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月報　岡崎の教育　平成 27 年 8 月

全ての子どもが
笑顔になるために

教
育
随
想

岡崎北高等学校長■■
内田久美子　氏

全
て
の
子
ど
も
が
笑
顔
で
元
気
に
学
校
や

地
域
で
活
躍
し
て
く
れ
る
こ
と
は
社
会
全
体

の
望
み
で
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
、
全
日
制
、
定
時
制
、
特
別

支
援
学
校
と
様
々
な
校
種
に
勤
務
す
る
機
会

が
あ
り
、
多
様
な
生
徒
と
接
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
絶
え
ず
感
じ
て
き
た
こ
と
は
、

経
済
的
な
問
題
と
家
庭
で
の
子
ど
も
の
居
場
所

の
問
題
が
「
子
ど
も
の
学
び
」
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

国
の
施
策
や
奨
学
金
等
で
進
学
で
き
る
機
会

が
増
え
る
だ
け
で
は
子
ど
も
が
学
び
続
け
る

こ
と
は
難
し
く
、
周
り
の
大
人
が
ど
う
関
わ

り
支
援
し
て
い
く
か
も
大
き
な
要
因
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

私
の
前
任
校
は
、
定
時
制
高
校
で
す
。

定
時
制
は
本
来
働
き
な
が
ら
学
ぶ
学
校
で
す
。

経
済
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
働
く
経
験
は

自
分
に
自
信
の
も
て
な
い
生
徒
や
人
間
関
係

が
苦
手
な
生
徒
が
社
会
性
を
養
う
た
め
に
も

重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自
由
に

使
え
る
お
金
と
共
に
今
ま
で
と
は
違
っ
た

人
間
関
係
が
広
が
っ
て
行
き
、
学
校
に
気
持
ち

が
向
か
な
く
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
ま
し

て
や
家
に
帰
っ
て
も
誰
も
い
な
い
、
親
は
自
分

を
気
に
か
け
て
く
れ
な
い
、
叱
ら
れ
て
ば
か

り
と
い
う
状
況
で
は
、
生
活
は
乱
れ
、
好
ま

し
く
な
い
人
間
関
係
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
き

ま
す
。
た
と
え
接
す
る
時
間
が
短
く
て
も
親

か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
、
自
分
が

好
き
だ
と
思
っ
て
い
る
子
ど
も
は
、
自
分
も

他
人
も
大
切
に
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

学
校
の
使
命
は
、
学
ぶ
こ
と
は
楽
し
い
と

実
感
で
き
る
教
育
活
動
を
通
し
て
、
学
び
続

け
る
こ
と
で
自
分
の
人
生
を
変
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
教
え
る
こ
と
、
将
来
は
自
立

し
社
会
の
た
め
に
貢
献
で
き
る
人
材
に
育
て

て
い
く
こ
と
で
す
。

岡
崎
市
に
あ
る
県
立
高
校
は
、
普
通
科
、

総
合
学
科
、
工
業
科
、
商
業
科
、
家
政
系
専
門

学
科
と
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
校
が

特
色
あ
る
教
育
活
動
を
充
実
し
展
開
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
中
学
校
の
生
徒
や
先
生
方
を

始
め
地
域
の
皆
さ
ん
に
そ
の
内
容
や
成
果
を

伝
え
た
い
と
常
に
考
え
て
い
ま
す
。
岡
崎
市

の
小
・
中
学
校
が
大
切
に
育
て
て
き
た
生
徒

を
高
校
が
引
き
継
ぎ
、
日
本
の
発
展
を
牽け

ん
い
ん引

で
き
る
人
材
を
育
て
て
い
く
努
力
を
続
け
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

全
て
の
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
願

い
、
小
・
中
学
校
と
高
校
が
連
携
し
、
家
庭

や
地
域
、
行
政
が
力
を
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
教
育
活
動
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

（
う
ち
だ　

く
み
こ
）
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ふるさとシリーズこの人に聞く／羅針盤

郷
土
に
誇
り
を
も
ち
、

　
　
　
　
　
　
未
来
を
拓
く

大
樹
寺
小
学
校
長
■

田
中　

俊
二

「
二
十
一
世
紀
型
能
力
」「
ア
ク
テ
ィ
ブ

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
な
ど
、
新
し
い
時
代
を
生

き
る
上
で
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
や
、

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
る
。
山
積
す
る
課
題
に
対
し
て
最

適
な
答
え
を
模
索
し
、
持
続
発
展
可
能
な

社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
生
き
て
働
く
力

の
育
成
が
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
今
ま
で
も
重
要
な
視
点
と

し
て
意
識
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
子
供

た
ち
に
ど
ん
な
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
の

か
。
ま
さ
に
「
生
き
る
力
」
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
教

え
る
か
。
大
切
な
こ
と
は
、
授
業
や
行
事

な
ど
、
日
々
の
学
校
現
場
に
お
い
て
、
そ

れ
を
ど
う
具
現
化
す
る
か
で
あ
る
。
主
体

的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
、
多
様
性

を
尊
重
す
る
態
度
、
他
者
と
協
働
す
る
た

め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
チ
ー
ム
ワ
ー

踊
り
は
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
内

容
ま
で
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
講
座
で

改
め
て
学
ん
で
、
あ
あ
、
こ
の
六
ツ
美
に

は
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
伝
統
的
な
行
事

が
あ
る
ん
だ
と
感
動
し
ま
し
た
。」

　

