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船坂小学校が閉校になって早くも３年半経ちました。

旧船坂小学校木造校舎の人気が、日増しに高まっています。

閉校の翌年から西宮市の管理委託を受けて、管理運営委員会

当番(約３０名)の皆さんが交替で、週４日、窓を開けて風を通し、

校舎内外を清掃して大事に管理してきました。そして、昨年度から

は草刈業務の委託も受け、６～１０月の間、毎月一回ボランティア

さんが草刈と樹木剪定もしています。その甲斐あって、最近は、個

人の見学者、写真撮影や絵を描きにこられる方々が増えています。

来られた人たちは口々に「きれいにされてますね。貴重な木造校

舎なので大事にされていて嬉しい。」と言われています。

大人気の旧船坂小学校木造校舎

８月２５日(日)未明から昼前にかけて降った大雨が、学校運動場に

溜まりました。

閉校後３年以上側溝の清掃が行われなかったことも重なり、この日

の大雨で溜まった水が、一段低い東隣のお宅の裏庭へ幅３m高さ６

mほどの滝になって一気に流れ落ちました。幸い家屋に被害はな

かったものの、お宅の方は「未明から怖くて寝ておれなかった」と話

されていました。

管理当番からの連絡を受けた市が、３０日に側溝を掃除し土のうを

積んでくれました。

運動場の雨水が滝に！

（池田壱和）

西宮市内の小学校の内、２０校を超える学校から３年生校外学習で続々と来られています。見学

時、大勢の子どもたちには、その日の当番さんが約１０分程船坂小学校の歴史などを説明します。

「秀吉もこの湯山古道を歩いたんだよ」と説明すると歓声があがります。子どもたちだけでなく、付添

いの先生たちも木造校舎の見学をとても楽しんでおられます。

夏休みに行われた土と火と実りの里の芸術祭ワークショップでは６０組もの親子が２日間木造校舎

で土笛づくりを楽しみました。９月１４・１５日には、ボーイスカウト阪神支部のリーダー研修キャンプが、

運動場とランチルームを活用して行われます。

（旧船小管理運営委員会）



船坂住民数珠つなぎ

今回は、地元でいろんな活動を精力的にされている１班の

柴原タネ子さんの登場です。

（インタビュアー：黒木、中西）これらお皿もタネ子さんの作品

－船坂での生活はどうでしたか。

柴）社宅からはじまって借家・持ち家と移り、20年ほど過ごしましたが、その家も道路拡張で立ち退き

になって、今住んでいる家に落ち着くまで船坂の中だけで４回も転居したのが一番大変でした。

仕事もいろいろしましたよ。ヤクルト配達したり、パセリ括りしたり、ミシンの仕事もしたり。ミシンの

仕事仲間は今でもグラウンドゴルフ等でいいお友達づきあいしてもらってます。その後は流通セ

ンターで25年働いてました、雨の日も風の日もバイク通勤。終盤は主人がアッシー君をつとめて

くれて本当に感謝しています（笑）。

－趣味もいろいろお持ちだとか

柴）小さい頃から飛んだり跳ねたりしてたので、運動会や学芸会の時だけはスターでした（笑）。

そのせいか今でも歌や踊りが大好きです。昔あった船坂の歌謡

教室にも参加してました。毎年１１月頃に公会堂で行う発表会に向

けて、がんばって練習したり「何着る？ どうしよ？」と仲間とワイワ

イ騒ぎながら準備したり、とっても楽しかったです。

身体を動かす以外もいろいろ楽しんでます。陶芸、ジグソーパズ

ル、紙人形作り等々。紙人形づくりは、人形作りは私ですけど紙

を折るのは主人なんです。夫婦共同作業でできた人形は、家にき

ちんと飾ってます（笑）。

－出身は遠く離れたところだとか。

柴）四国の徳島で、高知県との県境に近いところの田舎です。

それでお見合いすることになったんですがお見合いに主人が

