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月報　岡崎の教育　平成 27 年 11 月

「世界の交流拠点都市
金沢」をめざして

随
想

金沢市長■■■■■
山野　之義　氏

岡
崎
市
と
金
沢
市
は
、
市
民
間
の
往
来

及
び
交
流
並
び
に
他
地
域
か
ら
の
誘
客
を

促
進
す
る
こ
と
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を

目
的
に
、
観
光
交
流
都
市
協
定
を
締
結
し
、

今
年
で
八
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

さ
て
、金
沢
市
は
、平
成
二
十
五
年
三
月
、

新
た
な
都
市
像
と
し
て
「
世
界
の
『
交
流

拠
点
都
市
金
沢
』
を
め
ざ
し
て
」
を
策
定

し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
本
市
の
先
人
達
は
、

ま
ち
の
個
性
で
あ
る
歴
史
や
伝
統
、
学
術
、

文
化
を
大
切
に
守
り
、
磨
き
高
め
て
き
ま

し
た
。
連
綿
と
引
き
継
が
れ
た
ま
ち
づ
く

り
の
規
範
が
、
こ
の
ま
ち
に
魅
力
と
品
格

を
与
え
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て「
歴
史
都
市
」

や
「
創
造
都
市
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
本
市

は
、
国
内
外
の
多
く
の
方
々
か
ら
評
価
さ

れ
う
る
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

都
市
像
で
言
う「
交
流
拠
点
都
市
」と
は
、

こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
も
、
北
陸
新
幹
線
金
沢
開
業

を
機
に
更
な
る
高
み
を
め
ざ
し
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
に
移
行
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
た
金
沢
の
ス

ト
ッ
ク
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
国
内
外
か
ら
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
集
積

を
図
り
、
そ
の
交
流
を
通
じ
て
新
た
な
価
値

を
創
造
し
、
持
続
的
な
発
展
を
続
け
る
ま

ち
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
交
流
拠
点
都
市
と
し
て
金
沢

が
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
行
政
は
も

と
よ
り
、
市
民
自
ら
に
も
「
自
立
」
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
即
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
社
会

の
中
で
の
役
割
や
他
者
と
の
関
わ
り
を
こ

れ
ま
で
以
上
に
意
識
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
う
し
た
市
民
と
の
協
働
を
進

め
る
こ
と
が
、
交
流
拠
点
都
市
の
基
盤
と

な
る
「
誇
り
あ
る
ま
ち
」
に
つ
な
が
っ
て

い
く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、「
世
界
の
交
流
拠
点
都
市
金
沢
」

の
実
現
に
向
け
て
、
重
点
戦
略
計
画
の
五

つ
の
方
針
で
あ
る
「
技
術
力
に
裏
打
ち
さ

れ
た
新
た
な
産
業
の
創
出
」、「
ま
ち
の
品
格

を
高
め
る
学
術
文
化
の
醸
成
」、「
観
光
を

軸
と
し
た
交
流
の
活
性
化
」、「
新
幹
線
時
代

に
対
応
し
た
交
通
基
盤
の
整
備
」、「
あ
ら

ゆ
る
世
代
に
対
応
し
た
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
」
の
着
実
な
推
進
に
全
力
を

尽
く
し
て
い
ま
す
。（

や
ま
の　

ゆ
き
よ
し
）
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ふるさとシリーズこの人に聞く／羅針盤

す
べ
て
の
子
供
に
輝
き
を

生
徒
指
導
（
不
登
校
）
指
導
員
■

富
田　

好
己

　
「
ど
ん
な
行
事
で
も
積
極
的
に
学
年
や

下
学
年
を
引
っ
張
っ
て
活
動
し
て
い
く
。」

　

教
室
の
背
面
掲
示
に
、
三
年
生
を
充
実

さ
せ
た
い
と
願
う
Ａ
男
の
熱
い
思
い
が
綴

ら
れ
て
い
た
。
二
年
前
に
不
登
校
と
な
っ

た
Ａ
男
と
は
、
到
底
結
び
つ
か
な
い
。

　