そ
の
後
、
悠
紀
斎
田
保
存
会
に
入
り
、

仲
間
と
一
緒
に
「
お
田
植
え
ま
つ
り
」
を

手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
加
藤
さ
ん
が
、

保
存
会
の
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
始
め
た

の
は
、
愛
知
万
博
の
こ
ろ
か
ら
だ
。

「
万
博
に
参
加
し
て
、
悠
紀
斎
田
の
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
呼
び
か
け
ま
し

た
。
県
に
委
託
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
会
社
に
直
接
足
を
運
ん
で
申
込
書

を
出
し
、
一
生
懸
命
お
願
い
し
ま
し
た
。」

　

参
加
が
決
定
し
、
大
忙
し
に
な
っ
た
。

「
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
細
案
を
立
て
、

名
簿
も
提
出
し
ま
し
た
。
苗
だ
け
で
な
く
、

シ
ー
ト
を
使
っ
て
模
造
の
田
ん
ぼ
を
手
作

り
し
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
、
決
め
ら
れ

た
時
間
内
に
終
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
練
習

を
繰
り
返
し
何
回
も
や
り
ま
し
た
。
助
成

費
は
な
く
、
す
べ
て
手
弁
当
で
、
バ
ス
二

台
を
借
り
て
出
か
け
ま
し
た
。」

　

総
勢
六
十
人
が
参
加
し
て
、「
お
田
植

え
ま
つ
り
」
を
再
現
し
た
。
息
つ
く
暇
も

な
か
っ
た
が
、
や
り
遂
げ
た
後
の
達
成
感

は
大
き
か
っ
た
。

「
や
っ
て
よ
か
っ
た
。
年
配
の
方
々
が
、

若
か
っ
た
私
た
ち
の
発
案
を
受
け
入
れ
、

応
援
し
て
く
れ
た
こ
と
が
何
よ
り
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。
六
ツ
美
地
区
の
団
結
す
る

パ
ワ
ー
は
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。」

　

今
年
百
周
年
を
迎
え
た
「
お
田
植
え
ま

つ
り
」
だ
が
、
加
藤
さ
ん
は
こ
う
言
う
。

「
百
周
年
は
た
だ
の
一
つ
の
通
過
点
で
す
。

大
切
な
の
は
、
こ
の
行
事
を
百
五
十
年
、

二
百
年
と
続
け
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。」

　

加
藤
さ
ん
は
、
講
師
と
し
て
小
中
学
校

で
話
す
こ
と
も
あ
る
。

「
悠
紀
斎
田
は
、
故
郷
六
ツ
美
の
誉
れ
で

す
。
延
々
と
伝
承
し
て
き
た
先
人
た
ち
の

努
力
を
た
た
え
、
私
も
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
私
は
、
体
験
す
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
人
は
同

じ
こ
と
を
体
験
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え

方
も
感
じ
方
も
違
い
ま
す
。
で
も
、
体
験

し
な
い
と
何
も
始
ま
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
体
験
し
て
感
じ
た
後
、
ど
う
す

る
の
か
自
分
で
選
択
す
れ
ば
い
い
。
子
供

た
ち
に
は
、
失
敗
を
恐
れ
ず
勇
気
を
出
し

て
多
く
の
体
験
を
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。」

　

故
郷
の
よ
さ
と
と
も
に
、
人
と
し
て
の

生
き
方
も
伝
え
る
加
藤
さ
ん
。
子
供
た
ち

に
向
け
た
そ
の
瞳
は
、強
く
輝
い
て
い
る
。

故
郷
の
よ
さ
を
伝
え
続
け
る

　

六
ツ
美
悠
紀
斎
田
保
存
会
副
会
長

加
藤　

祐
幸　

氏

　

今
年
六
月
七
日
に
、
六
ツ
美
悠
紀
斎
田

百
周
年
記
念
事
業
「
お
田
植
え
ま
つ
り
」

が
開
催
さ
れ
た
。
竹た

け

矢や

来ら
い

に
囲
ま
れ
た
斎

田
で
、
早
乙
女
た
ち
が
御
田
植
唄
に
合
わ

せ
、
腰
を
か
が
め
て
苗
を
植
え
て
い
く
。

　

秋
篠
宮
両
殿
下
の
後
ろ
に
控
え
、
そ
の

様
子
を
説
明
す
る
人
が
い
た
。
記
念
事
業

実
行
委
員
と
し
て
活
躍
し
た
加
藤
さ
ん
だ
。

「
旧
碧
海
郡
の
六
ツ
美
町
の
生
ま
れ
で
、

実
家
は
農
家
で
し
た
。
工
業
系
の
大
学
に

進
学
し
た
後
、
市
の
職
員
と
な
り
、
ず
っ

と
地
元
の
お
世
話
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。」

　

