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日
本
で
保
育
が
広
ま
っ
た
の
は
戦
後
の
高

度
経
済
成
長
に
よ
り
、
家
族
や
近
隣
で
行
っ

て
い
た
伝
統
的
な
子
育
て
の
力
が
弱
ま
っ
た

こ
と
に
由
来
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
幼

稚
園
や
保
育
所
が
誕
生
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
最
初
の
幼
稚
園
は
、
明
治

８
（
１
８
７
５
）
年
、
京
都
の
柳
池
小
学
校

に
お
い
て
校
舎
の
一
隅
を
充
当
し
開
設
し
た

『
幼
穉
遊
嬉
場
』
が
始
ま
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
日
本
最
初
の
保
育
所
は
、
明
治

23
（
１
８
９
０
）
年
に
赤あ
か

沢ざ
わ

鐘あ
つ

美と
み

が
設
立
し

た
新
潟
静
修
学
校
の
付
設
保
育
部
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

串
間
市
に
最
初
の
保
育
所
が
で
き
た
の
は

昭
和
３
年
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
、
串
間

市
の
経
済
、
教
育
、
政
治
、
文
化
な
ど
を
け

ん
引
し
た
神
戸
家
の
一
族
で
あ
る
神
戸
タ
マ

さ
ん
に
よ
り
福
島
地
区
・
今
町
に
開
設
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
保
育
所
は
、
県
内
初
の
認
可
保
育
所

と
し
て
開
設
さ
れ
、
現
在
も
「
り
ん
ぽ
か
ん

保
育
園
」
と
し
て
多
く
の
子
ど
も
た
ち
の
成

長
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

託
児
所
開
設
の
経
緯

　

大
正
か
ら
昭
和
に
変
わ
る
こ
ろ
、
社
会
経

済
的
に
と
て
も
厳
し
く
、
特
に
農
漁
村
の
経

済
状
況
は
切
迫
し
、
失
業
と
生
活
苦
に
あ
え

ぐ
者
が
日
に
日
に
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

串
間
市
も
例
外
で
は
な
く
、
生
活
困
窮
の
た

め
、
犯
罪
を
お
か
す
者
が
次
々
に
現
れ
る
状

況
で
し
た
。
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
各
家
庭

も
子
ど
も
へ
愛
情
を
注
ぐ
余
裕
も
な
く
、
路

傍
海
浜
に
て
放
置
す
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
そ

う
で
す
。

　

昭
和
２
（
１
９
２
７
）
年
の
あ
る
日
、
今

町
の
浜
辺
で
子
ど
も
５
人
が
溺
死
す
る
と
い

う
事
件
が
起
き
、
こ
の
悲
惨
な
事
件
を
き
っ

か
け
に
、
タ
マ
さ
ん
は
親
が
働
い
て
い
る
間
、

親
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
保
育
し
、
ま

た
、
母
親
が
働
き
や
す
い
環
境
を
作
る
た
め

保
育
施
設
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
翌
年
の
昭
和
３
年
に
私
財
を
投
じ
、

今
町
婦
人
会
や
常
照
寺
住
職
、
有
志
の
協
力

を
得
て
宮
崎
県
で
初
め
て
の
常
設
託
児
所
を

開
設
し
ま
し
た
。

神
戸
タ
マ
の
歩
み

　

明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
に
広
島
県
で
生 

ま
れ
、
女
学
校
を
卒
業
後
、
明
治
43
（
１ 

９ 

１ 

０
）
年
に
当
時
、
海
運
や
水
産
、
製
材
業

な
ど
で
財
を
な
し
た
神
戸
家
に
嫁
ぎ
、
串
間

市
で
生
活
を
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
２
年
に
起
き
た
子
ど
も
の

溺
死
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
昭
和
３
年
に
託

児
所
を
開
設
し
、
所
長
に
就
任
。
そ
の
後
は
、

園
長
と
し
て
児
童
教
育
に
力
を
入
れ
な
が
ら
、

県
保
育
会
会
長
や
県
児
童
福
祉
審
議
会
委
員

を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
業
績
が
認

め
ら
れ
、
昭
和
28
年
に
は
藍
綬
褒
章
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
タ
マ
さ
ん
は
本
市
の
児
童

福
祉
の
礎
と
も
言
う
べ
き
重
要
な
役
割
を
果

た
し
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
育
成

に
多
大
な
る
貢
献
を
し
た
の
で
す
。

現
在
に
受
け
継
が
れ
る
タ
マ
の
意
志

　

り
ん
ぽ
か
ん
保
育
園
で
は
、
今
も
色
あ
せ

な
い
タ
マ
さ
ん
の
教
育
理
念
の
も
と
、
約
30

人
の
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び
と
保
育
園
生

活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

保育園では子どもたちが楽しそう
に遊んでいます。

藍綬褒章 受章時の様子

創立 30 周年記念碑
記念碑には設立の経緯やタマさんの功績が当時の市長、
谷口静紀氏により記されている。

タマさんの甥
福島地区・西今町

神
かん

戸
べ

　仁
ひとし

さん

りんぽかん保育園 園長

宮
みや

本
もと

 和
わ

喜
き

子
こ

さん

先人の足跡
－神

かん

戸
べ

タマ－

私
た
ち
が
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る

背
景
に
は
、
多
く
の
先
人
た
ち
の

苦
労
や
努
力
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
先
人
が

こ
こ
串
間
に
い
た
と
い
う
事
実
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
の

誇
り
と
い
え
ま
す
。

い
ま
を
生
き
る

私
た
ち
は
、
先
人
が

残
し
て
く
れ
た
も
の
を
大
切
に
し
、

後
世
に
つ
な
い
で
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
―
。

　一番印象に残っているのは、豪快
で太っ腹だったこと。まさに女傑
ですね。終戦後の何もないときにも
たくさんごちそうしてもらった記憶
があります。私財を投げうっていろ
んなことに積極的に投資をしていま
した。甥ということでかわいがって
もらいましたが、保育園の中ではひ
いきはなく平等に扱われるなど、人
間的にも立派な人だったと思います。
串間の保育のために尽力した伯母を
誇りに思います。

　タマ先生の頃から現在も、園児た
ちを育てるにあたり、『あたためて待
つ保育』という姿勢を大切にしてい
ます。たっぷり愛情を注いで、あと
は園児たちの自発性に任せるという
意味です。子どもだけではなかなか
伝わらない事も多いので、保護者と
の連携も大事にしています。保護者
が安心して預けていただけるような
保育園を目指し、宮崎県最初の保育
園をこれからも残していきたいです。

「まさに大奥様」

「あたためて待つ保育を大事に」Interview

串間市の児童福祉の礎を築いた神戸タマさん。
本号では、県内初の認可保育所開設に

大きく寄与したタマさんに
スポットをあてご紹介します。


