


　社会福祉法人大阪福祉事業財団の保育園・東桃谷幼児の園
その

（大阪市生野区）は、45年前の建
て替えで現在の建物になりました。園庭にはビワやキンカンなど実の成る木がたくさんあり、
季節ごとに子どもたちと味わってきました。愛着ある園舎ですが、長い年月をへて配管の老朽
化や壁の腐食など、修繕では補えないようになり、これからも地域で育つ子どもたちが安心・
安全に過ごせるよう、園舎の建て替えをおこなうことになりました。2024年９月30日に、み
んなに愛された園舎への感謝を込めて「園舎お別れ会」を開催しました。

45年の感謝とこれからの願いを乗せて45年の感謝とこれからの願いを乗せて
～東桃谷幼児の園・園舎お別れ会～～東桃谷幼児の園・園舎お別れ会～



　お別れ会にはたくさんの方が来てくださいました。大きくなった卒園児とひさしぶりの再
会。当時の面影のある顔を見ると、きのうのことのように園でのようすや出来事を思い出しま
す。思い出話をすると、少し恥ずかしそうにしながらもうれしそうに聞いている姿を見て、ほっ
こりした気持ちになりました。数十年前の卒園児や保護者OBも来てくださり、「園舎がなく
なるのさみしいわぁ」「小さいトイレの写真、撮ってもいい？」と懐かしんでくださいました。



　70年間の歴史の写真展では、職員OBや歴代保護者会の方が思い出話に花を咲かせていまし
た。親子２代・３代で園に通ってくれたご家族は、写真の中に自分のお母さんの姿を見つけて
盛り上がるようすもありました。生野区は住みやすいまちで、一度離れても戻ってくる卒園児
も多く、親になり子どもを預けに来てくれたり、職員として帰ってきてくれたり、途絶えるこ
となくつながっています。45年前の建て替えにかかわった保護者OBの方も来られて、「当時
はみんなで署名にまわったんやでぇ。募金もお願いして集めたわ」と教えてくれました。



　行事のプログラムや道具、文集やおたよりなど思い出の品も展示し、保育園や園舎への思い
を、桃のメッセージとホールのパーテーションに寄せてもらいました。園庭には大きなクヌギ
の木があります（１枚目写真）。園の理念でもある「幹を育てる」（人の土台を育てる）保育と同
じで、小さな苗木からここまで成長しました。建て替えにあたり伐採しないといけないのです
が、新園舎ではみんなを迎える玄関につくるホールを支える柱に変身し、今後も園児を見守り
ます。新園舎もみんながしあわせを感じる建物になるよう、職員みんなで力を合わせていきた
いと思っています。� （写真・文　中島佳代子）
＊本文のトピックスでも、建て替えの経過や思いについて紹介しています。
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子どもとの関わりの
なかで生まれる活動
　

　 NPO法人山科醍醐こどものひろば前理事長　村井　琢哉　

京
都
の
山や

ま
し
な科

で
生
ま
れ
、
育
ち
、
子
ど
も
時
代
に
活
動
と
出
会
っ
て
何
年
経
つ
か
わ
か
ら
な
い
。
そ

れ
く
ら
い
に
こ
れ
ま
で
の
私
の
人
生
、生
活
と
と
も
に
あ
る
の
が
「
山
科
醍
醐
こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
」（
以

下
、
こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
）
で
す
。

最
初
は
、
地
域
の
子
ど
も
会
活
動
や
、
演
劇
鑑
賞
と
い
っ
た
当
時
の
団
体
の
中
心
と
な
る
活
動
に
親

子
で
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
や
舞
台
演
劇
と
出
会
っ
て
、
多
く
の
友
人

も
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
、
野
外
活
動
な
ど
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
気

が
つ
け
ば
キ
ャ
ン
プ
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
、
活
動
を
作
る
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
友
人
た
ち
も
高
校
生
に
な
る
と
、
自
然
と
そ
う

な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
く
ら
い
に
自
然
な
関
わ
り
で
し
た
。
そ
れ
く
ら
い
当
時
の
ス
タ
ッ
フ
の

方
々
と
子
ど
も
で
あ
っ
た
私
た
ち
は
企
画
を
一
緒
に
考
え
た
り
、
一
緒
に
遊
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
良