大
学
時
代
、
六
ツ
美
支
所
で
開
催
さ
れ

た
青
年
大
学
講
座
に
参
加
し
た
こ
と
が
、

悠
紀
斎
田
に
携
わ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

「
も
っ
と
地
元
の
こ
と
を
知
り
た
い
な
と

思
っ
た
ん
で
す
。悠
紀
斎
田
に
つ
い
て
は
、

（　
　
　
　
　
　

）

氏　
　

名　

か
と
う　

ゆ
う
こ
う

生
年
月
日　

昭
和
三
十
年
七
月
六
日

住　
　

所　

岡
崎
市
中
村
町
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ふれあい

ク
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
は
、

一
朝
一
夕
で
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

日
々
の
地
道
な
取
組
み
の
中
で
培
わ
れ
て

い
く
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
求
め
ら
れ
る
資
質
・

能
力
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
学
校
の
教
育
活

動
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

本
校
は
、
家
康
と
ゆ
か
り
の
深
い
大
樹

寺
の
前
に
あ
り
、
そ
の
歴
史
と
伝
統
が
学

校
の
文
化
に
根
付
い
て
い
る
。
運
動
会
で

披
露
さ
れ
る
野
外
劇
を
取
り
入
れ
た
五
・

六
年
生
の
組
立
体
操
「
家
康
の
自
立
」。
昭

和
五
十
九
年
か
ら
脈
々
と
続
い
て
い
る
。

家
康
が
桶
狭
間
の
戦
い
で
大
樹
寺
に
敗
走

し
、
先
祖
の
墓
前
で
自
害
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
を
登と
う

誉よ

上し
ょ
う

人に
ん

に
諭
さ
れ
、
祖そ

洞ど
う

和
尚
に
助
け
ら
れ
て
、
大
名
と
し
て
自
立

し
て
い
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
劇
と
組
立
体

操
で
表
現
す
る
。
そ
の
演
技
は
、
大
き
な

感
動
を
生
み
出
す
。
演
じ
る
子
供
た
ち
か

ら
、
伝
統
を
受
け
継
ぐ
心
意
気
や
プ
ラ
イ

ド
が
あ
ふ
れ
、
郷
土
へ
の
誇
り
が
培
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
い
志
や
意
欲
を
も

つ
自
立
し
た
人
間
と
し
て
、
他
者
と
協
働

し
な
が
ら
未
来
を
切
り
拓
く
力
に
つ
な
が

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

運
動
会
の
演
技
一
つ
に
も
、
価
値
あ
る

成
果
が
実
感
で
き
る
。
目
の
前
の
子
供
の

実
態
や
、
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
な
ど

を
見
据
え
て
、
未
来
を
拓
く
真
摯
な
取
組

が
学
校
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
初
め
て
、
私
は
Ａ
子
の
気
持
ち

を
考
え
な
い
ま
ま
、
自
分
の
都
合
優
先
で

授
業
を
構
想
し
て
き
た
自
分
の
身
勝
手
さ

に
気
付
い
た
。
結
局
、
Ａ
子
の
取
材
ノ
ー

ト
は
使
わ
ず
に
、
授
業
を
行
っ
た
。

　

し
か
し
、
よ
い
発
想
を
も
ち
な
が
ら
、

自
分
の
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
に
苦
手
意
識

を
も
っ
て
い
る
Ａ
子
に
、
こ
の
機
会
に
自
己

の
内
面
と
じ
っ
く
り
向
き
合
わ
せ
た
い
と

願
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
と
し
て
の
力
が

あ
り
な
が
ら
、
未
完
成
と
な
っ
て
い
る
も

の
を
こ
の
ま
ま
に
し
た
く
も
な
か
っ
た
。

　

そ
の
日
の
授
業
後
か
ら
、
Ａ
子
と
の
一

対
一
の
対
話
が
始
ま
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
、ど
ん
な
顔
を
し
て
い
た
の
。

そ
れ
を
見
て
、
Ａ
子
は
ど
う
思
っ
た
の
。

そ
の
と
き
の
音
や
景
色
も
思
い
出
し
て
。」

　

私
の
問
い
か
け
に
、
Ａ
子
は
宙
を
仰
い

で
一
生
懸
命
に
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
思

い
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

少
し
ず
つ
取
材
ノ
ー
ト
は
深
ま
り
、
広
が
っ

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
Ａ
子
は
、

「
先
生
、
も
う
思
い
出
せ
な
い
。
も
っ
と

詳
し
く
し
な
く
ち
ゃ
だ
め
な
ん
で
す
か
」

と
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
直
し
、
言
葉
に

す
る
こ
と
に
苦
し
む
様
子
で
あ
っ
た
。

「
読
む
人
に
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
伝

え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
に
は
必
要
な
こ
と

な
ん
だ
よ
。
せ
っ
か
く
お
母
さ
ん
に
Ａ
子

の
思
い
を
伝
え
る
詩
な
ん
だ
か
ら
、
い
い

も
の
に
し
よ
う
。」

と
Ａ
子
を
励
ま
し
、
対
話
を
続
け
た
。

　

