
出
征
兵
士
を
見
送
っ
た
駅

 

岩
田　
好
弘
さ
ん
（
本
町
）

　

ガ
タ
ン
と
大
き
な
音
が
し
た
の
で
び
っ

く
り
。
立
ち
止
ま
っ
て
見
て
い
る
と
上
り

出
発
信
号
機
（
腕
木
式
）
が
降
下
し
進
行

が
表
示
さ
れ
た
の
で
し
た
。
間
も
な
く「
Ｃ

53
型
蒸
気
機
関
車
」
に
け
ん
引
さ
れ
客
車

が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

　
窓
か
ら
２
人
、「
武
運
長
久
」「
祝
出
征
…
」

の
タ
ス
キ
を
掛
け
た
兵
隊
さ
ん
が
盛
ん
に

手
を
振
っ
て
い
ま
す
。
上
り
ホ
ー
ム
側
に

は
多
数
の
町
民
・
小
学
生
が
日
の
丸
の
小

旗
で
見
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
大
竹
は
養
蚕
業
が
盛
ん
で
鉄
道
か

ら
海
側
は
見
渡
す
限
り
の
桑
畑
…
。
今
で

は
想
像
も
で
き
ま
せ
ん
。
84
年
前
の
昭
和

12
年
（
１
９
３
７
年
）
秋
頃
の
光
景
で
す
。

　

こ
の
頃
は
大
竹
小
、
高
学
年
は
１
組
か

２
組
ず
つ
交
替
で
兵
隊
さ
ん
の
見
送
り
に

旗
を
持
っ
て
駅
に
行
き
ま
し
た
。
ま
た
悲

し
い
「
英
霊
」
の
出
迎
え
に
駅
前
の
両
側

に
並
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

１
９
３
７
年
７
月
日
華
事
変
（
日
中
戦

争
）
が
発
生
し
て
次
第
に
戦
時
色
を
強
め
、

41
年
に
太
平
洋
戦
争
へ
と
続
き
45
年
８
月

ま
で
８
年
間
、
苦
労
と
我
慢
の
連
続
で
し

た
。

昭和12年7月に勃発した日中戦争。昭和13年2月、物言わぬ遺骨と
なって帰還した兵士を雪の駅頭で迎える人々。（村井浩さん提供）

戦争に突入していくと、大竹町でも多くの在郷軍人が召集され
た。昭和12年9月大竹駅は出征兵士の見送りでごった返した。
（村井浩さん提供）

「
大
竹
駅
」、私
の
思
い
出

M
em

ories of O
take Station

PART1

大竹駅にまつわる思い出を募集すると、みなさん
から手紙やメール、写真が寄せられました。
駅という人が行き交う舞台には、いくつもの
ドラマが生まれます。それぞれの胸に残る思い出
のページをめくってみることにしましょう。

８
月
６
日

け
が
人
で
混
雑
し
た
駅

 

浴　
恵
子
さ
ん
（
立
戸
）

　

昭
和
20
年
か
ら
26
年
春
に
呉
へ
転
勤
に

な
る
ま
で
、
父
は
大
竹
駅
に
勤
務
し
て
い

ま
し
た
。
私
は
小
学
生
で
駅
横
の
官
舎
に

住
ん
で
走
り
回
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。

父
は
列
車
が
出
入
り
す
る
た
び
に
、
ホ
ー

ム
に
出
て
懐
中
時
計
を
見
て
は
合
図
を
し

て
い
ま
し
た
。

　

空
襲
で
岩
国
陸
軍
燃ね
ん

料り
ょ
う

廠し
ょ
うが
燃
え
た

と
き
、
駅
前
広
場
の
地
下
壕
を
出
る
と
空

が
半
分
黒
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。

　

８
月
６
日
の
夕
方
は
、
多
く
の
け
が
人

が
運
ば
れ
駅
は
混
雑
し
て
い
ま
し
た
。
ど

う
し
て
こ
ん
な
酷ひ
ど

い
こ
と
が
起
き
た
の
か

と
目
を
覆
っ
た
も
の
で
す
。

　

