
54

●
伝
統
私
立
校
が
新
た
に
開
設
し
た
通
信
制
課
程

　

興こ
う

譲じ
ょ
う

館か
ん

高
等
学
校
は
、
岡
山
県
井
原
市
に
「
郷
校
」
と
し
て
設
立

さ
れ
た
創
立
一
六
四
年
の
伝
統
校
で
あ
る
。
場
所
も
名
称
も
所
属
も

変
え
ず
に
存
続
す
る
私
立
高
校
と
し
て
は
、
日
本
で
も
っ
と
も
古
い

学
校
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
本
校
は
創
設
以
来
「
白
び
ゃ
く

鹿ろ
く

洞ど
う

書
院

掲
示
」
と
い
う
儒
教
の
教
え
を
校
訓
と
し
て
お
り
、
人
と
し
て
の
在

り
方
、
生
き
方
を
柱
と
し
た
人
間
教
育
を
実
践
し
て
い
る
。

　

平
成
二
六
年
初
夏
、
翌
年
に
開
校
を
控
え
た
通
信
制
課
程
の
準
備

に
あ
た
り
教
育
環
境
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
模
索
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
離
島
の
小
中
学
校
が
廃
校
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入
っ
て
き
た
。
笠
岡
諸
島
の
大お
お

飛び

島し
ま

は
笠

岡
港
か
ら
定
期
船
で
約
五
〇
分
、
人
口
七
〇
人
ほ
ど
の
過
疎
の
島
で

あ
る
（
東
隣
り
の
小こ

飛び

島し
ま

と
あ
わ
せ
て
、
飛ひ

島し
ま

と
呼
ば
れ
る
）。
近
年
島
を

離
れ
る
住
民
が
多
く
、
島
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
に
大
き
な
課
題

を
抱
え
て
い
た
。

　

港
に
着
く
と
目
の
前
に
廃
校
と
な
っ
た
校
舎
が
見
え
る
。
校
舎
は

モ
ダ
ン
な
建
物
で
ま
だ
新
し
く
、
今
に
も
玄
関
か
ら
子
ど
も
た
ち
が

飛
び
出
し
て
き
そ
う
な
雰
囲
気
で
あ
る
が
、
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
返

っ
て
い
る
。
校
門
に
は
「
飛
島
小
学
校
」「
飛
島
中
学
校
」
の
看
板
が

残
っ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
島
の
ご
婦
人
に
校
舎
の
中
を
案

内
し
て
い
た
だ
き
、
島
の
現
状
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。「
子
ど
も
が

い
な
く
な
っ
て
島
も
寂
し
く
な
り
ま
し
た
」「
あ
と
二
〇
年
も
す
れ
ば
、

島
の
住
民
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
」
と
微
笑
む
。

　

周
囲
五
キ
ロ
ほ
ど
の
島
を
歩
い
て
一
周
す
る
と
空
き
家
が
多
く
、

な
か
に
は
屋
根
ま
で
草
に
覆
わ
れ
て
い
る
家
も
あ
っ
た
。
瀬
戸
内
海

大飛島
小飛島

北木島

笠岡市

5km

大飛島：笠岡港から約29km南方に
位置する。面積1.05km2、周囲5.5km、
人口93人（平成28年10月現在、小
飛島を含む）。笠岡諸島は古くから
瀬戸内海の交通の要衝で、大飛島付
近は東西の潮が離合する場所とされ、
往来の船が潮待ちした。また奈良・
平安時代の祭祀遺跡が多く出土。

離
島
の
未
来
を
拓
く

新
設
通
信
制
課
程

興
譲
館
高
等
学
校  

法
人
事
務
局
長　

堂
野 

博
之

●❶
大お

お

飛び

島し
ま（

岡
山
県
笠
岡
市
）
─
興
譲
館
高
等
学
校

◦通信制高校◦
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●
生
徒
た
ち
が
島
の
未
来
を
拓
く

　

島
の
過
疎
高
齢
化
に
は
歯
止
め
が
き
か
ず
、
島
の
方
々
は
生
活
を

維
持
す
る
だ
け
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
島
を
訪
れ
る
方
々
は
島
の
美

し
さ
に
触
れ
、
島
を
賞
賛
す
る
言
葉
を
並
べ
る
。「
離
島
振
興
の
た

め
に
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
は
」
と
、
観
光
客
を
呼
ぶ
た

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
無
責
任
に
語
る
。
島
外
の
方
に
島
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
島
の
自
治
会
長
は

い
つ
も
空
し
さ
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
。「
島
の
道
路
の
草
を
誰
が

刈
る
」「
イ
ベ
ン
ト
が
終
わ
る
と
い
つ
も
の
生
活
に
戻
る
だ
け
」
と

い
っ
た
言
葉
が
、
島
の
現
状
を
物
語
っ
て
い
た
。
観
光
地
に
し
た
い

わ
け
で
は
な
い
。
島
の
将
来
を
担
う
若
者
が
必
要
な
の
だ
。
私
は
三

年
間
の
高
校
生
活
で
何
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
限
定
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
で
は
な
く
、
こ
の
島
に
と
っ
て