Ａ
子
も
そ
れ
に
応
え
て
、
私
と
の
対
話

に
向
き
合
っ
た
。

「
最
後
で
リ
ズ
ム
を
変
え
た
く
て
、
こ
う

し
て
あ
る
け
れ
ど
、こ
れ
で
い
い
の
か
な
。」

と
Ａ
子
が
私
に
尋
ね
て
き
た
。

「
短
く
て
い
い
か
ら
、
も
う
一
言
入
れ
ら

れ
る
と
、
さ
ら
に
い
い
ね
。」

　

私
と
対
話
を
繰
り
返
し
、
徐
々
に
詩
が

書
き
直
さ
れ
た
。
Ａ
子
も
そ
の
変
化
が
分

か
っ
て
手
ご
た
え
を
感
じ
る
様
子
が
伺
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

で
き
あ
が
っ
た
詩
は
、「
あ
な
た
が
ど

ん
な
に
悲
し
く
た
っ
て
」
で
始
ま
り
、
最
終

連
で
「
私
が
悲
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と

き
に
は
」で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

母
へ
の
優
し
さ
に
あ
ふ
れ
、
Ａ
子
の
内
面

の
葛
藤
を
素
直
に
、
力
の
あ
る
言
葉
で
表

し
た
迫
力
の
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

「
先
生
、
で
き
た
よ
。
や
っ
と
書
け
た
。」

　

ノ
ー
ト
を
持
っ
て
き
た
Ａ
子
の
顔
は
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
自
信
に
満
ち
、「
早

く
読
ん
で
」と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

対
話
を
繰
り
返
す
こ
と
で

井
田
小　

石
黒　

智
康

　

Ａ
子
の
詩
は
、
母
親
へ
の
感
謝
の
思
い

に
つ
い
て
書
い
た
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
作
品

だ
っ
た
。
そ
の
詩
を
、
詩
の
技
法
や
主
題

に
つ
い
て
考
え
る
六
年
生
の
授
業
の
題
材

と
し
て
、
取
り
上
げ
よ
う
と
計
画
し
た
。

そ
の
こ
と
を
Ａ
子
に
伝
え
る
と
、

「
え
っ
、
私
の
。
私
の
詩
で
授
業
を
す
る

ん
で
す
か
。」

と
、
表
情
が
硬
く
な
っ
た
。

「
大
丈
夫
、
と
て
も
い
い
詩
だ
よ
。」

そ
う
話
し
て
、
授
業
の
準
備
を
進
め
た
。

し
か
し
、
授
業
の
直
前
、

「
や
っ
ぱ
り
、
取
材
ノ
ー
ト
は
み
ん
な
に

見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。」

　

Ａ
子
が
困
っ
た
よ
う
に
言
っ
て
き
た
。

取
材
ノ
ー
ト
に
は
、
母
へ
の
心
の
葛
藤
が

あ
り
の
ま
ま
に
書
き
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
が
分
か
ら
な
い
と
、
意
図
し
て
い
た

授
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

「
家
で
の
喧
嘩
の
こ
と
と
か
書
い
て
あ
る

し
、
み
ん
な
に
言
う
の
、
恥
ず
か
し
い
。」
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郷土の文化人の足跡を巡る　東公園

郷土の文化人の足跡を巡る
東公園

　公園内には、美術工芸家の藤
ふじ

井
い

達
たつ

吉
きち

歌碑、正岡子規の門下の岡
おか

田
だ

撫
ぶ

琴
きん

句碑、
芸術家の近

こん

藤
どう

孝
こう

太
た

郎
ろう

歌碑がある。
　いずれも岡崎出身であり、多くの
文化人を輩出している町であることを
改めて知らされる。

▲世尊寺（釈迦堂）

▲近藤孝太郎歌碑

東公園
案内図

　

石
碑
に
刻
ま
れ
た
歌
は
、「
汝な
ん
じ

見み

ず
や
段だ
ん

戸と

の
山や
ま

は

五ご
せ
ん
じ
ゃ
く

千
尺
。
雲く
も

巓て
ん

天て
ん

に
参ま
じ

は
り
て
終し
う
こ
み
ど
り

古
碧
な
り
」
か
ら
始
ま

り
「
三み
か
は河

の
男だ
ん

児じ

よ
須
す
べ
か
らく

奮ふ
ん

起き

す
べ
し
」
で
締
め
く
く
ら

れ
る
。
国
際
友
好
・
人
種
平
等
を
目
指
し
た
重
昂
は
、
薩

長
藩
閥
政
治
に
反
対
の
立
場
で
あ
っ
た
。
当
時
の
世
相
を
嘆

き
、
こ
の
三
河
地

区
か
ら
再
び
、
国

を
牽
引
す
る
リ
ー

ダ
ー
が
現
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
詠

ん
だ
歌
で
あ
る
。

　南北亭は、昭和 4年、当時東京にあった重昂の屋敷から岡崎市が譲り受け、
移築した。また、重昂の墓は、昭和5年に建立され、純インド様式「スツーパ
（墳墓）」という珍しいものである。