戦
後
は
引
き
揚
げ
の
軍
人
さ
ん
た
ち
で

駅
前
は
に
ぎ
や
か
に
な
り
、
夜
は
大
き
な

ラ
イ
ト
が
照
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
後
に

民
間
人
の
引
き
揚
げ
で
近
所
の
人
た
ち
と

一
緒
に
レ
ン
ガ
を
積
み
、
大
釡
で
炊
き
出

し
を
し
て
喜
ば
れ
ま
し
た
。

　

引
き
揚
げ
の
人
が
私
に
「
ほ
っ
ぺ
が
林り

ん

檎ご

の
よ
う
ね
、
引
き
揚
げ
の
子
は
船
酔
い

で
青
ざ
め
て
い
ま
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

今
で
も
大
竹
駅
に
行
く
た
び
に
、
戦
後

の
不
自
由
な
時
代
を
家
族
が
元
気
で
過
ご

し
た
日
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

大
竹
駅
の
改
札
口

仁
田　
茂
さ
ん
（
南
栄　
元
広
島
駅
長
）

　

昭
和
46
年
の
初
夏
の
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど

私
は
国
鉄
中
国
支
社
の
管
理
部
門
で
勤
務

し
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
国
鉄
は
輸
送
力

拡
充
の
時
代
で
し
た
。
そ
の
中
で
大
竹
駅

の
駅
舎
改
築
計
画
の
合
議
書
類
を
担
当
者

が
持
参
、
決
裁
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
図

面
を
見
ま
す
と
、
現
在
の
改
札
口
付
近
が

上
り
列
車
も
、
下
り
列
車
も
階
段
利
用
で

跨こ

線せ
ん
橋き
ょ
うを
渡
る
案
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

上
り
方
面
の
お
客
様
が
、
わ
ざ
わ
ざ
跨

線
橋
を
上
り
下
り
し
て
い
た
だ
く
こ
と

は
、
大
竹
駅
の
場
合
納
得
が
い
か
な
い
。

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
か
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

付
け
る
か
、
ま
た
は
応
急
措
置
と
し
て
廃

材
の
電
柱
を
工
面
し
て
暫
定
的
に
橋
を
渡

す
。
建
物
の
壁
は
取
り
外
し
、
通
路
面
は

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
上
塗
り
し
…
。
お
客
様

に
負
担
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
な
通
路
・
構

造
物
、
建
物
を
作
っ
て
欲
し
い
…
と
、
控

え
め
に
注
文
を
付
け
た
こ
と
で
し
た
。

　

お
客
様
の
立
場
と
し
て
も
、
改
札
口
か

ら
先
、数
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
の
上
り
ホ
ー

ム
へ
階
段
を
利
用
す
る
よ
り
も
、
短
い
距

離
で
労
力
を
少
し
で
も
掛
け
ず
利
用
で
き

る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
の
は
当
然
と
…
。

や
が
て
素
人
的
な
話
の
そ
の
と
お
り
に
出

来
上
が
っ
て
い
る
の
に
は
、
こ
ち
ら
が

び
っ
く
り
、
恐
縮
し
た
次
第
で
す
。

　

あ
の
こ
ろ
か
ら
、
既
に
50
年
が
過
ぎ
て

い
ま
す
が
、
い
ま
だ
堅
固
に
そ
の
ま
ま
を

ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
う

れ
し
い
こ
と
に
は
、
新
し
い
駅
舎
に
は
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
も
設
置
さ
れ
る
と
伺
っ
て
い

ま
す
。
ご
安
心
の
上
、
今
後
と
も
お
友
達

を
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
再
々
の
ご
旅
行

等
、
Ｊ
Ｒ
を
ご
利
用
の
こ
と
現
職
に
代
わ

り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

昭和49年2月6日、現駅舎の落成式が行われた。当初は青っぽい外
観。ボックス型の改札口で、当時の二階堂哲朗市長がテープカット
をして祝った。当時の大竹駅は1日約8,700人の乗降客数があった。

昭和38年ごろの駅舎。駅前には、徳山ボート、広島
競輪の立て看板が見える。現在建築中の新駅舎あ
たりにあった。（村井浩さん提供）

昭和47年3月15日のダイヤ改正で、特急『はと』が
1日2本停車することになった。日の丸を振って初停
車を出迎えた。

大竹駅story
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キ
オ
ス
ク
で
買
う
少
年
ジ
ャ
ン
プ