必
要
な
活
動
が
先
輩
か
ら
後
輩
に

受
け
継
が
れ
、
島
の
将
来
に
つ
な

が
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
生
徒
た
ち
が
し
っ
か

り
と
認
識
し
、
共
有
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。

●
飛
島
を
ふ
る
さ
と
に

　

通
信
制
課
程
の
開
設
一
年
目
は
、

を
一
望
で
き
る
「
恋
人
岬
」
の
ベ
ン
チ
で
休
息
を
と
り
な
が
ら
、
通

信
制
の
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
を
想
い
巡
ら
せ
る
。
日
差
し
を
反
射
す
る
波

が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
。
瀬
戸
内
海
の
美
し
い
潮
目
が
芸
術
の

よ
う
に
流
れ
て
お
り
、
聞
こ
え
て
く
る
の
は
風
と
潮
の
音
だ
け
だ
。

時
間
は
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
く
。
こ
の
島
で
の
活
動
は
「
離
島
で
の

体
験
型
ス
ク
ー
リ
ン
グ
」、
そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
た
。
通
信
制

の
子
ど
も
た
ち
が
島

の
将
来
を
担
う
こ
と
。

島
の
方
々
に
愛
さ
れ

る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ

が
私
た
ち
が
求
め
る

本
質
的
な
学
び
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い

う
考
え
に
至
っ
た
。

と
に
か
く
こ
こ
で
教

育
を
し
た
い
。
そ
の

想
い
が
私
の
心
を
動

か
し
た
。

　

同
年
八
月
、
私
は

笠
岡
市
長
を
訪
ね
て

廃
校
跡
利
用
の
要
望

を
熱
く
語
っ
た
。

島の堤防に立つ通信制課程の生徒たち。

初めてのカヤック体験に笑顔が溢れる。
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り
や
催
事
の
準
備
、
運
動
会
の
選
手
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

島
に
渡
る
回
数
が
増
え
る
ご
と
に
、
地
元
の
方
々
と
顔
な
じ
み
に
な
り
、

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
島
が
身
近
な
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

思
う
よ
う
に
生
徒
が
集
ま
ら
ず
、
数
名
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
地
元
の
生
徒
を
中
心
に
、
島
の
運
動
会
、
笠
岡
諸
島
六
島
合

同
の
大
運
動
会
、
つ
ば
き
祭
り
な
ど
ほ
と
ん
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
草
刈

　本土からの距離約25㎞に浮かぶ飛
ひ

島
しま

は大飛島と小飛島からなり、両
島あわせて人口約90人、高齢化率が80％に迫る典型的な過疎高齢化
の島である。かつては幼稚園および小学校、中学校を有していたが、
少子高齢化が進み、児童や生徒の人数が減少したため、平成15年には
中学校が、同26年には小学校と幼稚園がそれぞれ廃校、廃園となった。
　子どもがいなくなり、集落の担い手不足から、日々の集落維持の活
動は大多数を占める高齢者が担うこととなった。草刈り、港までの高
齢者の送迎、各世帯への郵便、荷物の配達など島に暮らす人々の日々
の生活を支える活動をはじめ、年に数回行われるイベントにおける島
外者へのもてなしなど、その取り組みは多岐にわたる。また、介護予
防の分野でも力を発揮するのは主に70歳代の婦人会の女性たち。「支
える側も支えられる側も高齢者」の状況が続いていた。
　こうした中、飛島に転機が訪れた。機会があって飛島を訪れた岡山
県井原市にある私立興譲館高等学校の関係者が、四方を海に囲まれ、
校舎の前に海が広がる飛島の環境に一目惚れしたのだ。
「この恵まれた環境の中で子どもたちの教育を行いたい」
　この理念のもと、平成27年度から興譲館高等学校が新たに設置した
通信制課程のスクーリング会場として、廃校となった旧飛島小学校の
利用を始めたのだ。途絶えていた子どもたちの声が久しぶりに島に響
いた。最初は、互いに模索しながらの活動だったが、飛島特有のヤブ
ツバキを島外にPRする年に一度の「つばき祭り」に同校の吹奏楽部、
チアリーディング部などがまさに学校をあげて参加し、盛り上げとサ
ポートに一役買ったことにより、興譲館高等学校の存在は飛島の人た
ちにとってなくてはならないものになった。その後も、同校は飛島を
開催地として行われた笠岡諸島各島持ち回りで実施している島の大運
動会のサポート、継続的なスクーリング会場としての活用を行ってい
る。今年度は「もっと島に関わりたい」という子どもたちの発案から、
月に一度地域のために行うボランティア活動にも生徒が積極的に参加
するなど継続的に活動し、島外者である生徒が島の方々の集落維持活
動の一部を支える立場にまでなりつつある。
　また、興譲館高等学校の取り組みをきっかけとして、大飛島にカ
フェ兼簡易宿泊所が新たにオープンするなど、飛島への新たな人の流
れが出来つつあるほか、笠岡本土と飛島を結ぶ航路の利用者も増加の
傾向が見えはじめた。
　国はこれから本格的に迎えようとする人口減少社会への対応として、
地方創生に力点を置いている。瀬戸内海の小さな島で行われているこ
の活動の中にこそ、これからの人口減少社会に立ち向かう地方創生の
ヒントがあるのではないだろうか。