▲南北亭

▲三河男児歌碑

▲志賀重昂の墓

志賀重昂
し が しげたか

1863 ～ 1927

地理学者、評論家
教育者、衆議院議員

康生町出身

▲志賀重昂銅像
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▲本多光太郎生家

▲ 2階内部の光太郎勉強部屋

▲スパニッシュ様式が基調の本多忠次邸 ▲ 2階浴室▲ 1階食堂の見学風景

本多光太郎
ほん だ こう た ろう

1870 ～ 1954

物理学者、金属工学者
新堀町出身

本多忠次
ほん だ ただつぐ

1896 ～ 1999

　

東
公
園
内
を
散
策
す
る
と
、
歌
碑
や
句
碑

な
ど
、
郷
土
の
文
化
人
の
足
跡
が
至
る
所
に

点
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

東
公
園
の
歴
史
は
、
大
正
十
二
年
に
志し

が賀

重し
げ
た
か昂

が
イ
ン
ド
等
の
仏
跡
を
巡
拝
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
。
公
園
内
に
建
立

さ
れ
た
世
尊
寺
に
は
、
重
昂
の
収
集
し
た

仏
像
等
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
三
河
人
の
活
躍

を
願
っ
た
重
昂
の
銅
像
が
、
展
望
台
に
向
か

う
途
中
に
立
ち
、
今
も
岡
崎
市
民
を
見
守
っ

て
い
る
。

　

ス
テ
ー
ジ
の
あ
る
広
場
か
ら
山
を
登
っ
て

い
く
と
、
昭
和
四
十
四
年
に
新
堀
町
か
ら

移
築
さ
れ
た
、本ほ

ん
だ多

光こ
う
た
ろ
う

太
郎
の
生
家
が
あ
る
。

そ
の
勉
強
部
屋
を
眺
め
る
と
、「
つ
と
め
て

や
む
な
」
を
信
条
に
日
夜
勉
学
に
励
ん
だ

光
太
郎
少
年
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　

旧
本ほ

ん
だ多
忠た

だ
つ
ぐ次
邸
は
、
平
成
二
十
四
年
に

移
築
、
復
元
さ
れ
た
。
洋
室
と
和
室
が
混
在

し
た
和
洋
折
衷
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和

七
年
に
忠
次
が
設
計
し
、
東
京
に
建
て
た
も

の
で
、
文
化
庁
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。
見
学
を
し
た
子
供
た
ち
は
、

そ
の
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
の
建
築
美
に
感
嘆

の
声
を
上
げ
る
。

　

岡
崎
の
将
来
を
担
う
小
中
学
生
に
は
、
東

公
園
を
巡
る
こ
と
を
通
し
て
、
先
人
の
想
い

を
感
じ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
郷
土
岡
崎
を

誇
り
に
思
う
大
人
と
な
り
、
新
し
い
時
代
を

創
り
上
げ
て
も
ら
い
た
い
。

　

尋
常
小
学
生
時
代
に
「
鼻
た
ら
し
の
光
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
光
太
郎
は
、
高
等
小
学
校
に
入
り

一
転
、
学
問
を
志
す
。
東
北
大
学
教
授
と
な
り
、

磁
石
鋼
で
あ
る
Ｋ
Ｓ
鋼
や
新
Ｋ
Ｓ
鋼
を
発
明
す
る
。▲つとめてやむな石碑

　昭和 12 年に第１回文化勲章を受章し、
母校の矢作南小学校にて、記念講演を行っ
ている。

　最後の旧岡崎藩主、本多忠直
の孫にあたり、戦国時代の数々
の戦で活躍した、徳川四天王の一人、本多忠勝の末

まつえい

裔である。

▲家宝を手にする忠次
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今
年
度
も
、
夏
季
休
業
中
に
授
業