 

中
林　
誠
さ
ん
（
東
栄
）

　

大
竹
駅
の
思
い
出
は
、
今
か
ら
36
年
前

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

当
時
高
校
生
だ
っ
た
私
は
毎
朝
新
聞
配

達
を
し
て
い
ま
し
た
。
新
聞
配
達
↓
学
校

↓
岩
国
の
「
お
好
み
焼
き
の
徳
川
」
の
バ

イ
ト
を
ル
ー
プ
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い

ま
す
。

　

学
校
も
広
島
工
業
大
学
附
属
広
島
高
等

学
校
に
通
っ
て
い
た
の
で
、
朝
は
大
竹
駅

か
ら
廿
日
市
駅
ま
で
、
夕
方
は
大
竹
駅
か

ら
岩
国
駅
ま
で
通
い
、
バ
イ
ト
に
明
け
暮

れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
の
楽
し
み
は
漫
画
を
読
む
こ

と
で
し
た
。
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
が
大
好

き
だ
っ
た
私
は
新
聞
配
達
が
終
わ
る
と
、

大
竹
駅
の
キ
オ
ス
ク
で
、
ジ
ャ
ン
プ
が
発

売
し
て
な
い
か
店
員
さ
ん
に
伺
う
と
、「
火

曜
発
売
だ
か
ら
月
曜
日
に
入
る
よ
」っ
て
言

わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
「
月
曜
に
購
入
し

て
い
る
の
だ
っ
た
ら
内
緒
だ
け
ど
、
日
曜

日
に
入
る
か
ら
買
い
に
来
ん
さ
い
」
っ
て

言
わ
れ
た
こ
と
が
大
変
嬉う

れ

し
く
て
、
新
聞

配
達
が
終
わ
る
と
、
３
年
間
毎
週
日
曜
日

に
買
い
に
行
っ
て
い
た
の
が
懐
か
し
い
思

い
出
で
す
。

　

現
在
で
も
仕
事
で
通
う
の
に
毎
日
大
竹

駅
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

あ
こ
が
れ
の
定
期
券

 
山
崎　
敦
子
さ
ん
（
岩
国
市
）

　

大
竹
高
校
在
学
中
の
通
学
手
段
は
徒
歩

で
し
た
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
中
に
は
宮
島

口
方
面
か
ら
通
学
す
る
友
人
も
い
て
、
下

校
の
際
は
大
竹
駅
ま
で
お
し
ゃ
べ
り
し
な

が
ら
歩
き
、
そ
こ
で
別
れ
ま
し
た
。
さ
よ

な
ら
の
挨あ
い

拶さ
つ

を
交
わ
し
た
後
、
改
札
口
で

定
期
券
を
差
し
出
す
友
の
姿
が
、
な
ぜ
か

か
っ
こ
良
く
見
え
ま
し
た
。

　

卒
業
後
、
広
島
の
短
大
に
進
学
し
、
念

願
の
女
子
大
生
に
な
れ
た
時
、
真
っ
先
に

頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
大
竹
駅
か
ら
広
島

駅
ま
で
の
定
期
券
が
購
入
で
き
る
こ
と
で

し
た
。

　

普
段
の
通
学
は
も
ち
ろ
ん
、
休
日
に
は

西
条
の
友
人
と
広
島
駅
で
待
ち
合
わ
せ
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

私
の
青
春
時
代
の
一
コ
マ
を
語
る
時
、

大
竹
駅
が
い
つ
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

駅
の
ポ
ス
タ
ー
が
夢
を
か
な
え
た

 

中
林　
文
愛
さ
ん
（
東
栄
）

　

大
竹
に
引
っ
越
し
を
し
て
間
も
な
く
、

岩
国
駅
ま
で
通
勤
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
日
大
竹
駅
に
貼
り
出
さ
れ
て
い
た