一
年
の
二
学
期
か
ら
、
Ａ
男
の
足
は
学
校

か
ら
遠
の
い
た
。そ
れ
で
も
三
学
期
に
は
、

担
任
の
先
生
の
手
厚
い
サ
ポ
ー
ト
で
、
保
健

室
登
校
が
で
き
る
ま
で
に
至
っ
た
。
保
健

室
で
は
、
養
護
教
諭
の
先
生
や
副
担
任
の

Ｂ
先
生
が
、
Ａ
男
ら
数
人
の
保
健
室
登
校

の
生
徒
と
関
わ
り
合
う
。
教
室
に
こ
そ
入

れ
な
い
が
、
Ａ
男
た
ち
に
と
っ
て
興
味
あ

る
話
と
と
も
に
、
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
る
保
健
室
で
の
生
活
は
、
彼
ら
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
る
場
と
な
っ
て
い
た
。

「
Ｂ
先
生
が
担
任
で
よ
か
っ
た
。
安
心
し

ま
し
た
。」
二
年
最
初
の
生
活
日
記
に
綴

え
方
で
し
た
か
ら
、
や
っ
て
い
る
こ
と
を

よ
く
観
察
し
、
真
似
る
努
力
を
し
ま
し
た
。

私
の
積
み
方
が
悪
い
と
、
何
も
言
わ
ず
に

直
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。悔
し
か
っ

た
で
す
ね
。
職
人
と
し
て
の
心
の
あ
り
よ

う
も
含
め
て
『
こ
う
い
う
風
に
や
り
や
が

れ
』
と
い
う
感
じ
で
し
た
。」

　

厳
し
い
方
だ
っ
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
身

に
付
い
た
の
だ
と
語
る
。

「『
石
の
顔
を
出
せ
』
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し

た
。
表
に
出
て
い
る
部
分
を
『
石
の
顔
』

と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
石
と
石
の
組
み
合
わ

せ
な
の
で
、
き
ま
り
や
見
本
は
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
せ
ん
。
組
み
合
わ
せ
た
と
き
に
、

外
側
に
隙
間
が
な
る
べ
く
出
な
い
よ
う
に

石
の
面
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
桶

の
内
側
に
均
等
に
力
が
か
か
る
よ
う
に
、

石
が
し
っ
く
り
く
る
位
置
と
い
う
感
じ
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
感
覚
を
つ
か
む
ま
で
に
、

何
年
も
か
か
り
ま
し
た
。」

　

八
丁
味
噌
は
、
仕
込
む
と
き
の
水
分
の

割
合
が
他
の
味
噌
に
比
べ
て
か
な
り
低
い

の
で
、
普
通
に
し
て
お
く
と
桶
の
上
の
方
が

乾
い
て
し
ま
う
。
均
等
に
熟
成
を
進
め
る
に

は
、
味
噌
六
ト
ン
に
対
し
て
三
ト
ン
も
の
重

し
を
か
け
、二
夏
二
冬
じ
っ
く
り
寝
か
せ
る
。

こ
の
石
積
み
技
術
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
八
丁

味
噌
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

「
大
き
い
石
で
五
十
キ
ロ
は
あ
り
ま
す
か

ら
、
腰
も
痛
め
る
し
体
も
き
つ
い
で
す
。

で
す
が
、
積
み
終
え
た
桶
を
下
か
ら
眺
め

る
と
、
大
変
だ
っ
た
力
作
業
の
結
果
が
形

と
な
っ
て
目
に
映
り
、
苦
労
を
忘
れ
ま
す
。

そ
れ
が
一
つ
の
蔵
で
ず
っ
と
連
な
っ
て
い

る
姿
は
壮
観
で
、
胸
に
ぐ
っ
と
き
ま
す
。

や
り
甲
斐
を
感
じ
ま
す
ね
。」

　