力
・
教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
が

開
催
さ
れ
る
。

「
基
礎
編
」
に
つ
い
て
は
、
左
の

表
の
よ
う
に
、
二
十
の
研
修
会
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

各
教
科
・
領
域
の
基
礎
的
な
知
識

や
技
能
を
習
得
し
た
り
、
授
業
を

適
切
に
進
め
た
り
す
る
力
が
高
ま

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

「
応
用
編
」
は
、「
岡
崎
市
免
許
状

更
新
講
習
」
の
選
択
講
習
と
同
じ

内
容
で
行
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
、

八
月
五
日
、
六
日
、
七
日
の
三
日
間

●  

授
業
力
・
教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

一
つ
一
つ
を
乗
り
越
え
て

本
年
度
九
月
よ
り
総
合
セ
ン

タ
ー
に
ハ
ー
ト
ピ
ア
上
地
を
開
設

す
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
こ
れ
ま

で
の
教
育
相
談
所
内
の
ハ
ー
ト
ピ

ア
岡
崎
を
ハ
ー
ト
ピ
ア
竜
美
と

改
称
す
る
。
そ
し
て
上
地
と
竜
美

の
両
ハ
ー
ト
ピ
ア
を
合
わ
せ
て

ハ
ー
ト
ピ
ア
岡
崎
と
し
、
新
た
な

ス
タ
ー
ト
を
切
る
。

一
学
期
末
現
在
で
三
十
名
が

在
籍
、通
所
し
て
お
り
、七
月
十
四
日

に
終
業
の
会
を
終
え
た
。
ハ
ー
ト

ピ
ア
の
ス
タ
ー
ト
は
学
校
の
始
業

よ
り
三
・
四
日
ほ
ど
遅
れ
て
ス
タ
ー

ト
し
、
早
め
に
終
業
す
る
。
少
し

で
も
学
期
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に

は
学
校
へ
と
足
を
運
べ
る
よ
う
に

と
支
援
を
す
る
期
間
を
設
け
て
い

る
。一
学
期
で
の
主
な
活
動
を
紹
介

す
る
。

通
所
が
始
ま
り
暫
し
ば
らく
経た

っ
た
五
月

下
旬
に
、
在
籍
校
の
担
当
者
と

ハ
ー
ト
ピ
ア
職
員
と
の
情
報
交
換

会
（
担
任
会
）
を
随
時
実
施
し
て

い
る
。
学
校
と
細
や
か
な
連
携
を

図
り
、
通
所
生
を
支
援
す
る
。

ま
た
、
ハ
ー
ト
ピ
ア
で
は
関
わ

り
合
い
の
場
を
大
切
に
し
て
い
る
。

お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博

物
館
の
造
形
教
室
で
の
作
品
製
作

や
六
月
の
自
然
体
験
の
森
で
の
散

策
、
そ
し
て
木
の
枝
や
実
な
ど
の

自
然
素
材
を
利
用
し
た
ペ
ン
立
て

作
り
な
ど
は
、
創
作
意
欲
を
掻か

き

た
て
る
格
好
の
活
動
で
あ
る
。
ま

た
、七
月
の
七
夕
会
に
合
わ
せ
て
、

笹
飾
り
に
一
生
懸
命
に
取
り
組
む

通
所
生
か
ら
は
作
る
喜
び
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
。
ペ
ー
パ
ー
ク