ポ
ス
タ
ー
の
新
幹
線
乗
務
の
颯さ
っ

爽そ
う

と
し
た

パ
ー
サ
ー
の
姿
を
見
ま
し
た
。
そ
の
時
に

幼
き
日
に
思
い
描
い
て
い
た
姿
を
思
い
出

し
、
パ
ー
サ
ー
の
面
接
に
応
募
し
ま
し
た
。

思
え
ば
あ
の
時
、
と
て
も
厳
し
い
面
接
で

辛つ
ら

く
感
じ
ま
し
た
が
、
何
度
か
の
面
接
を

経
て
、
無
事
中
途
入
社
の
内
定
を
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

毎
日
、
大
竹
駅
か
ら
通
勤
を
し
大
阪
駅

や
博
多
駅
、
岡
山
駅
、
西
日
本
方
面
を
受

け
持
ち
、
業
務
に
邁ま
い

進し
ん

し
て
い
ま
す
。
あ

の
時
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
い
な
け
れ
ば
、
今

の
私
も
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
数
年
後
、
新
し
い
大
竹
駅
に
な
っ
た
ら
、

帰
宅
途
中
に
カ
フ
ェ
を
満
喫
し
て
み
た
い

で
す
。
思
い
出
も
あ
る
大
竹
駅
が
新
し
く

な
り
、
新
し
い
思
い
出
も
た
く
さ
ん
増
や

し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

家
族
で
電
車
に
乗
っ
て
出
か
け
る
た
び

に
、
大
竹
駅
の
同
じ
場
所
で
写
真
を
撮
っ

て
い
ま
し
た
。
写
真
を
撮
っ
て
い
た
父
は

10
年
前
に
他
界
し
、
兄
は
結
婚
し
て
県
外

に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
兄
妹
で

こ
の
写
真
を
撮
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の
写
真
は
家
族
全
員
の

大
切
な
思
い
出
で
す
。

昭和42年の駅前。駅前で喫茶店や食堂などを営んでいた
丸山商店。（丸山光代さん提供）

昭和45年、駅前のロータリーの花壇で奉仕活動をする大竹
高校家庭クラブの生徒たち。

（平成２年～平成20年撮影）
山根 静佳さん

「大竹駅」、私の思い出
PART2

栄
地
区
の
活
性
化
に

期
待
し
て
い
ま
す
―

 

西
栄
１
丁
目
自
治
会
長　
　

 

三
上　
博
士
さ
ん

地
元
待
望
の
東
口
で
す
。
こ
れ
が
で

き
る
と
栄
地
区
の
人
の
流
れ
が
変

わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今
は
駅
に
電

車
が
停
車
し
て
い
る
と
、
す
ぐ
南
側
の
郷

水
第
２
踏
切
の
遮
断
機
は
、
長
く
下
り
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

栄
地
区
の
利
用
者
は
、
踏
切
を
通
ら
な
く

て
も
駅
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
、
利
便
性
が
高
ま
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付
き
の
橋
上
駅

と
自
由
通
路
が
で
き
る
こ
と
で
、
お
年
寄

り
や
障
害
の
あ
る
方
も
随
分
楽
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
の
駅

で
下
り
の
電
車
を
利
用
す
る
と
き
は
、

い
っ
た
ん
跨
線
橋
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り

西
口
に
整
備
す
る
交
流
広
場
を
ど
の
よ

う
に
活
用
し
て
い
く
か
を
考
え
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
ま
し
た
。
令

和
元
年
の
10
月
か
ら
翌
年
の
２
月
に
か
け

て
３
回
開
か
れ
た
も
の
で
、
４
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
、
い
ろ
ん
な
意
見
を
出
し
合

い
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
る
よ
う
な
ス

ペ
ー
ス
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
日
常
的
に

訪
れ
て
休
憩
が
で
き
、
そ
こ
に
行
っ
た
ら
い

つ
も
誰
か
い
る
よ
う
な
場
所
に
な
っ
た
ら
い

い
ね
、
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
私
は
観
光
案
内
所
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
り
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
来
た
り
し

て
、
人
が
集
ま
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
な
っ

た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
大
竹
駅
で
降

り
る
目
的
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
も
大
事
な

ま
せ
ん
。
ひ
ざ
の
具
合
が
悪
い
人
は
、
上

り
下
り
が
大
変
で
し
た
か
ら
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
あ
る
和
木
駅
ま
で
行
っ
て
戻
っ
て