◆行政からみた通信制高校◆

（岡山県笠岡市政策部企画政策課　茂見一壽）
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く
な
る
と
い
わ
れ
る
島
の
現
実
が
、
子
ど
も
た
ち
に
何
を
与
え
て
く

れ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
ゆ
っ
く
り
と
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

●
飛
島
に
芽
生
え
た
小
さ
な
希
望

　

飛
島
に
お
け
る
通
信
制
課
程
の
さ
さ
や
か
な
活
動
は
、
ま
だ
ま
だ

離
島
振
興
の
モ
デ
ル
事
業
と
い
う
に
は
程
遠
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

第
一
期
生
に
芽
生
え
た
小
さ
な
想
い
こ
そ
が
、
こ
の
島
の
希
望
の
光

で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
そ
の
芽
を
し
っ
か
り
と
育
み
、
活

動
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
小
規
模
で
少
人
数
の
活
動

で
あ
っ
て
も
、小
さ
な
離
島
な
ら
で
は
の
活
動
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

教
室
を
飛
び
出
し
、
社
会
や
地
域
の
な
か
で

学
ん
で
い
く
と
い
う
新
し
い
教
育
観
が
こ
こ
に

存
在
す
る
。
こ
の
小
さ
な
離
島
「
飛
島
」
の
未

来
を
考
え
る
こ
と
が
、
通
信
制
の
教
育
の
柱
と

な
っ
て
い
く
。

「
島
が
私
た
ち
の
学
校
で
す
」

　

通
信
制
を
卒
業
し
た
生
徒
た
ち
が
大
人
に
な

り
、
家
族
と
と
も
に
島
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
。

自
分
た
ち
が
育
ん
だ
小
さ
な
芽
が
、
大
き
な
木

と
な
り
花
が
咲
き
、
後
輩
た
ち
に
引
き
継
が
れ

て
い
く
。
二
〇
年
後
の
「
飛
島
」
も
子
ど
も
た

ち
の
声
が
響
き
渡
る
島
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。�

■

　

島
で
の
活
動
を
は
じ
め
て
一
年
が
経
っ
た
頃
、
生
徒
の
言
動
に
変

化
が
現
れ
は
じ
め
た
。「
島
に
住
ん
で
も
い
い
か
も
」「
島
の
住
民
が

減
っ
て
い
く
と
皆
さ
ん
ど
う
や
っ
て
生
活
す
る
の
だ
ろ
う
」。
ま
る
で

親
戚
の
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の
心
配
を
す
る
よ
う
に
、
島
を

身
近
に
捉
え
は
じ
め
た
の
だ
。「
ス
ク
ー
リ
ン
グ
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
毎

月
島
へ
行
き
た
い
」
と
い
う
生
徒
の
要
望
に
応
え
、
平
成
二
八
年

一
一
月
か
ら
、
毎
月
一
回
の
飛
島
ス
ク
ー
リ
ン
グ
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

こ
の
活
動
は
島
の
サ
ポ
ー
ト
が
メ
イ
ン
。定
期
的
な
農
道
の
草
刈
り
や
、

椿
油
の
搾
油
作
業
、
イ
ベ
ン
ト
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
を
行
う
。
活
動
を

継
続
す
る
な
か
で
、
島
の
方
々
に
自
分
の
名
前
を
覚
え
て
も
ら
え
る
。

声
を
掛
け
て
も
ら
え
る
。

感
謝
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の

さ
さ
や
か
な
喜
び
が
子
ど

も
た
ち
の
良
知
を
開
花
さ

せ
る
。

　

不
登
校
を
経
験
し
て
い

る
少
年
が
島
の
婦
人
と
談

笑
す
る
姿
。
そ
ん
な
光
景

を
目
に
す
る
と
、
こ
の
島

が
生
徒
に
と
っ
て
の
“
ふ

る
さ
と
”
に
な
る
の
か
も

知
れ
な
い
と
感
じ
る
。

二
〇
年
先
に
は
誰
も
い
な

笠岡諸島6島合同の大運動会で、生徒たちは島の選手とし
て活躍した。

堂野博之 （どうの ひろゆき）

昭和45年兵庫県尼崎市生まれ。平成元年、岡山県職員と
して就職。著書に自身の不登校体験を綴った『あかね色
の空を見たよ』（平成10年、高文研）。同12年に同名の映
画が完成、文部科学省特別選定映画に指定される。同20
年、興譲館高等学校教育相談員に着任。同25年より現職。