ラ
フ
ト
の
型
紙
か
ら
立
体
的
に
作

り
上
げ
た
鳥
や
飾
り
提
灯
は
見
事

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
所
生
は
小
集

団
で
の
関
わ
り
合
い
を
通
し
て
確
実

に
成
長
し
て
い
る
。
ハ
ー
ト
ピ
ア

で
の
ホ
ッ
と
す
る
時
間
を
通
し
て

自
信
を
取
り
戻
し
、
学
校
へ
と
足

が
向
い
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を

願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
通
所
生
が

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
、
一
つ
一
つ

を
乗
り
越
え
、
も
う
大
丈
夫
と
一
歩

を
踏
み
出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

し
、
温
か
く
見
守
り
応
援
し
て
い

き
た
い
。

に
わ
た
り
、
二
十
八
の
講
座
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。

「
応
用
編
」
に
つ
い
て
は
、
開
講

式
の
時
間
は
、
全
て
八
時
五
十
分

で
あ
る
。

●  

ハ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り

 ▲ ペン立て作り

▲ Ｈ26年度　基礎編（図工・美術）

◆平成27年度授業力・教師力アップセミナー【基礎編】

月日 教科・領域 場所 開校式
閉校式

7/30 国語・書写 岡崎市民会館（集会1号室） 9:00
12:10

7/30 社会 天恩寺　万足平　宮崎茶栽培
地域等　ぬかた会館

9:00
15:00

7/30 算数・数学 竜美丘会館（301号室） 9:15
11:40

7/31 理科 愛宕小学校(理科室) 9:00
12:00

7/31 生活 総合学習センター
（教育研究室2）

9:15
11:50

7/30 総合的な学習の時間 総合学習センター
（教育研究室2）

9:10
12:00

7/29 音楽 浜松市楽器博物館 9:45
12:20

7/31 図工・美術 おかざき世界子ども美術博物館
（視聴覚室）

9:30
12:00

7/31 保健体育 井田小学校（体育館） 9:00
12:00

7/30 技術・家庭科 −技術分野−上新石材店 9:30
11:50

7/31 技術・家庭科 −家庭分野−
草木染工房「しかり」

9:30
11:50

7/30 家庭科（小学校）小豆坂小学校（家庭科室） 8:50
13:00

7/31 英語 南部市民センター分館
（体育集会室）

9:30
12:00

7/31 道徳 総合学習センター
（小ホール）

9:15
11:50

7/30 特別支援教育 総合学習センター
（小ホール）

9:15
14:00

7/31 学習情報 新香山中学校
（パソコン室）

9:00
16:00

7/31 学校図書館 岡崎市図書館交流プラザ
「りぶら」（会議室302）

9:30
11:40

7/30 学校保健 南部市民センター分館
（体育集会室）

9:30
11:45

7/30 生徒指導
（問題行動）

総合学習センター
（教育研究室1）

9:10
11:50

7/31 生徒指導
（不登校） 岡崎市教育相談センター 9:15

11:45
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●  

海
外
都
市
交
流
事
業

◆平成27年度授業力・教師力アップセミナー【応用編】

【 8月 5日（水）】

講習名 会��場 講師名

小学校国語科教育 総合学習センター２F　教育研究室２ 熊谷　清一

中学校社会科教育 総合学習センター２Ｆ　教育研究室３ 山内　貴弘

小学校算数科教育 総合学習センター２F　教育研究室１ 蜂須賀　渉

中学校理科教育 総合学習センター３F　教材開発室２ 山本　則夫

小学校音楽科教育 総合学習センター２Ｆ　小ホール 麻場ちとせ

小学校図画工作科教育 子ども美術博物館　視聴覚室 赤﨑　類子

小学校体育科教育 根石小学校　体育館・図書室 宇都木靖弘

中学校技術科教育 新香山中学校　木工室・パソコン室 近藤　善紀

中学校英語科教育 総合学習センター３F　教材開発室１ 太田　幹也

※健　康　教　育 福岡中学校　図書室 中村　郁夫

【 8月 6日（木）】

講習名 会��場 講師名

中学校国語科教育 総合学習センター２F　教育研究室３ 磯村　彰久

小学校社会科教育 総合学習センター２F　教育研究室２ 片桐　　徹

中学校数学科教育 総合学習センター３F　教材開発室２ 加藤　嘉一

小学校理科教育 総合学習センター２F　教育研究室１ 岡　　秀之

中学校音楽科教育 上 地 小 学 校 　 図 書 室 三浦　敦子

中学校美術科教育 教育相談センター３Ｆ　プレイルーム 安藤　眞樹

中学校保健体育科教育 根石小学校　体育館・図書室 野田　　豊

小・中学校家庭科教育 福岡小学校　家庭科室・パソコン室・図書室 荒井　留美

小学校外国語活動 総合学習センター３F　教材開発室１ 山本　和代

※保健室と養護教諭　（養護教諭対象） 総合学習センター２F　教育研究室４ 河合　美保

＊幼児教育　（幼・小教諭、保育士対象） 総合学習センター２F　小ホール 本間　和代

【 8月 7日（金）】

講習名 会��場 講師名

道　徳　教　育 総合学習センター３F　教材開発室２ 稲垣　祐嗣

特別活動・学級経営 総合学習センター２Ｆ　教育研究室３ 戸澤　　剛

生活科・総合的な学習 総合学習センター２F　教育研究室１ 堺　　正司

情　報　教　育 井田小学校　パソコン室 森　　竜師

※発達障がい児の理解と支援 総合学習センター２F　小ホール 紀平　高之

※生　徒　指　導 総合学習センター２F　教育研究室２ 永野　光雄

※保　　　　　健 総合学習センター３F　教材開発室１ 浦野　公一

1　

内
容

　

本
年
度
は
、ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
ビ
ー

チ
市
と
ウ
ッ
デ
バ
ラ
市
と
交
流
を

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
七
名

の
生
徒
を
派
遣
す
る
。

2　

受
入
・
訪
問
日
程
に
つ
い
て

　

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
ビ
ー
チ
市

　
　

受
入　

6
／
30
㈫
〜
7
／
6
㈪

　
　

派
遣　

9
／
28
㈪
〜
10
／
6
㈫

　

ウ
ッ
デ
バ
ラ
市

　
　

受
入　

10
／
21
㈬
〜
10
／
28
㈬

　
　

派
遣　

9
／
28
㈪
〜
10
／
6
㈫

＊　

呼
和
浩
特
市
に
つ
い
て

　

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
大
気
汚

染
の
心
配
が
あ
り
、
本
年
度
も
中

止
と
し
た
。

◆
第
32
回
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
全
日
本
中
学

校
放
送
コ
ン
テ
ス
ト
愛
知
県
大
会

○
ラ
ジ
オ
番
組
部
門

　

最
優
秀
賞　
六
ツ
美
北
中　

文
芸
部

○
テ
レ
ビ
番
組
部
門

　

優
秀
賞　
新
香
山
中　

パ
ソ
コ
ン
部

○
朗
読
部
門

　

優
良
賞　
六
ツ
美
北
中　
二
段
日
華
里

◆
第
6
回
メ
イ
ク
・
ア
・
チ
ェ
ン
ジ
デ
ー

　