き
た
り
す
る
と
い
う
話
も
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
新
駅
舎
が
で
き
る
こ
と
を
見
込
ん
で
、

栄
地
区
の
宅
地
開
発
も
進
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。
住
宅
を
購
入
す
る
若
い
年
代
の
人

が
住
ん
で
く
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
栄
地
区
が

活
性
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

　

長
年
の
夢
だ
っ
た
駅
舎
が
完
成
し
た

ら
、
地
元
と
し
て
も
何
か
お
祝
い
の
催
し

が
で
き
た
ら
い
い
な
と
私
自
身
は
思
っ
て

い
ま
す
。

の
か
な
と
思
う
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
討
し
な
が
ら
の
話

し
合
い
で
、
自
分
た
ち
の
考
え
た
も
の
が

全
部
実
現
で
き
る
と
は
思
っ
て
は
い
ま
せ

ん
が
、
意
見
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
な
イ
ベ

ン
ト
に
も
使
え
る
屋
根
付
き
の
ス
ペ
ー
ス

が
で
き
る
の
は
う
れ
し
い
で
す
。

　
み
な
さ
ん
す
ご
く
活
発
に
意
見
を
出
さ

れ
て
盛
り
上
が
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

し
た
。
新
し
い
駅
舎
や
交
流
広
場
を
み
ん

な
が
、
こ
ん
な
に
も
楽
し
み
に
し
て
い
る

ん
だ
な
ぁ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　
ま
ち
の
こ
と
を
考
え
、
夢
が
語
れ
る
よ

う
な
機
会
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
本

当
に
良
か
っ
た
で
す
。

「絶滅危惧駅舎
訪ねておきたい名駅舎たち」
写真と文　杉崎行恭（二見文庫）
　著者が訪ね歩いた全国の名
建築駅舎の本。『明治の駅舎』
『モダニズムの駅舎』『神社仏
閣駅舎』などに分類されてい
る。大竹駅も『嗚呼、国鉄建築
の駅舎』というカテゴリーの中
で、「キレのいいフォルムの駅
舎」と紹介されている。ちなみ
に玖波駅は『王道の洋館駅舎』
で、玄関のひさしが特徴的な洋
館住宅風の駅舎となっている。

「鉄道100年記念日本の駅
写真でみる国鉄駅舎のすべて」
鉄道ジャーナル社　編集

　明治５年に日本の鉄道が開業して
から100年目にあたる昭和47年発行
の写真集。国鉄時代の３千数百の旅
客駅を網羅している。各駅の開業年、
改築年、路線名などに加えて、沿線の
名所・旧跡の項目もある。大竹駅は先
代の駅舎の写真とともに、蛇喰磐、弥
栄峡、渡ノ瀬ダム、三倉岳、亀居城跡
が掲載されている。ユニークなのは、
職場の標語・モットーの紹介。大竹駅
は『和』となっている。

書
籍
で
紹
介『
大
竹
駅
』

ま
ち
の
こ
と
を
考
え
る

ま
ち
の
こ
と
を
考
え
る

機
会
で
し
た

機
会
で
し
た
―

　
　
　
大
竹
駅
西
口
交
流
広
場
の
活
用
方
針

　
　
　
大
竹
駅
西
口
交
流
広
場
の
活
用
方
針

　
　
　
策
定
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者

　
　
　
策
定
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者

  

岩
﨑　
静
穂

岩
﨑　
静
穂
さ
ん
さ
ん

―駅が変わる まちが変わる―

大竹駅story
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昭
和
49
年
の
建
設
か
ら
47
年
が
経
過

し
、
老
朽
化
し
た
駅
舎
。
今
の
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
駅
舎
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ

る
と
と
も
に
、
長
年
の
懸
案
だ
っ
た
東
西

の
ま
ち
を
結
ぶ
自
由
通
路
や
駅
前
広
場
を

整
備
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
自
分
た
ち

の
ま
ち
の
駅
の
再
生
を
応
援
し
、
愛
着
が

持
て
る
よ
う
に
と
の
思
い
も
込
め
て
、
ふ

る
さ
と
納
税
の
仕
組
み
を
使
っ
た
公
共
が

行
う
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
『
大
竹

駅
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
を
立
ち
上
げ
て

い
ま
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
窓
口
と

な
っ
て
い
る
総
務
課
の
杉
山
茂
課
長
補
佐

に
聞
き
ま
し
た
。

　
「
令
和
元
年
か
ら
始
め
て
い
ま
す
が
、
市

内
外
の
方
や
企
業
か
ら
寄
付
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
市
外
の
方
は
、
ふ
る
さ
と
納