わざわざ徳島の田舎まで来てくれたんですよ。それがきっかけ

で船坂に嫁ぐことになりました。

西宮市と聞いて甲子園球場のイメージで大きな街を想像して

たんですが、来てみると実家とほとんど変わらないし、住まいも

持ち家だと思ってたのが実は社宅だったり、冗談ですけどほん

とダマされました（笑）。

－その中で子育てもあって、大変だったんですね

柴）なので仕事してる間は地元と関われず迷惑をおかけしたので、今は無口な私ですが老人クラブ

の副会長やJA年金友の会の役をさせてもらってます。また、JA女性会に入ったり、グラウンドゴル

フしたり。それで交流の輪も広がってとても楽しいです。



ベルグコンサートベルグコンサートベルグコンサートベルグコンサート

教会音楽コンサート教会音楽コンサート教会音楽コンサート教会音楽コンサート
２，０００円２，０００円２，０００円２，０００円

船坂コミュニティからのお知らせ
夏休みをいただいていたランチ・カフェも９月よりはじまります。カフェは第１・第３日曜日、ランチ
は第２・第４日曜日です。

９月１５日（第３日曜） １３時 ：船坂カフェ
９月２２日（第４日曜） １２時： 船坂そばランチ
１０月１３日（第２日曜） １２時 ： 船坂ランチ
１０月２０日（第３日曜） １３時 ： 船坂カフェ

（池田壱和）

自治会長の交代
自治会長の西口英二さんが体調不良のため、
残念ながら任期途中で辞任され、後任には前自
治会長だった酒井博司さんが選任されました。心
機一転のご活躍を願っています。

９月よりカフェ・ランチ・そばランチとも信号近くと
学校の門の辺りにのぼりを立てます。
１０月第１日曜日ふれあいんぴっくの為、カフェ
はお休みさせていただきます。

（旧船小管理運営委員会）

今年の盆踊りを写真で振り返ってみました

汗びっしょりの音頭取りさん アラエトサッサーノー ヨイヤーサッサー

いらっしゃい！ビールどうでっか 自治会の金券持参で賑わう屋台 もっと大勢踊ってやー！

木造校舎で撮影された番組が、１０月１０日(木)
午後１１時１７分からTV朝日(6CH)の「ビーパッ
プ！ハイヒール」で放映されます。
興味のある方はご覧ください。

旧船坂小でテレビ撮影

（新聞編集委員会）（新聞編集委員会）

９月２８日(土) １８:００から



編集者の

つぶやき

船坂新聞創刊から今号で５周年。ご愛読

ありがとうございます。

編集メンバーの入れ替えはありましたが、

１０人前後で毎月編集会議を開き、船坂の

話題集めをしています。手弁当のボラン

ティアです。

船坂のまちづくりに少しでも役立てるよう、

いつまでも発行し続けられることを祈りな

がら。

暑かった夏が過ぎ秋に向かいつつあるこの季節。私は子

どもの頃、この季節が結構好きだった。突然の暗い雲、

夕立、そしてその後のさわやかな空気。雨で濡れた身体

を拭きながら、家の中でホットミルクを飲み夕立が過ぎる

のを眺めるのは、この上なく安心を感じられる瞬間だった。

ところが最近の台風は、そんな優雅なことを言ってられな

い規模に変化しつつある。今の子ども達が見る夏の終わ

りは私が見たものとはまた違うものになるのかもしれない。

（池田壱和） （岡田安紀子）

★船坂のサークル活動★

[バレーボール] 水19:30 [テニス] 水10:00 土日9:00

[野球] 月2-3 回 [ゴルフ] 年3-4 回

[ヨガ] 月10:00 火19:30 [カラオケ] 第２・４土

[陶芸] 第２・４火 [ちびっ子広場] 第３日曜

[趣味作品] 常設展 [たんぽぽ] 第４日曜

[グランドゴルフ] 水金 (7-9 月) 9:30 (その他月) 13:30

県民広場 → [加工品] [そば] [ランチ] [カフェ]

秋の休みは "ふれあいんぴっく"