現
在
、
石
積
職
人
は
染
次
さ
ん
を
含
め

て
四
名
。
そ
の
内
二
名
は
ま
だ
見
習
い
で
、

実
質
二
名
で
石
積
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

「
自
分
一
人
で
石
を
積
む
の
に
七
年
か
か

り
ま
し
た
。
職
人
と
呼
べ
る
よ
う
に
な
る

に
は
、
十
年
ぐ
ら
い
か
か
る
で
し
ょ
う
か
。

石
積
職
人
は
石
を
積
む
作
業
だ
け
で
な
く
、

味
噌
を
桶
に
仕
込
む
の
も
、
桶
か
ら
掘
り

出
す
作
業
も
行
い
ま
す
。
二
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
桶
の
中
身
を
全
て
手
作
業
で
掘
る
の

で
す
。
他
に
も
、
桶
の
修
理
や
箍た

が

の
か
け

替
え
も
私
た
ち
が
や
り
ま
す
。」

　

先
輩
か
ら
受
け
継
い
だ
技
と
思
い
を
、

若
い
見
習
い
に
教
え
る
の
も
大
切
な
仕
事

で
あ
る
。

「
石
を
積
ん
で
ご
ら
ん
、
と
や
ら
せ
て
み

る
と
、
柔
軟
性
の
な
さ
や
要
領
の
悪
さ
が

目
に
つ
き
ま
す
。
私
の
と
き
も
、
そ
ん
な

風
だ
っ
た
の
を
こ
こ
ま
で
育
て
て
く
れ

た
ん
だ
ろ
う
な
、
と
振
り
返
る
こ
と
も
多

い
で
す
。
時
代
の
流
れ
も
あ
る
の
で
、
私

は
私
の
や
り
方
で
、
教
え
な
が
ら
育
て
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
伝
統
あ
る
仕
事
な
の
で
、

若
手
を
自
分
以
上
に
積
め
る
職
人
に
育
て

上
げ
る
こ
と
が
私
の
務
め
で
す
。」

　

昔
か
ら
変
わ
ら
ぬ
、
天
然
醸
造
で
作
り

続
け
る
八
丁
味
噌
。
そ
の
味
を
守
る
た
め

に
、
石
積
み
の
技
と
心
は
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
い
く
。

石
積
み
の
心
と
技

ま
る
や
八
丁
味
噌
製
造
部
石
積
職
人

染
次　

一
郎　

氏

　

大
き
く
て
厚
み
の
あ
る
手
の
ひ
ら
に
は
、

小
さ
な
血
豆
の
跡
が
見
え
る
。
一
桶
に

六
〇
〇
個
か
ら
七
〇
〇
個
の
石
を
積
み
上

げ
る
と
い
う
、
八
丁
味
噌
の
石
積
作
業
を

担
う
職
人
の
手
だ
。

「
私
を
育
て
て
く
れ
た
職
人
は
、
も
っ
と

厚
く
て
大
き
い
手
の
ひ
ら
を
し
て
い
ま
し

た
。
な
に
せ
、
素
手
で
石
を
積
ん
で
い
ま

し
た
か
ら
ね
。」

　

染
次
さ
ん
が
こ
の
仕
事
に
つ
い
た
の
は
、

二
十
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
勤

め
て
い
た
パ
ン
製
造
工
場
か
ら
の
転
職
を

考
え
て
い
る
と
き
、
目
に
留
ま
っ
た
の
が

こ
の
仕
事
だ
っ
た
。

「
始
め
か
ら
石
積
職
人
を
目
指
し
て
い
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
流
れ
作
業

で
は
な
く
、
昔
な
が
ら
の
力
仕
事
の
よ
う
な

こ
と
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。」

　

見
習
い
と
し
て
つ
い
た
先
輩
職
人
は
、

二
十
歳
も
年
上
の
昔
か
た
ぎ
の
人
だ
っ
た
。

「
と
に
か
く
目
で
見
て
覚
え
ろ
と
い
う
教

（　
　
　
　
　
　

）

氏　
　

名　

そ
め
じ　

い
ち
ろ
う

生
年
月
日　
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
九
日

住　
　

所　

西
尾
市
伊
藤
町
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ふれあい

ら
れ
た
Ａ
男
の
言
葉
。
保
健
室
で
確
実
に

信
頼
関
係
を
構
築
し
て
き
た
Ｂ
先
生
に

と
っ
て
、
至
福
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
依
然
と
し
て
Ａ
男
に
は
不
安