税
の
返
礼
品
を
お
送
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
市
民
の
方
に
は
制
度
上
返
礼
品

を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
何

ら
か
の
形
で
み
な
さ
ん
の
善
意
を
表
わ
す

こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ

れ
が
自
由
通
路
の
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
た

寄
付
者
の
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
で
す
」。

　

広
島
市
立
大
学
芸
術
学
部
講
師
の
青
木

伸
介
さ
ん
に
依
頼
し
て
い
る
ネ
ー
ム
プ

レ
ー
ト
は
、
大
竹
の
手
す
き
和
紙
を
使
っ

た
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
自
分
の
名
前
が
、
大
竹
の
伝
統
工
芸

大
竹
駅
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
寄
付
を

さ
れ
た
方
へ
の
感
謝
の
意
味
を
込
め

て
、
駅
の
自
由
通
路
の
壁
面
に
設
け
ら
れ

た
ス
ペ
ー
ス
に
、
記
念
と
な
る
よ
う
な
も

の
を
飾
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
発
案
さ

れ
た
の
が
、
漆
と
和
紙
を
使
っ
た
造
形
物
。

そ
こ
に
寄
付
者
の
名
前
を
入
れ
て
い
く
と

い
い
ま
す
。
そ
の
造
形
物
の
制
作
に
取
り

組
ん
で
い
る
の
が
、
漆
造
形
の
作
家
で
あ

り
広
島
市
立
大
学
芸
術
学
部
で
学
生
の
指

導
に
あ
た
っ
て
い
る
青
木
伸
介
さ
ん
で

す
。
こ
の
日
も
学
生
た
ち
を
連
れ
て
、
防

鹿
の
『
手
漉す

き
和
紙
の
里
』
で
実
習
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

自
由
通
路
に
飾
ら
れ
る
造
形
物
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
伺
い
ま
し
た
。

　
「
木
製
の
パ
ネ
ル
に
和
紙
を
張
り
重
ね

た
も
の
に
、
漆
を
塗
っ
た
タ
イ
ル
状
の

ピ
ー
ス
を
組
み
合
わ
せ
た
大
竹
和
紙
を
生

か
し
た
作
品
で
、
こ
の
地
域
に
あ
る
自
然

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で
す
。
木
々
や
、

海
や
川
の
水
、
草
花
、
昆
虫
、
そ
れ
に
人

の
生
活
、
大
竹
の
工
業
地
帯
、
そ
う
い
っ

た
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
」。

昨
年
開
催
さ
れ
た
『
ひ
ろ
し
ま
県
民
文

化
祭
』
で
は
、
広
島
市
立
大
学
社
会

連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
出
品
（
写

真
）。
こ
い
の
ぼ
り
や
コ
ウ
ゾ
な
ど
を
デ

ザ
イ
ン
し
た
作
品
で
、
こ
れ
が
今
回
自
由

通
路
に
飾
る
造
形
物
の
原
形
の
よ
う
な
も

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

作
品
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
名
前
を
入

れ
て
い
く
の
か
、
青
木
さ
ん
も
構
想
中
の

よ
う
で
す
。
年
内
に
は
デ
ザ
イ
ン
案
を
作

り
、
来
年
制
作
に
入
る
予
定
と
の
こ
と
で

し
た
。

　

ど
の
よ
う
な
作
品
が
、
自
由
通
路
に
お

目
見
え
す
る
の
か
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

広島市立大学社会連携プロ
ジェクト採択事業『和紙と漆
の壁面装飾タイル』（部分）

生再駅竹大
みんなの思いが駅を変える

クラウドファンディング
―来年３月まで受け付け―

問い合わせ
　総務課　☎59-2120

ふるなびクラウドファンディング

プ ロ ジ ェ ク ト

大
竹
和
紙
を
生
か
し
た
作
品
に
―

 

