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安芸高田市立小田東小学校ＰＴＡ

　平成23年、小田東小児童の「学校の裏山を、虫がたくさん住む公園にしたい」という願
いが広島県夢配達人プロジェクト推進事業に選ばれ、小田東小ＰＴＡと地域の連携により、
平成24年に『げんき森もり　ゆめランド』が整備されました。立木を活用したツリーハウ
スや蝶が集まる柑橘系樹木の林など、児童の遊び場や学習の場を拡充し、児童の健全育成に
大きく貢献されています。これまでの功績が認められ、平成26年度優良ＰＴＡ文部科学大
臣表彰を受賞されました。

平成26年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰を受賞されました平
成
26
年
中
の
災
害
件
数

　

25
年
と
比
べ
る
と
火
災
発
生
件
数
は

13
件
減
、
救
急
出
動
件
数
は
92
件
増
、

救
助
出
動
件
数
は
9
件
増
で
し
た
。

　

特
に
火
災
発
生
件
数
は
、
消
防
本
部

発
足
以
来
３
番
目
に
少
な
い
件
数
と
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
出
火
原
因
の
半
数
は
「
火
入

れ
」「
た
き
火
」
に
よ
る
も
の
で
、
火

災
が
減
少
し
た
理
由
と
し
て
火
災
の
多

発
す
る
3
月
か
ら
5
月
に
か
け
て
比
較

的
雨
の
日
が
多
く
、
枯
草
焼
き
や
火
入

れ
な
ど
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

火
を
取
り
扱
う
際
に
は

・
空
気
が
乾
燥
し
風
が
強
い
日
に
「
火

入
れ
」
や
「
た
き
火
」
を
行
わ
な
い
。

・「
火
入
れ
」
や
「
た
き
火
」
を
行
う

際
に
は
水
バ
ケ
ツ
や
消
火
器
を
準
備

し
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

・
実
施
後
は
確
実
に
消
火
す
る
。

　

以
上
こ
と
を
徹
底
し
て
行
っ
て
下
さ

い
。

　

日
ご
ろ
か
ら
火
の
取
扱
い
に
は
十
分

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
行
為
の

届
出
に
つ
い
て

　

た
き
火
な
ど
、
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し

い
行
為
を
行
う
際
に
は
消
防
署
へ
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
届
出
様
式
は
安

芸
高
田
市
消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又

は
安
芸
高
田
消
防
署
、
安
芸
高
田
消
防

署
北
部
分
駐
所
に
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

安
芸
高
田
消
防
署
警
防
課
警
防
係

訓
練
の
紹
介

　

今
回
は
救
助
訓
練
の
中
の
一
つ
、
潜

水
訓
練
を
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
訓
練
は
、
池
や
川
な
ど
水
中
か

ら
の
救
助
を
必
要
と
す
る
災
害
に
対
応

す
る
た
め
の
訓
練
で
す
。

　

安
芸
高
田
消
防
署
で
は
年
間
を
通
し

て
潜
水
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　　

潜
水
業
務
を
行
う
た
め
に
は
潜
水
士

の
資
格
が
必
要
で
、
こ
の
業
務
を
行
う

隊
員
は
す
べ
て
資
格
を
取
得
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
助
け
ら
れ
た
人
や
資
器
材

搬
送
の
た
め
、
ボ
ー
ト
を
保
有
し
て
い

ま
す
。

　

そ
の
ボ
ー
ト
を
操
船
す
る
に
は
小
型

船
舶
免
許
が
必
要
で
、
免
許
を
取
得
し

て
い
る
隊
員
は
ボ
ー
ト
の
操
船
訓
練
も

行
っ
て
い
ま
す
。

3
月
は
呼
吸
器
系
の�

疾
患
に
注
意
！

　

季
節
の
変
わ
り
目
と
な
る
こ
の
時
期

は
温
度
や
湿
度
、
天
候
が
大
き
く
変
動

し
て
、体
調
を
崩
し
や
す
い
時
期
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
風
邪
で
も
重
症
化
し
や

す
く
、
肺
炎
な
ど
の
呼
吸
器
系
の
疾
患

は
重
篤
な
場
合
、
死
に
つ
な
が
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

適
度
な
水
分
補
給
や
栄
養
補
給
、
睡

眠
を
と
り
、
規
則
正
し
い
生
活
を
し
て

健
康
な
状
態
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

　

定
期
講
習
　
受
講
者
募
集�

�

～
救
え
る
命
の
た
め
に
～

　

消
防
署
で
は
、普
通
救
命
講
習
を「
毎

月
一
回
」
定
期
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

○
開
催
日　

毎
月
第
３
日
曜
日

○
場　

所　

安
芸
高
田
消
防
署

※
お
申
込
は
毎
月
第
２
日
曜
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
、
皆
さ
ん
も

応
急
手
当
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

安
芸
高
田
消
防
署

　

警
防
課
救
急
係

火 災

救 急

救 助

そ の 他

2件
（2件）

127件
（127件）

0件
（0件）

3件
（3件）

１月

種別 26年 25年 増減

火災 19件 32件 －13件

救急 1,503件 1,411件 ＋92件

救助 25件 16件 ＋� 9件

災害件数の比較

冬季訓練のようす
（美土里町横田　ほととぎす遊園）

　

向
原
町
内
を
中
心
に
活
動
を
行
っ
て
い

る
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
グ
ル
ー
プ
「
き
ら

き
ら
絵
本
館
」。
向
原
小
や
向
原
こ
ば
と
園
、

高
齢
者
福
祉
施
設
な
ど
で
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
。「
向
原
小
で
は
週
に
１
回
、
全
ク
ラ
ス