要
素
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が

部
活
動
で
あ
る
。
一
年
の
夏
休
み
か
ら
出

ら
れ
な
く
な
っ
た
Ａ
男
に
と
っ
て
、
授
業

後
の
時
間
は
重
苦
し
い
。
そ
れ
を
払
拭
し

て
く
れ
た
の
が
校
長
先
生
で
あ
る
。
Ａ
男

の
興
味
関
心
の
あ
る
郷
土
研
究
部
を
つ
く

り
、
自
ら
顧
問
と
な
っ
た
。
研
究
の
成
果

を
文
化
祭
で
発
表
す
る
ま
で
に
至
っ
た
Ａ

男
は
、
自
己
肯
定
感
を
得
た
。
校
長
先
生

は
、
暑
中
見
舞
い
、
年
賀
状
、
修
学
旅
行

先
か
ら
の
手
紙
な
ど
、
不
登
校
生
徒
に
向

け
て
積
極
的
に
働
き
か
け
た
。
も
ち
ろ
ん

学
校
の
職
員
全
体
が
、
チ
ー
ム
と
し
て
不

登
校
減
少
に
向
け
て
精
力
的
に
動
い
た
。

Ｂ
先
生
も
、
焦
ら
ず
確
実
に
Ａ
男
に
寄
り

添
い
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
時
に
は
背
中
を
押

す
。
二
年
を
終
え
た
Ａ
男
の
生
活
日
記
に

は
、「
今
年
一
年
、
活
躍
の
チ
ャ
ン
ス
を

く
れ
た
の
で
頑
張
れ
ま
し
た
」
と
あ
り
、

自
信
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　

校
長
先
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、

職
員
が
同
じ
方
向
を
向
き
、
学
校
全
体
が
ひ

と
つ
の
チ
ー
ム
と
な
っ
て
働
き
か
け
て
い

く
。
子
供
の
心
の
不
安
を
取
り
除
き
、
一
条

の
光
明
を
照
ら
す
に
は
、
こ
れ
以
外
に
道
は

な
い
。す
べ
て
の
子
供
に
、輝
き
を
与
え
た
い
。

が
い
っ
そ
う
楽
し
く
な
る
に
違
い
な
い
。

担
任
と
し
て
、
ぜ
ひ
そ
う
成
長
さ
せ
て
や

り
た
い
と
思
っ
た
が
、
具
体
策
が
思
い
浮

か
ば
な
か
っ
た
。

　

市
道
徳
部
か
ら
、
研
究
授
業
を
す
る
機

会
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
そ
ん
な
と
き
だ

っ
た
。
資
料
は
、
加
藤
源
重
さ
ん
の
伝
記
。

事
故
で
指
を
失
っ
た
が
、
あ
き
ら
め
ず
に

自
助
具
を
製
作
し
た
話
だ
。
一
読
し
て
、

人
へ
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
Ａ
子
に
考

え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
ま
た
と
な
い

資
料
で
あ
る
と
感
じ
た
。
た
だ
、
内
容
や

文
章
の
量
か
ら
二
年
生
が
主
題
に
迫
る
こ

と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
話
を
理
解

し
、
考
え
を
述
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
、

不
安
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
右
手
の
指
を

失
う
辛
さ
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
想
像
し

や
す
い
に
違
い
な
い
。
豊
富
な
映
像
資
料
を

通
し
て
、
源
重
さ
ん
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
確
信
し
て
授
業

に
臨
ん
だ
。

　

導
入
で
、
主
人
公
の
写
真
や
映
像
を
見

た
子
供
た
ち
は
、「
な
ん
で
指
が
な
い
の
」

「
こ
わ
い
よ
」
と
口
々
に
述
べ
、
資
料
に

釘
付
け
と
な
っ
た
。
自
助
具
が
完
成
し
た

と
き
の
主
人
公
の
気
持
ち
を
考
え
る
場
面

で
は
、
仕
事
一
筋
に
励
む
主
人
公
に
共
感

す
る
意
見
が
ど
ん
ど
ん
出
さ
れ
た
。
し
ば

ら
く
聞
い
て
い
た
Ａ
子
が
、
納
得
で
き
な

い
表
情
で
、
み
ん
な
に
投
げ
掛
け
る
発
言

を
し
た
。

「
ど
う
し
て
。
ど
う
し
て
、
こ
こ
ま
で
で

き
た
の
」。

　