広
島
市
立
大
学
芸
術
学
部
デ
ザ
イ
ン
工
芸
学
科
講
師　

青
木　
伸
介
さ
ん

品
と
一
緒
に
な
っ
て
新
し
い
駅
を
飾
る
こ

と
で
、
駅
の
歴
史
に
足
跡
を
残
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
自
由
通
路
が
で
き
る
こ
と
で
、
東
口

の
栄
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
や
、

通
勤
で
事
業
所
に
お
勤
め
の
方
は
、
利
便

性
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ぜ
ひ
、
市
外
か
ら
駅
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」。
そ
う
呼
び
掛
け
る
杉
山
課

長
補
佐
で
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
寄
付
は
、
令
和
４

年
３
月
末
ま
で
受
け
付
け
て
お
り
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
は
市
役
所
、
各
支
所

に
備
え
付
け
の
用
紙
か
ら
も
申
し
込
み
が

で
き
ま
す
。

市
内
の
企
業
・
事
業
者
の
方
へ

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の
募
集

問
い
合
わ
せ　

総
務
課　

☎
59
２
１
２
０

　

市
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
と
し
て

贈
呈
す
る
商
品
な
ど
を
、
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。
返
礼
品
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

○

市
内
で
生
産
さ
れ
た
も
の

○

市
内
で
返
礼
品
の
原
材
料
の
主
要
な
部

分
が
生
産
さ
れ
た
も
の

○

市
内
で
返
礼
品
の
製
造
・
加
工
な
ど
主

要
な
部
分
を
行
う
こ
と
で
付
加
価
値
が

生
じ
て
い
る
も
の

○

市
内
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

　

興
味
が
あ
る
方
は
、
総
務
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

ガバメントクラウドファンディング
Government Crowd Funding（GCF）

　ガバメントクラウドファンディングは、ふるさ
と納税を利用して、地方自治体が特定の目的のた
めに出資を募るもの。寄付金について税控除が適
用される。大竹駅再生プロジェクトは、これに該
当する。
大竹駅再生プロジェクト寄付額（令和元年12月１日～令和３年10月31日）

63,186,000円

教えてタテイシさん
大竹駅関係の財源って？
　クラウドファンディングで寄付を集めて
いるということですが、大竹駅周辺整備
事業というのは、いくらくらいかかるのでしょう。
財政担当の建石尚男主幹に聞きました。
　「事業費は約51億円で、その財源内訳は、国の交付金
が約４割、市債（借入金）が約３割、一般財源が約３割で
す。一般財源は大規模事業に備えて、これまで積み立てて
きた基金（地方創生事業基金）を主に取り崩します。この
基金にクラウドファンディングの寄付金も含まれています」。

■13歳から24歳まで住んでいました。現在は大竹
市の会社に勤めており、ずっと大竹と関わっていま
すが、やはり故郷なので特別な思いがあります。海
と山に囲まれたこの環境が大好きで、落ち着きま
す。ますます大竹市が住み良い街になるとうれしい
です。 （広島市佐伯区）

■駅はその街の玄関だと思っています。ぜひステキ
な駅を作ってください。 （広島市東区）

■大竹駅前にオフィスを構えております。ぜひ駅前
周辺の活性化と地域貢献ができればという思いで協
賛させていただきます。 （廿日市市）

■みんなが使いやすい駅になるといいですね。
 （長野県安曇野市）

■自分が関係している会社の工場があります。発展
を祈ります。 （東京都新宿区）

■きれいで便利な駅に生まれ変わるのを楽しみにし
ています。 （横浜市青葉区）

■大竹市生まれなのですが幼少時に引っ越したので
記憶がなく、生まれて40年以上たった約10年前に
電車で通り過ぎて駅を見ました。たまたまクラウド
ファンディングに出会いましたので寄付させていた
だきます。いつか大竹に訪れてみたいと思っていま
す。 （東京都世田谷区）

■大竹駅の再生に役立ててください。 （岩国市）

■生まれ育ち、そして生涯を捧げるだろう我が町、
大竹市のために、わずかでも貢献したいと思います。
 （大竹市）

大竹駅再生プロジェクト寄付者

応援メッセージ
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