




敬老の日発祥のまち

多可町

敬老の日発祥のまち

多可町
昭和22（1947）年
9月15日、野間谷村（現・八千代区）で
村主催の第１回敬老会を開く

昭和23（1948）年
国民の祝日に関する法律が施行される
こどもの日、成人の日はあったが
「敬老の日」はなし

■この活動を県下各市町に働き掛け、　
活動の輪を広げる

昭和25（1950）年
兵庫県が「としよりの日」を制定する

昭和38（1963）年
老人福祉法が施行され、9月15日が
「老人の日」となる

昭和41（1966）年
国民の祝日に関する法律が改正され
９月15日が「敬老の日」となる

平成15（2003）年
国民の祝日に関する法律が改正され
９月第３月曜日が「敬老の日」となる

敬老の日の経緯

　昭和22年当時は戦後の混乱が続く時期で、子どもたちを戦地に送った親たちは、本当に精神的に疲れていたの
です。わたしは当時、福祉政策に力を入れていて、そんな親たちに少しでも報いてあげなければいけないと思い
ました。そこで「養老の滝」の伝説にヒントを得て、9月15日を「としよりの日」とし、55歳以上の人を対象に
敬老会を催すことにしました。そんな敬老の精神は、全国に輪を広げ、今日の国民の祝日「敬老の日」制定につ
ながりました。
　初めて開催した敬老会から途切れることなく、毎年敬老会が開催されていること、ありがたいと思っています。
　お年寄りを大事にすることの大切さ、敬老の精神をこれからも受け継いでいってほしいです。

－「敬老の日」に込める思い－

敬う気持ちは、やがて全国へ

▲

敬老の精神を受け継ぐ町として
守り続けたい・・・その誇り

「敬老の日」の提唱者
名誉町民 門脇政夫氏が語り継ぐ

「敬老の日」の生みの親   故 門脇政夫さん（名誉町民）

多可町が誇る「敬老の日」－受け継がれる敬老の精神－
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多
可
町
発
祥
の「
敬
老
の
日
」。

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
？

　

八
千
代
公
民
館
の
玄
関
脇
に

は
、
高
さ
約
２
メ
ー
ト
ル
の
石
碑

が
立
って
い
ま
す
。
前
面
に
は「
敬

老
の
日
提
唱
の
地
」
と
刻
み
込

ま
れ
、
敬
老
の
日
発
祥
の
ま
ち

と
し
て
誇
り
高
き
シ
ン
ボ
ル
と

な
って
い
ま
す
。

　
「
敬
老
の
日
」
の
誕
生
は
、
戦

後
の
動
乱
期
、
昭
和
22
年
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

当
時
、
野
間
谷
村
（
現
・
八
千

代
区
）
の
村
長
で
あ
っ
た
門
脇

政
夫
さ
ん
（
中
野
間
）
は
、
初

め
て
村
主
催
の
敬
老
会
を
開
催

し
ま
し
た
。
長
い
間
社
会
に
貢

献
し
て
き
た
お
年
寄
り
に
敬
意

を
表
す
と
と
も
に
、
知
識
や
人

生
経
験
を
伝
授
し
て
も
ら
う
場

を
設
け
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
そ

う
で
す
。

　

敬
老
会
の
期
日
は
、
農
閑
期

で
気
候
的
に
も
過
ご
し
や
す
い

９
月
15
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
当

日
は
、
村
中
の
自
動
三
輪
車
を

集
め
て
55
歳
以
上
の
人
を
送
迎

し
、
公
会
堂
に
招
い
て
ご
ち
そ

う
と
余
興
で
も
て
な
し
ま
し
た
。

　

翌
昭
和
23
年
に
「
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
。

そ
の
中
で
、
こ
ど
も
の
日
・
成

人
の
日
は
祝
日
と
し
て
挙
げ
ら

れ
ま
し
た
が
、
敬
老
の
日
は
挙

げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
門
脇
さ
ん
は
、
こ
の
年
に

開
催
し
た
２
回
目
の
敬
老
会
で
、

９
月
15
日
を
「
と
し
よ
り
の
日
」

と
定
め
、
村
独
自
の
祝
日
に
す

る
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。　

　

そ
し
て
昭
和
25
年
、
兵
庫
県

は
他
県
に
先
ん
じ
て
９
月
15
日

を
「
と
し
よ
り
の
日
」
と
定
め
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
県
や
国
に
対

し
て
働
き
掛
け
を
続
け
、
昭
和

41
年
、
つ
い
に
「
敬
老
の
日
」
は
、

体
育
の
日
な
ど
と
と
も
に
国
民

の
祝
日
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

伝
統
を
受
け
継
ぐ

　

誇
り
高
き
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

町
で
は
毎
年
、
喜
寿
敬
老
会
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

児
童
画
展
を
開
催
し
、
各
区
に

お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
敬
老
会

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
25
（
２
０
１
３
）

年
に
敬
老
の
歌
「
き
っ
と
あ
り

が
と
う
」
を
製
作
、   

平
成
28

（
２
０
１
６
）
年
に
は
『
敬
老
文

化
』の
ま
ち
宣
言
を
行
い
ま
し
た
。

　

多
可
町
が
担
う
役
割
…
。
そ

れ
は
、「
敬
老
の
精
神
」
を
い
つ

ま
で
も
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▲八千代公民館の玄関脇に立つ「敬老の日提唱の地」の石碑