た
だ
共
感
す
る
だ
け
の
流
れ
を
止
め
て

「
ど
う
し
て
」
と
訴
え
た
Ａ
子
。
主
人
公
の

痛
み
や
苦
難
を
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
受

け
止
め
て
い
れ
ば
こ
そ
の
発
言
だ
っ
た
。

子
供
た
ち
は
、
こ
の
発
言
を
機
に
、
あ
き

ら
め
な
い
源
重
さ
ん
の
姿
を
、
自
分
の
身
近

な
経
験
と
つ
な
い
で
考
え
、
活
発
に
意
見

交
換
し
始
め
、
主
題
に
迫
っ
て
い
っ
た
。

　

二
学
期
の
教
室
。
時
に
は
小
さ
な
ト
ラ

ブ
ル
も
あ
る
が
、
給
食
の
時
間
に
は
、
牛

乳
を
こ
ぼ
し
た
友
達
に
走
り
寄
る
Ａ
子
の

姿
が
あ
る
。
算
数
の
時
間
に
は
、
友
達
が

わ
か
る
ま
で
、
言
葉
を
選
ん
で
、
筆
算
の

仕
方
を
説
明
す
る
Ａ
子
が
い
る
。

　

私
自
身
が
子
供
へ
の
願
い
を
も
っ
た
と

き
、
初
め
て
「
今
、
必
要
な
授
業
」
が
生

ま
れ
る
の
だ
と
、
子
供
た
ち
に
教
え
て
も

ら
っ
た
。
目
の
前
に
い
る
の
は
、
決
し
て

「
小
さ
な
子
供
た
ち
」
で
は
な
い
。
こ
の

子
た
ち
に
負
け
な
い
よ
う
、
私
自
身
が
、

成
長
し
続
け
る
教
師
で
あ
り
た
い
。

小
さ
な
子
供
た
ち
に
教
え
ら
れ
て

奥
殿
小　

後
藤　

三
奈

　

教
室
に
広
が
る
世
界
が
違
う
、
と
思
っ

た
。
前
任
校
で
中
学
生
の
担
任
を
し
て
い

た
私
は
、
四
月
か
ら
小
学
二
年
生
を
受
け

持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

人
懐
こ
く
、
素
直
な
子
供
た
ち
。
校
外

学
習
に
出
か
け
る
と
、

「
先
生
、つ
か
ま
え
た
よ
。
見
て
、カ
エ
ル
。」

と
、
両
手
を
広
げ
て
見
せ
て
く
れ
る
。
子

供
た
ち
と
の
毎
日
は
楽
し
い
。

　

一
学
期
半
ば
の
こ
と
。
教
室
で
「
Ａ
ち
ゃ

ん
に
い
や
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
」
と
い
う

声
が
、
た
び
た
び
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
Ａ
子
は
、
授
業
で
発
言
を
し
た
り
、

大
切
な
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
た
り
す
る
こ
と

が
得
意
な
、
元
気
の
よ
い
子
供
だ
。
去
年

の
担
任
の
先
生
に
「
気
が
強
い
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
も
め
ご
と
も
あ
っ
た
」
と
お
聞

き
し
た
の
を
思
い
出
し
、
気
に
な
っ
た
。

Ａ
子
が
、
相
手
の
辛
さ
を
先
に
思
う
こ
と

が
で
き
た
ら
、
彼
女
に
と
っ
て
、
学
校
生
活
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学校ミュージアム　市内小中学校にある市ゆかりの芸術作品〈立体・工芸〉

　

市
内
小
中
学
校
の
校
庭
や
玄
関
で
、
子
供

た
ち
や
来
客
を
見
守
る
よ
う
に
た
た
ず
ん
で

い
る
、立
体
・
工
芸
の
芸
術
作
品
。「
石
の
町
・

岡
崎
」
な
ら
で
は
の
石
彫
の
み
な
ら
ず
、
ブ

ロ
ン
ズ
製
、
木
彫
な
ど
、
種
類
は
多
岐
に
わ

た
る
。
各
校
所
蔵
の
絵
画
と
同
様
、
著
名
な

作
家
の
手
に
よ
る
作
品
も
多
い
。　
　

　