に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る
の
で
、
子
ど
も

た
ち
は
６
年
間
で
約
２
０
０
冊
以
上
本
を
読

ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
読
み
聞
か
せ

が
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
本
に
親
し
む
よ

い
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
な
、
と
思
っ
て

い
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
代
表
の
岡お

か

﨑ざ
き�

早さ

苗な
え

さ
ん
。
平
成
13
年
に
結
成
し
、
現
在
の
メ

ン
バ
ー
は
30
代
～
70
代
ま
で
の
1２
名
。
仕
事

を
し
な
が
ら
、
時
間
を
調
整
し
て
活
動
さ
れ

て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
絵
本
の

読
み
聞
か
せ
を
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
み
に

待
っ
て
く
れ

て
い
る
こ
と

が
、
13
年
間

続
け
ら
れ
た

原
動
力
だ

と
、
岡
﨑
さ

ん
は
言
い
ま

す
。

　

ま
た
、
平

成
２２
年
か
ら

は
、
向
原
町

内
の
各
地
区
（
５
字あ

ざ

）
に
伝
わ
る
民
話
や
伝

説
を
元
に
、
１
年
に
１
作
品
の
ペ
ー
ス
で
、

紙
芝
居
を
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。「
グ
ル
ー

プ
の
中
で
、
読
み
聞
か
せ
の
ほ
か
に
独
自
の

活
動
を
し
た
い
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
向

原
町
に
伝
わ
る
民
話
を
興
し
て
、
お
年
寄

り
や
子
ど
も
た
ち
に
地
元
の
民
話
を
知
っ

て
も
ら
え
れ
ば
い
い
の
で
は
、
と
話
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
。
紙
芝
居
作
り
は
、『
向
原

町
の
民
話
と
伝
説
』（
玉
井�

寿
郎
／
監
修
）

や
、
向
原
町
誌
を
参
考
に
、
数
あ
る
民
話
の

中
か
ら
、
昔
か
ら
向
原
に
住
ん
で
お
ら
れ
る

方
で
も
あ
ま
り
知
ら
な
い
、
少
し
知
名
度
の

低
い
も
の
を
選
ん
で
い
ま
す
。
題
材
と
な
る

民
話
が
決
ま
っ
た
ら
、
そ
の
民
話
が
伝
わ
る

地
域
の
近
所
の
方
た
ち
に
話
を
聞
い
た
り
、

舞
台
に
な
っ
た
場
所
に
行
っ
た
り
し
て
、
民

話
の
理
解
を
深
め
ま
す
。
そ
の
後
、
台
本
作

り
に
入
る
の
で
す
が
、
民
話
の
基
本
は
残
し

な
が
ら
、
難
し
い
言
葉
を
噛
み
砕
い
て
わ
か

り
や
す
い
表
現
に
し
た
り
、
セ
リ
フ
を
入
れ

た
り
し
て
作
り
上
げ
ま
す
。
民
話
を
膨
ら
ま

せ
て
台
本
を
作
る
と
こ
ろ
が
一
番
大
変
な
作

業
で
す
が
、
同
時
に
そ
こ
が
一
番
お
も
し
ろ

い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
」
と
岡
﨑
さ
ん
。

「
民
話
だ
け
れ
ど
も
、
昔
話
で
は
な
く
、
地

名
が
今
も
残
っ
て
い
た
り
し
て
、
現
在
に
つ

な
が
っ
て

い
ま
す
。

そ
こ
に
自

分
た
ち
は

住
ん
で
い

る
、
と
実

感
す
る
と
、

愛
着
も
湧

く
と
思
い

ま
す
。
向

原
町
の
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
っ
て
、

好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
の
が
一
番
い
い
で
す

よ
ね
」と
笑
顔
で
語
る
岡
﨑
さ
ん
。ま
た
、「
世

界
に
２
つ
と
な
い
こ
の
紙
芝
居
は
、
き
ら
き

ら
絵
本
館
の
財
産
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
メ

ン
バ
ー
が
変
わ
っ
て
も
、
こ
の
紙
芝
居
を
語

り
継
い
で
く
れ
れ
ば
嬉
し
い
で
す
」
と
岡
﨑

さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

き
ら
き
ら
絵
本
館
で
は
、
向
原
町
の
各
地

域
に
ま
つ
わ
る
紙
芝
居
を
完
成
さ
せ
ま
し
た

が
、
こ
れ
で
紙
芝
居
制
作
が
終
わ
り
で
は
な

く
、6
作
目
を
考
え
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

「
５
字
を
一
周
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
作

品
を
作
っ
て
い
け
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
」。

　

向
原
に
伝
わ
る
民
話
を
掘
り
起
こ
し
、
誰

に
で
も
わ
か
り
や
す
く
作
ら
れ
た
紙
芝
居
。

そ
れ
は
、
安
芸
高
田
市
に
と
っ
て
も
、
向
原

町
の
郷
土
文
化
を
伝
え
る
大
き
な
財
産
と

な
っ
て
い
ま
す
。

向原小学校で読み聞かせをしている様子。

紙芝居上演の様子。読み手と画面（絵）の
抜き手の二手に分かれて演じている。

第
43
回
広
島
県
読
書
推
進
運
動
協
議
会
表
彰
　
安
芸
高
田
市
か
ら
２
団
体
が
奨
励
賞
を
受
賞

　
長
年
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、「
き
ら
き
ら
絵
本
館
」（
向
原
町
）
と
「
み
ど
り
の
森
の
絵
本
館
」（
美
土
里
町
）
が
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

今
月
号
で
は
、「
き
ら
き
ら
絵
本
館
」
を
、
来
月
号
で
は
、「
み
ど
り
の
森
の
絵
本
館
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

向
原
町
の
こ
と
を
知
っ
て
、
も
っ
と
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い

�

き
ら
き
ら
絵
本
館
（
向
原
町
）
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