い
場
を
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
よ
り
よ
い
豊
か
な
育
ち
が
で
き
る
文
化
環
境
・
社
会

環
境
を
と
も
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
は
ゼ
ロ
歳
〜
三
歳
の

親
子
が
自
由
に
参
加
で
き
る
げ
ん
き
ス
ポ
ッ
ト
を
は
じ
め
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
に
応
じ
た
野
外
活
動

や
表
現
活
動
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
触
れ
る
活
動
、
さ
ら
に
困
っ
た
状
況
に
な
っ
た
子
ど
も
の
生
活

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
活
動
ま
で
幅
広
く
展
開
し
、
前
身
団
体
か
ら
四
五
年
目
に
突
入
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

子
ど
も
時
代
か
ら
今
ま
で
関
わ
り
続
け
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
学
生
生
活
や
企
業
で
の
勤
務
な

ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、
常
に
そ
の
時
の
事
情
に
合
わ
せ
た
関
わ
り
方
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
最
後
は
理
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事
長
ま
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
の
活
動
は
、
出
会
う
子
ど
も
た
ち
や
お
と
な
た
ち
の
興
味
・
関
心
や
問
題
意
識
か

ら
立
ち
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
と
く
に
福
祉
的
な
テ
ー
マ
で
見
て
い
く
と
、
現
在
子
ど
も
の
権
利
の
尊

重
や
子
ど
も
の
貧
困
、
虐
待
と
い
っ
た
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
か

ら
そ
の
問
題
に
対
処
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
声
を
中
心
に
、「
だ
れ

が
」「
何
に
困
っ
て
い
る
の
か
」
に
応
え
る
か
た
ち
で
事
業
を
つ
く
り
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
必
要
な
活
動

を
し
て
い
き
ま
す
。
私
は
福
祉
的
実
践
を
し
て
い
く
う
え
で
問
題
か
ら
入
ら
ず
、
出
会
っ
た
人
と
の
関

係
の
な
か
で
活
動
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
の
団
体
で
の
活
動
の
作
り

方
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
大
き
い
で
す
。

活
動
を
し
て
い
く
な
か
で
、
年
々
日
常
生
活
に
困
っ
て
い
る
家
庭
か
ら
の
相
談
が
増
え
て
き
ま
し

た
。
子
ど
も
の
貧
困
対
策
な
ど
に
と
り
く
み
出
し
て
一
五
年
ほ
ど
で
す
が
、
相
談
は
増
え
続
け
て
い
ま

す
。
相
談
か
ら
食
事
や
学
習
、
余
暇
支
援
的
な
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
や
っ
て
く
る

子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
は
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
前
に
、「
疲
れ
て
」
い
て
休
み
た
い
子
ど
も
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。「
何
か
を
し
な
く
て
も
よ
い
」「
何
も
し
な
く
て
も
そ
こ
に
い
て
い
い
」
場
所
が
今
の
子

ど
も
に
は
不
足
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
も
、
子
ど
も
た
ち
の

声
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
た
ち
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
次
に
必
要
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
し
、
み
な
さ
ん
に
も
子
ど
も
か
ら
は
じ
め
る
実
践
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

むらい　たくや

　NPO法人山科醍醐こどものひろば 前理事長、社会福祉士。
　子どもの頃から「山科醍醐親と子の劇場」（現山科醍醐こどもの
ひろば）に参加し、学生時代はキャンプリーダーや運営スタッフ
を経験し、事務局長、理事長を歴任。現在は、これまでの活動経
験を活かして、子ども・わかものに関わる活動、地域や福祉の分
野における実践のサポート・事業づくり、政策立案、企業との事
業づくりに携わる。
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今
年
一
月
号
の
特
集
で
は
、「
ひ
ろ
が
る
生
活
と
健
康
の
破
壊
─
─
『
国
民
健
康
保
険
』
を
問
う
」
を
テ
ー
マ
に
、「
皆
保

険
・
皆
年
金
」
と
言
わ
れ
て
い
る
日
本
の
社
会
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
矛
盾
が
集
中
す
る
「
国
民
健
康
保
険
」（
国
保
）
に

つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
雇
用
労
働
者
の
多
く
が
ほ
か
の
被
用
者
保
険
（
組
合
健
保
、
協
会
け
ん
ぽ
、
共
済
組
合
）

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
は
ず
が
、
事
業
主
負
担
の
な
い
国
保
の
加
入
者
の
な
か
に
雇
用
労
働
者
が
一
定
数
含
ま
れ
て
お
り
、

雇
用
と
労
働
の
変
化
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
公
的
保
険
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

国
が
財
政
負
担
を
減
ら
し
て
い
る
こ
と
で
、
国
保
が
加
入
者
の
生
活
と
健
康
を
支
え
る
制
度
、
皆
保
険
体
制
を
守
り
充
実
さ

せ
て
い
く
制
度
と
し
て
改
善
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

今
号
で
は
、
ま
ず
宇
野
力
さ
ん
（
全
国
商
工
団
体
連
合
会
）
に
、
あ
ら
た
め
て
国
保
加
入
者
の
な
か
に
、
と
く
に
「
若
者
・

雇
用
労
働
者
」
が
一
定
数
い
る
こ
と
と
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
き
び
し
い
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
、
整
理
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
雇
用
労
働
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
負
担
の
重
い
国
保
に
加
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
労
働
形

態
の
一
つ
と
し
て
、
大
学
の
非
常
勤
講
師
の
実
態
に
つ
い
て
、
江
尻
彰
さ
ん
（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
組
合
）
に
報
告
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
で
、
こ
う
し
た
国
民
健
康
保
険
の
問
題
は
、
国
保
加
入
者
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
保
問
題
か
ら
は
、

特集特集

社
会
保
険
の
「
社
会
」
の
意
味
を
問
う
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国
民
健
康
保
険
を
ふ
く
む
社
会
保
険
の
「
社
会
」
の
意
味
と
意
義
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

社
会
保
険
制
度
と
は
、
国
家
が
運
営
主
体
と
な
っ
て
い
る
強
制
加
入
の
保
険
制
度
で
す
。
社
会
保
障
の
一
つ
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
日
本
で
は
、
医
療
保
険
、
年
金
制
度
、
介
護
保
険
、
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
）
が
あ

り
ま
す
。
国
保
は
医
療
保
険
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
す
べ
て
、
こ
の
国
で
安
心
し
て
暮
ら
し
、
働
き
、
望
め
ば

子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
、
高
齢
期
も
安
心
し
て
過
ご
す
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

国
家
の
責
任
で
公
的
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
人
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
あ
る
は
ず
の
社
会
保
険
制
度
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま

す
。
ど
う
い
っ
た
人
た
ち
が
排
除
さ
れ
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
う
し
た
事
態
が
ま
ん
延
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
土
屋
俊
明
さ
ん
（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ユ
ニ
オ
ン
）
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
ま
た
、長
友
薫
輝
さ
ん
（
佛
教
大
学
）

か
ら
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
推
進
が
、
皆
保
険
体
制
の
充
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
皆
保
険
体
制
を
崩
す
危
険
性
を
は
ら
ん
で

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

国
保
問
題
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
人
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
実
態
か
ら
は
、
国
は
社
会
保
険
の
「
社
会
」
の
も
つ
意
味
を
希

薄
に
し
、
賃
金
と
同
じ
く
人
々
の
健
康
と
暮
ら
し
を
守
る
車
の
両
輪
と
し
て
の
役
割
を
切
り
崩
し
、“
副
業
”
な
ど
を
煽
る

こ
と
で
公
的
責
任
の
後
退
と
自
己
責
任
の
強
調
を
さ
ら
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
ま
す
。
特
集
の
冒
頭
で
唐
鎌

直
義
さ
ん
（
佐
久
大
学
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
社
会
保
障
を
め
ざ
す
う
え
で
、
保
険
制
度
が
も
つ
課
題
や

限
界
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
社
会
保
険
制
度
と
し
て
、
ま
だ
ま
だ
改
善
で
き
る
点
や
す
べ
き
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
の
社
会
保
険
の
「
社
会
」
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
で
、
そ
の
課
題
と
可
能
性
を
考
え
ま
す
。

�

（
編
集
主
任　

申
）