そ
こ
で
今
回
は
、
一
部
で
は
あ
る
が
、
岡

崎
市
内
の
小
中
学
校
に
あ
る
、
郷
土
ゆ
か
り

の
作
家
に
よ
る
立
体
作
品
や
工
芸
作
品
を
紹

介
す
る
。

　

子
供
た
ち
が
、
多
感
な
日
々
を
、
芸
術
作

品
と
共
に
過
ご
す
こ
と
は
、
感
受
性
を
育
む

う
え
で
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

芸
術
の
秋
。
子
供
た
ち
と
共
に
学
校

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
鑑
賞
会
を
開
い
て
み
て
は

ど
う
だ
ろ
う
。

▲鈴木政夫（1916 年〜 2002 年）「力士像」（石彫・高さ 85 ㎝・竜美丘小）岡崎市出身

各校が所蔵する  市ゆかりの主な芸術家作品（立体・工芸）
洗川　一男　　「空へ」　　　　　　　　　　　（城南小）
石川　文治　　「宝舟みこし」　　　　　　　　（大門小）
江坂　兵衛　　「東照公像」　　　　　　　　　（城北中）
大野　幾生　　「思考する樹木」　　　　　　　（常磐中）
近藤　鎰郎　　「希望の塔」　　　　　　　　（常磐東小）
鈴木　政夫　　「若草のリズム」　　　　　　　（男川小）
　　　　　　　「かたらいの像」　　　　　　　（緑丘小）
　　　　　　　「目標を高く」　　　　　　　　（矢作中）
　　　　　　　「ふるさと上地」　　　　　　　（上地小）
　　　　　　　「若草の塔」・「力士像」・「緑とともに」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（竜美丘小）
　　　　　　　「空よ風よ僕も私も小豆坂」　（小豆坂小）
　　　　　　　「立志の塔」　　　　　　　　　（城北中）
鈴木　基弘　　「ぶどうを持った少年像」　　　（梅園小）
　　　　　　　「きずなの像」　　　　　　　（矢作東小）
牧野　正次　　「本多光太郎像」　　　　　　　（矢作中）
山下　　清　　「気をつけっ ! !」　　　　　　　（奥殿小）

〈五十音順〉

学校ミュージアム

市内小中学校にある市ゆかりの芸術作品〈立体・工芸〉

▶ 

近
藤
鎰
郎
（
一
九
二
四
年
〜
二
〇
一
四
年
）「
希
望
の
塔
」

　
�

（
ブ
ロ
ン
ズ
・
高
さ
百
四
十
セ
ン
チ
・
常
磐
東
小
）
岡
崎
市
出
身

◀ 「
き
ず
な
の
像
」

（
ブ
ロ
ン
ズ
・
高
さ
二
百
セ
ン
チ
・
矢
作
東
小
）

鈴木基弘（1913年〜2007年）岡崎市出身・両作品とも

◀ 「
ぶ
ど
う
を
持
っ
た
少
年
像
」

　

�

（
ブ
ロ
ン
ズ
・
高
さ
百
セ
ン
チ
・
梅
園
小
）

ブ
ロ
ン
ズ
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学校ミュージアム　市内小中学校にある市ゆかりの芸術作品〈立体・工芸〉

▲ 洗川一男（1955 年〜）
　「空へ」（木彫・高さ 100cm・城南小）
　岡崎市在住

▲ 「かたらいの像」
　（石彫・高さ 80cm・緑丘小）

▲ 石川文治（1910 年〜 1992 年）
　「宝舟みこし」

　（藁細工・高さ 90cm・大門小）
　岡崎市出身

▶ 

山
下　

清
（
一
九
五
四
年
〜
）「
気
を
つ
け
っ
‼
」

　