1０月６日の日曜日、船坂ふれあいんぴっくがひらかれます。

午後1時より旧船坂小学校校庭（雨天の場合体育館）で開催します。

楽しい半日になるよう内容を検討、だれでも参加できる競技種目もあります。

日頃の運動不足を怪我をしないていどに頑張ってみませんか？

皆さんの参加をお待ちしています。 （黒木富美子）

土と火と実りの里の芸術祭２０１３ ボランティア募集

今秋、船坂では約１４名の陶芸作家さんたちによる土の祭典「土と火と実りの里の芸術祭２０１３」を開

催します。昨年に引き続き、地域のみなさまにボランティアのご協力をよろしくお願いいたします。

詳しい内容やボランティアを希望される方は池田までご連絡ください。

ボランティア募集内容ボランティア募集内容ボランティア募集内容ボランティア募集内容

①①①① チラシ発送作業のお手伝いチラシ発送作業のお手伝いチラシ発送作業のお手伝いチラシ発送作業のお手伝い

日時：平成２５年９月２２日（日） 午後１５時〜１６時。 場所：ランチルーム

②②②② 開催期間中、作品監視・作品販売などをお手伝いくださるボランティアの方を募集します。開催期間中、作品監視・作品販売などをお手伝いくださるボランティアの方を募集します。開催期間中、作品監視・作品販売などをお手伝いくださるボランティアの方を募集します。開催期間中、作品監視・作品販売などをお手伝いくださるボランティアの方を募集します。

日時：平成２５年１０月２６日(土)～１１月１０日(日)の金土日祝

時間：午前１０時～午後４時。 場所：旧船坂小学校木造校舎 （船坂里山芸術推進委員会）
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作家

松 谷  武 判
Matsutani Takesada

西宮市大谷記念美術館副館長

森田  正 樹
Morita Masaki

森
田　
西
宮
は
昔
か
ら
、
美
術
教
室
や
市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
作
家
自
身
が
努
力
し
て

立
ち
上
げ
て「
文
化
の
ま
ち
西
宮
」を
つ
く

っ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
西
宮
で
2
0
0
9
年
か
ら
西
宮
船

坂
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

立
ち
上
げ
の
経
緯
や
、
地
元
の
反
応
な
ど

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

藤
井　
ド
イ
ツ
に
一
年
留
学
し
た
時
に
地

域
に
根
ざ
し
た
大
き
な
芸
術
祭
を
複
数
見

て
、
ア
ー
ト
で
人
が
優
し
く
な
っ
た
り
元

気
に
な
っ
た
り
す
る
の
を
体
験
し
、
地
元

西
宮
の
た
め
に
一
歩
踏
み
出
し
た
い
と
い

う
思
い
が
膨
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
船
坂
小

学
校
が
閉
校
に
な
る
船
坂
に
、
ア
ー
ト
が

何
か
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え

提
案
し
ま
し
た
。

池
田　
2
0
0
9
年
は
ま
さ
に
ス
タ
ー
ト

の
年
で
し
た
ね
。そ
の
前
年
に
船
坂
小
学

校
閉
校
の
宣
言
を
受
け
、
地
域
の
現
実
を

知
ら
な
か
っ
た
事
を
反
省
し
、
情
報
共
有

の
た
め
に
船
坂
新
聞
を
発
行
し
始
め
ま
し

た
。

　
そ
ん
な
時
、
船
坂
新
聞
を
読
ん
だ
藤
井

さ
ん
か
ら
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。最
初
は
、

現
代
美
術
＝
変
な
芸
術
と
い
っ
た
認
識
で

し
た
が
、
何
か
し
な
い
と
い
け
な
い
の
だ

っ
た
ら
、
や
っ
て
み
よ
う
と
‼

　
結
果
、
来
場
者
の
数
に
驚
き
、
民
泊
で

制
作
さ
れ
た
作
家
と
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
っ
た
の
を
実
感
し
ま
し

