校
区
内
の

春竹校区自治協議会の南茂司会長（右）と春
竹公民館の豊田史朗館長（左）

思
い
や
機
運
、
伝
統
を
次
の
世
代

へ
伝
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

受
け
継
が
れ
て
き
た

子
ど
も
た
ち
へ
の
想
い

「
校
区
か
ら
子
育
て
を
！
」

と
い
う
想
い
は
、
実

は
、
古
く
か
ら
春
竹
校
区
に
根
付
い

て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
が
、
１
月

の
「
成
人
の
日
」
に
行
わ
れ
る
、
春

竹
公
民
館
主
催
の
校
区
独
自
の
成
人

式
で
す
。
春
竹
公
民
館
の
豊
田
史
朗

館
長
は
「
春
竹
校
区
の
成
人
式
は
、

平
成
26
年
で
51
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
、
地
域
の
お
母
さ
ん
た

ち
が
発
案
し
て
、
地
元
の
青
年
た
ち

の
成
人
を
祝
い
元
気
づ
け
る
た
め
に

別
所
琴
平
神
社
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、

現
在
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
を
会
場
に
開
催
し
て
い
ま
す
」
と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
当
日
は
小
学

校
６
年
当
時
と
中
学
校
３
年
当
時
の

担
任
の
先
生
が
式
に
参
加
し
、
か
つ

て
の
教
え
子
た
ち
と
心
の
交
流
を
行

い
ま
す
。
成
人
式
の
最
後
は
、
か
つ

て
の
先
生
た
ち
の
「
贈
る
言
葉
」
で

締
め
く
く
ら
れ
、
温
か
い
雰
囲
気
の

中
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
祝
う
の

で
す
。

　

校
区
で
子
ど
も
た
ち
を
見
守
ろ
う

と
い
う
想
い
は
、
地
域
の
人
た
ち
に

よ
っ
て
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
、
一
つ

ひ
と
つ
の
活
動
と
し
て
、
次
の
世
代
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

「ふれあいフェスタ in はるたけ」での盆踊り。大人
も子どもも輪になって踊る

校区の歴史を知る目的もある三社詣り。大晦日の夜から元旦にかけて
行われ、幅広い年齢の参加者がある

平成25年11月に行われた公民館主催の「史蹟めぐり」。
70人が参加。阿蘇市や竹田市の名所旧跡をめぐった

校区の成人式には、懐かしい出会いを楽しみに新成人が参加する。校
区みんなで子どもたちの成長を祝う伝統行事だ

人口計 :14,655 人
世帯数 :7,537 世帯
町内自治会数: 18

春竹校区 （平成 25 年 4 月現在）


