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校区のまちづくり  その4

「わくわく」でつながる

まちの未来をつくるため、
歴史を新しい感性で発信み

が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
慶
徳

の
地
名
は
お
よ
そ
５
０
０
年
前
、
戦

国
時
代
の
高
僧
・
慶
徳
和
尚
の
名
に

由
来
す
る
も
の
で
す
。
慶
徳
和
尚
は

こ
の
地
で
順
正
寺
を
興
し
た
だ
け
で

な
く
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
沼
な
ど
を

埋
め
立
て
て
堀
の
形
に
し
、
治
水
を

行
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現

在
も
慶
徳
と
い
う
名
は
町
名
に
残
り
、

小
学
校
の
名
前
へ
と
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

「
昔
は
河
原
町
に
国
際
繊
維
市
場

が
、
そ
の
周
り
に
繊
維
問
屋
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
と
て
も
活
気
が
あ
り
ま

し
た
。
慶
徳
小
学
校
の
児
童
数
が

１
０
０
０
人
を
超
え
た
時
期
も
あ
っ

た
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
残
念
な
が

ら
昭
和
33
年
に
市
場
は
火
災
で
焼
失

し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
、
慶
徳
校

区
自
治
協
議
会
の
伊
藤
博
文
会
長
は

語
り
ま
す
。
当
時
の
面
影
を
残
す
の

が
、
河
原
町
繊
維
問
屋
街
で
す
。
ト

タ
ン
屋
根
の
ア
ー
ケ
ー
ド
や
細
い
路

地
に
並
ぶ
小
さ
な
店
舗
な
ど
が
醸
し

出
す
不
思
議
な
雰
囲
気
に
惹
か
れ
、

現
在
、
若
手
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
タ
ー
な
ど
が
ア
ト
リ
エ
と

し
て
活
用
し
た
り
、
カ
フ
ェ
や
古
着

屋
な
ど
の
店
舗
を
オ
ー
プ
ン
し
た
り

し
て
い
ま
す
。

彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
毎
月
開
催

さ
れ
て
い
る
の
が
「
河
原
町
ア
ー
ト

の
日
」。
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど

が
作
っ
た
作
品
を
展
示
・
販
売
で
き

る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
学
生
な
ど
若
者

も
多
く
訪
れ
、
ま
ち
に
興
味
を
持
つ

人
も
増
え
て
い
ま
す
。

　新
・
旧
の
住
民
を

学
校
が
つ
な
ぐ

何
代
も
前
か
ら
こ
の
地
域

に
住
み
続
け
て
い
る

住
民
が
多
い
慶
徳
校
区
で
す
が
、
最

近
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
よ
り
若

い
子
育
て
世
代
が
新
し
く
住
民
と
し

て
仲
間
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
一
方
で
、
新
旧
の
住
民
の
間
で

地
域
に
対
す
る
意
識
の
違
い
も
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
伊
藤
さ
ん
は
「
家
庭

に
子
ど
も
が
い
て
、
そ
の
子
ど
も
が

学
校
に
い
る
と
P
T
A
活
動
は
必

ず
や
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
自

然
と
地
域
と
も
結
び
つ
い
て
い
く
も

の
。
新
旧
の
住
民
が
織
り
な
す
新
し

い
地
域
の
仕
組
み
に
期
待
し
た
い
」

慶徳の名の基になった慶徳和尚が開祖の順正寺。住民の心の拠り所にもなって
いる

慶
け い と く
徳校区

慶
徳
和
尚
の
名
に

由
来
す
る
校
区
名

慶
徳
校
区
は
、
昔
か
ら
職

人
や
商
人
の
町
と
し

て
栄
え
た
歴
史
あ
る
校
区
の
一
つ
で

す
。
交
通
セ
ン
タ
ー
や
、
市
民
会
館
、

県
民
百
貨
店
な
ど
が
あ
る
賑
や
か
な

熊
本
の
中
心
市
街
地
で
す
が
、
一
つ

路
地
裏
に
入
る
と
静
か
な
古
い
街
並

河原町の旧繊維卸商業共同ビルには、
若手のクリエーターが集まり、新たな
街が形成されている

夏休みに行われる「慶徳教育キ
ャンプ」。白川で遊ぶ貴重な体験
に子どもたちも大はしゃぎ