た
。
な
に
よ
り
住
民
同
士
の

交
流
が
生
ま
れ
た
事
が
、
ビ

エ
ン
ナ
ー
レ
開
催
の
原
動
力

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

藤
井　
2
0
0
9
年
の
プ
ロ

ロ
ー
グ
か
ら
2
0
1
2
年
の

第
二
回
ま
で
3
回
を
実
施
し

て「
地
域
の
人
が
ど
う
思
う
の
か
」「
来
場

者
は
な
に
を
持
っ
て
帰
る
の
か
」「
作
家
が

な
に
を
感
じ
る
の
か
」と
い
う
下
地
が
や

っ
と
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

森
田　
作
家
と
の
触
れ
合
い
が
い
い
影
響

を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
参
加
さ

れ
た
作
家
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
ま
し
た
か
？

松
谷　
海
外
に
住
ん
で
い
て
も
、
常
に
日

本
の
価
値
観
を
感
じ
て
活
動
し
て
い
ま
す

の
で
、
展
示
場
所
と
し
て
昔
の
ま
ま
の
善

照
寺
を
使
え
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。

　
美
術
館
や
画
廊
で
は
な
く
、
今
生
き
て

い
る
場
所
で
作
り
手
と
見
る
人
が
ふ
れ
合

え
る
の
が
い
い
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
も
地

方
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

池
田　
イ
ベ
ン
ト
の
二
ヶ
月
も
前
か
ら
作

品
作
り
を
手
伝
う
と
い
う
の
は
、
作
品
が

た
だ
並
ぶ
と
い
う
事
と
は
大
き
く
違
う
と

思
い
ま
す
。
手
伝
っ
た
人
が
他

の
人
へ
伝
え
ま
す
し
、
で
き
る

過
程
を
目
に
し
ま
す
の
で
、
何

と
な
く
わ
か
っ
て
い
く
ん
で
す

ね
…
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
こ

の
辺
り
が
現
代
美
術
の
持
つ
力

か
な
と
思
い
ま
す
。

松
谷　
戦
後
、
表
現
の
自
由
、
創
作
の
場

を
広
げ
て
で
き
た
の
が
私
の
所
属
す
る

「
具
体
美
術
」で
す
。
今
で
は
イ
ン
ス
タ
レ

ー
シ
ョ
ン
と
か
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
呼
ば

れ
ま
す
。

　

生
活
の
場
へ
行
っ
て
製
作
す
る
事
で

「
理
解
」で
は
な
く「
感
じ
て
」い
た
だ
け
た

ん
で
し
ょ
う
ね
。
船
坂
と
い
う
開
放
感
の

中
で
触
れ
ら
れ
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

池
田　
来
場
者
は
作
品
鑑
賞
を
通
じ
て
船

坂
の
よ
さ
を
感
じ
、
作
家
は
船
坂
の
特
徴

を
考
え
て
作
品
を
作
っ
て
下
さ
っ
て
い
る

の
が
う
れ
し
い
で
す
ね
。

藤
井　
西
宮
や
阪
神
間
で
お
こ
っ
た
具
体

美
術
が
、
船
坂
で
ま
た
ゆ
る
や
か
に
重
な

り
あ
っ
て
い
ま
す
。
若
い
芸
術
家
や
地
域

の
人
が
何
か
を
感
じ
、
船
坂
と
い
う
場
所

が
ま
た
作
品
に
影
響
を
与
え
、
ビ
エ
ン
ナ

ー
レ
の
魅
力
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

松
谷　
若
い
作
家
も
こ
う
い
う
経
験
か
ら

ま
た
学
ん
で
い
き
ま
す
。
昔
の
市
民
美
術

教
室
の
よ
う
に
…
。

森
田　
〝
ま
ち
〟の
中
に
美
術
が
溢
れ
る
の

が
大
切
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

松
谷　
美
術
は
生
産
性
の
な
い
も
の
で
す

が
、
や
は
り
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の

ア
ー
ト
と
ま
ち
お
こ
し

　
　
　
〜
西
宮
船
坂
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
と
具
体
芸
術

座談会



23

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
が
欲
し
い
で
す
ね
。

そ
れ
が
地
域
の
文
化
や
豊
か
さ
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

池
田　
全
国
に
誇
れ
る
西
宮
の
文
化
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
、
一
層
の
ご
援
助
を
い
た
だ

き
た
い
で
す
ね
。

藤
井　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
学
生
も
ア
ー
ト

や
船
坂
が
好
き
に
な
り
、
新
し
い
グ
ル
ー

プ
が
で
き
て
い
ま
す
。
西
宮
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
文
化
の
繋
が
り
が
世
界
に
広
が

っ
て
い
く
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
場
所
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

松
谷　
バ
ス
停
で
来
場
者
と
一
緒
に
時
間

ま
ち
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
時

間
を
か
け
て
船
坂
ま
で
行
く
の
が
い
い
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
の
気
持
ち
に
残

る
ん
で
す
。

池
田　
「
普
段
の
生
活
を
し
な
が
ら
観
て

も
ら
お
う
」と
決
め
て
い
ま
す
。
ビ
エ
ン

ナ
ー
レ
は
船

坂
の
生
活
と

合
わ
せ
て
見

て
い
た
だ
い

た
ら
い
い
の

か
な
と
…
。

　
私
は
ア
ー

ト
だ
け
で 

“
ま
ち
づ
く

り
”
が
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

た
く
さ
ん
あ
る
手
段
の
中
の
一
つ
が
ア
ー

ト
。
だ
か
ら
、
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
成
功
だ

け
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

松
谷　
「
ア
ー
ト
と
ま
ち
お
こ
し
」い
い
言

葉
で
す
ね
。
帰
国
し
た
ら
西
宮
北
口
の
喫

茶
店
に
作
品
を
飾
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
そ
こ
は
お
茶
を
飲
む
の
が
目
的
の
場