文
部
科
学
大
臣
賞　

美
川
中
学
校

▲ Ｈ27年度　岡崎市派遣団員

▲ ニューポートビーチ市使節団　市長表敬訪問

姉妹都市　ニューポートビーチ市

団長 翔南中学校長 加藤　政幸 副団長 小豆坂小学校教諭 柴田　泰枝

団員 南中学校 3 年 井上　雄太 団員 福岡中学校 3年 阿部　智優

団員 東海中学校 3年 彦坂実乃里 団員 河合中学校 3年 百合野姫凪

団員 六ツ美中学校 3年 足立　　炎 団員 矢作北中学校 3年 小黒　柚葉

団員 六ツ美北中学校 3年 渡邊　あゆ

姉妹都市　ウッデバラ市

団長 岡崎小学校長 増澤　　徹 副団長 美川中学校教諭 山﨑　留美

団員 甲山中学校 3年 竹内　友祐 団員 竜海中学校 3年 森本　聖梧

団員 葵中学校 3 年 永井あかり 団員 岩津中学校 3年 犬塚　美空

団員 新香山中学校 3年 鈴木　隆矢 団員 竜南中学校 3年 平松　佳大

団員 北中学校 3 年 𠮷田　伊吹



 8 月号

（8）

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

ビオトープ「わくわく小川」
（平成7年）

写真提供：緑丘小学校

開
校
二
十
周
年
記
念
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、

ビ
オ
ト
ー
プ
「
わ
く
わ
く
小
川
」
で
あ
る
。「
わ

く
わ
く
小
川
」
に
は
菖
蒲
が
植
え
ら
れ
、
珍
し
い

カ
ワ
バ
タ
モ
ロ
コ
や
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
、
ク
ロ
メ

ダ
カ
が
放
流
さ
れ
た
。
子
供
た
ち
が
校
内
で
自
然

を
観
察
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
学
び
の
場
で
あ

る
。
現
在
は
、
そ
の
北
側
に
ウ
サ
ギ
小
屋
も
作
ら

れ
、
委
員
会
活
動
の
一
つ
と
し
て
環
境
を
整
備
し
て

い
る
。

　

岡
崎
市
で
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
発
行
さ
れ

た
『
岡
崎
市
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
に
よ
り
、

市
内
す
べ
て
の
小
中
学
校
に
お
い
て
、
系
統
的
な

環
境
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
後
も
子
供
た
ち

が
探
究
心
を
も
ち
、
身
近
な
自
然
と
親
し
み
、
学
習

し
て
い
け
る
環
境
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

 

・
カ　
　

ッ　
　

ト 

北　
　

中　

 

川　

口　

典　

子

~~~ ~~~

＊池上彰のこれが「世界のル―ル」だ！
 池上　　彰
　　文藝春秋� ￥1,300

心に残った一文
　変化に対応するには、変化の底流を知らな
ければなりません。そのための情報収集と整
理する技術が大切です。

　刻々と変化する世界の中にいる私たち
は、日々様々なニュ—スを耳にする。その
中には理解しがたい事柄もある。例えば、
イスラム国の残虐性に驚かされるが、この
本を読むことで、彼らの行動の背景にある
ものを知ることができる。
　この本は現代の時事問題の本質や歴史を
理解する重要性、情報を整理する技術に触
れることができる一冊である。

＊ポジティブの教科書 武田　双雲
　　主婦の友社� ￥940
＊小さな村のウルトラランナ― 大川　卓弥
　　ＮＨＫ出版� ￥1,400
＊感情的にならない本 和田　秀樹
　　新講社� ￥800

下山小　　竹内　昭博

「
と
き
ど
き
間
違
わ
れ
る
の
で
す
が
、本
当
は
、

『
ゆ
き
さ
い
で
ん
』と
読
む
ん
で
す
。『
ゆ
う
き
』

と
言
わ
れ
る
と
、
地
元
の
人
間
は
怒
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
」

と
、
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
の
加
藤
さ
ん
。
悠
紀
斎
田
の
こ

と
を
話
す
こ
の
人
懐
っ
こ
い
笑
顔
に
、
故
郷
に
対
す
る
誇

り
と
深
い
愛
情
を
感
じ
た
。
百
年
続
い
た
「
お
田
植
え
ま

つ
り
」
が
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。

机
と
座
布
団
が
一
つ
。
勉
強
を
つ
と
め
て
や
ま
な
い
光

太
郎
の
部
屋
で
あ
る
。
そ
の
部
屋
を
見
下
ろ
す
位
置
に
重

昂
の
銅
像
が
立
っ
て
い
る
。
重
昂
は
、
三
河
男
児
歌
碑
に

あ
る
よ
う
に
、
三
河
の
地
か
ら
国
を
牽
引
す
る
リ
ー
ダ
ー

の
出
現
を
願
っ
た
。
後
に
国
を
越
え
世
界
を
も
リ
ー
ド
し

た
光
太
郎
の
活
躍
に
重
昂
も
満
足
で
あ
ろ
う
。

東
公
園
で
、
郷
土
の
文
化
人
の
志
を
感
じ
た
。

ホ
ー
ス
か
ら
吹
き
出
す
水
し
ぶ
き
に
、
歓
声
を
あ
げ
て
は

し
ゃ
ぐ
子
供
た
ち
。夏
休
み
の
プ
ー
ル
開
放
は
、静
か
に
な
っ

た
学
校
が
再
び
活
気
づ
く
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
友
達
と
水
中

じ
ゃ
ん
け
ん
を
楽
し
む
赤
帽
の
ち
び
っ
子
た
ち
。
自
由
な
遊

び
を
通
し
て
、
水
に
親
し
み
、
泳
ぐ
力
の
基
礎
を
身
に
つ
け

る
。
長
い
休
み
な
ら
で
は
の
体
験
が
、
子
供
た

ち
を
ま
た
ひ
と
回
り
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
。

葉  月

朝顔のカーテン　翔南中


