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志津川110年のあゆみ 
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廃
校
に
な
っ
た
旧
林
際
小
学
校
を
活
用
し
た
、志
津
川
生
活
体
験
の
拠
点
 

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
体
験〈
校
舎
の
宿
〉さ
ん
さ
ん
館
 

伝
統
の
技
が
活
か
せ
る
。ふ
れ
あ
い
が
広
が
る
。 

訪
れ
た
人
と
共
に
学
び
、喜
び
合
え
る
こ
と
が
楽
し
い
。 

町
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
て
、志
津
川
に
も
っ
と
元
気
を
。 

　「
思
い
出
の
校
舎
を
残
し
た
い
」「
時
代
が
変

わ
り
、見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
た
技
や
生
活

文
化
を
活
か
す
こ
と
で
、地
域
の
活
性
化
に
役

立
て
た
い
」と
思
っ
た
旧
林
際
小
学
校
卒
業
生

十
二
名
が
中
心
と
な
っ
て
始
め
た『
さ
ん
さ
ん
館
』。

誕
生
し
て
五
年
、地
域
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い

明
る
さ
と
活
気
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。四
季
を

通
し
て
楽
し
め
る
多
彩
な
体
験
メ
ニ
ュ
ー
の
先

生
は
、全
員
地
元
の
人
た
ち
。そ
の
数
お
よ
そ
二

百
名
。「
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
地
域
を
守
っ
て
き
た

人
た
ち
の
協
力
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。志

津
川
の
自
然
を
共
有
す
る
海
の
人
た
ち
、町
内

の
お
店
や
ホ
テ
ル
・
民
宿
な
ど
町
全
体
と
連
携

し
な
が
ら
、こ
れ
か
ら
も
楽
し
く
や
っ
て
い
き

た
い
」と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。 

「
ひ
こ
ろ
の
里
」
を
活
用
し
て 

地
域
活
性
化
を
図
ろ
う
と
民
意
自
力
で
発
足 

入
谷
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
ー
ブ 

来てもらわないと、入谷の良さは伝わらない。 
入谷を、後世に残る“桃源郷”に。 
百年先・百五十年先を見据えた地域おこしを。 

　
入
谷
地
区
の
全
戸
、約
五
百 

二
十
戸
が
加
入
す
る「
入
谷
グ
リ

ー
ン
ウ
ェ
ー
ブ
」は
、入
谷
地
区

に
関
わ
る
活
動
す
べ
て
を
網
羅
す
る

組
織
で
す
。平
成
三
年
、押
し
寄
せ
る

少
子
・
高
齢
化
の
波
に
対
し
て「
自
分

た
ち
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
」と
結
成
。

住
民
そ
れ
ぞ
れ
に
、そ
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
た
た
め
、み
ん
な
が
快
く
一
致

団
結
す
る
こ
と
に
。「
入
谷
に
は
、あ
ふ

れ
る
ほ
ど
豊
か
な
人
情
味
が
あ
る
。さ

ん
さ
ん
館
な
ど
を
活
用
し
、入
谷
の
魅

力
を
生
か
し
た
活
動
を
進
め
た
い
」と
、

他
地
域
の
視
察
に
始
ま
り
、そ
ば
打
ち

に
よ
る
地
域
お
こ
し
、農
産
物
直
売
所

の
運
営
な
ど
活
動
も
多
彩
。最
近
で
は

あ
ん
ず
や
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
栽
培
も
開
始
。

他
町
の
注
目
も
集
め
て
い
ま
す
。 