所
で
す
か
ら
、
画
廊
に
飾
る
の
と
は
違
う

ん
で
す
ね
。

　
大
好
き
な
西
宮
と
、
ど
こ
か
で
繋
が
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

森
田　
ア
ー
ト
が
人
や
地
域
が
繋
が
る
触

媒
に
な
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
ビ
エ
ン
ナ

ー
レ
に
よ
っ
て
船
坂
に
起
こ
っ
た
変
化
は

あ
り
ま
し
た
か
？

池
田　
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
活
用
し
た
船
坂

小
学
校
の
木
造
の
校
舎
を
残
す
た
め
に
耐

震
補
強
工
事
を
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に

な
り
、毎
週
日
曜
日
に
ラ
ン
チ
、カ
フ
ェ
、

手
打
ち
そ
ば
、
う
た
ご
え
な
ど
を
始
め
ま

し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
趣
味
の
作
品
常

設
展
、陶
芸
ク
ラ
ブ
、ち
び
っ
子
ひ
ろ
ば
、

カ
ラ
オ
ケ
ク
ラ
ブ
な
ど
地
域
住
民
が
交
流

し
な
が
ら
活
動
す
る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
が

誕
生
し
て
い
ま
す
。
単
発
的
な
行
事
で
な

く
、
長
期
イ
ベ
ン
ト
に
携
わ
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
通
じ
た
住
民
の
深
い
交
わ
り

が
、
地
域
を
元
気
づ
け
る
原
動
力
に
な
る

ん
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

松
谷　
あ
の
木
造
校
舎
は
船
坂
の
シ
ン
ボ

ル
で
す
か
ら
大
切
に
し
て
欲
し
い
で
す
ね
。

森
田　
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
は
今
後
ど
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

松
谷　

世
界
に
広
げ
る
の
も
い
い
で
す

が
、
求
め
す
ぎ
る
の
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
あ
ま
り
大
き
く
広
げ
る
必
要
は
な

い
と
思
い
ま
す
ね
。

池
田　
2
0
1
2
年
は
作
家
の
数
が
増
え

す
ぎ
、展
示
場
所
も
広
が
っ
た
の
で
す
が
、

地
域
と
し
て
は
運
営
面
で
大
変
だ
っ
た
で

す
ね
。

藤
井　
こ
れ
か
ら
は
物
理
的
に
広
げ
る
の

で
は
な
く
、
こ
こ
で
お
こ
っ
て
い
る
事
を

多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
仕
掛
け
が
で
き

た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

池
田　

今
年
は
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
間
の

年
で「
土
と
火
と
実
り
の
里
の
芸
術
祭

2
0
1
3
」を
開
催
し
ま
す
が
、
地
域
も

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
一
緒
に
な
っ
て
作
家
を

選
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
実
際
に
関
わ
る
事

が
、
地
域
を
変
え
る
原
動
力
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

藤
井　
西
宮
は
表
現
者
が
い
っ
ぱ
い
お
ら

れ
る 

〝
ま
ち
〟で
す
。
今
、
船
坂
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
で
繋
が
っ
て
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
方
向
に
つ

い
て
は
一
度
原
点
に
立
ち
返
り
、
た
と
え

規
模
が
縮
小
し
た
と
し
て
も
内
容
の
充
実

を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い

う
芸
術
祭
は
地
域
と
の
信
頼
関
係
が
な
い

と
成
り
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、「
土
と
火
と

実
り
の
里
の
芸
術
祭
2
0
1
3
」で
住
民

の
方
々
が
さ
ら
に
深
く
運
営
に
関
わ
る
の

は
い
い
機
会
で
す
ね
。

　
展
覧
会
と
し
て
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る

と
い
う
事
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
結
果
と

し
て
こ
こ
船
坂
か
ら
世
界
に
繋
が
っ
て
い

く
…
そ
ん
な
広
が
り
を
作
る
た
め
に
も
、

し
っ
か
り
し
た
柱
を
た
て
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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