�

（
木
彫
・
高
さ
一
五
○
セ
ン
チ
・
奥
殿
小
）
岡
崎
市
在
住

◀ 

江
坂
兵
衛
（
一
九
二
八
年
〜
）「
東
照
公
像
」

　
�

（
木
彫
・
高
さ
七
五
セ
ン
チ
・
城
北
中
）
岡
崎
市
在
住

▶ 

大
野
幾
生
（
一
九
五
四
年
〜
）「
思
考
す
る
樹
木
」

（
石
彫
・
高
さ
三
二
〇
セ
ン
チ
・
常
磐
中
）

岡
崎
市
内
中
学
校
・
大
学
勤
務
経
験

▶ 

牧
野
正
次
（
一
九
二
六
年
〜
一
九
九
八
年
）

　
「
本
多
光
太
郎
像
」

（
石
彫
・
高
さ
一
七
五
セ
ン
チ
・
矢
作
中
）

岡
崎
市
出
身

鈴木政夫（1916年〜2002年）
岡崎市出身・左下両作品とも

▶ 「
空
よ
風
よ
僕
も
私
も
小
豆
坂
」

（
石
彫
・
高
さ
九
〇
セ
ン
チ
・
小
豆
坂
小
）

　

奥
殿
小
学
校
で
は
、
か
つ
て
、
子
供
た
ち
が
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
と

り
わ
け
部
活
動
で
は
、
校
長
先
生
方
と
と
も
に
、
と
き
に
は
父
親
の
私
も
一

緒
に
な
っ
て
、
汗
を
流
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
御
縁
か
ら
、
先
生
方
と
お
話
を

す
る
機
会
が
増
え
、
作
品
を
贈
る
こ
と
を
申
し
出
ま
し
た
。
木
彫
り
の
そ
の

作
品
（
写
真
参
照
）
に
は
、
自
分
の
子
供
も
含
め
て

『
子
供
た
ち
に
は
、
少
年
時
代
を
す
く
す
く
と
育
っ

て
ほ
し
い
』
と
い
う
強
い
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

　

喜
怒
哀
楽
さ
ま
ざ
ま
に
人
が
生
き
る
、
そ
の
意
味

を
込
め
て
彫
り
ま
す
。�

そ
ん
な
作
者
の
思
い
が
観

る
人
に
伝
わ
り
、
共
感
し
て
も
ら
え
た
ら
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

彫
刻
家　

岡
崎
市
奥
殿
町
在
住

山
下　

清　

氏

木　　彫

石　　彫

伝統工芸
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お知らせ

◆
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

　

四
月
に
行
わ
れ
た
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
の
岡
崎
市
の
結
果

を
分
析
し
た
。

1
　
調
査
分
析
概
要

⑴
全
体
の
様
子

　

岡
崎
市
内
の
小
中
学
校
は
、
国

語
、算
数
・
数
学
、理
科
の
「
知
識
」

「
活
用
」
に
関
す
る
問
題
に
お
い

て
、
全
国
及
び
県
の
平
均
正
答
率

を
上
回
っ
て
い
る
。

　

小
学
校
に
お
い
て
は
、
算
数
の

「
活
用
」
に
関
す
る
問
題
が
、「
た

い
へ
ん
よ
く
で
き
て
い
る
」
状
況

で
あ
る
。

　

中
学
校
に
お
い
て
は
、
国
語
の

「
知
識
」「
活
用
」、数
学
の
「
知
識
」

「
活
用
」、
理
科
に
関
す
る
問
題
で

「
た
い
へ
ん
よ
く
で
き
て
い
る
」

状
況
で
あ
る
。

⑵
小
中
学
校
別
各
教
科
「
知
識
」

  「
活
用
」
に
関
す
る
問
題
の
様
子

（
下
表
）

⑶
岡
崎
市
教
育
委
員
会
の
指
導
改

　
善
等
の
取
組

①
国
語
や
算
数
・
数
学
に
お
け
る

岡
崎
市
の
児
童
生
徒
の
学
力
と
、

学
習
環
境
と
学
力
と
の
相
関
関
係

を
詳
細
に
分
析
し
、
学
校
で
の
授

業
や
家
庭
で
の
生
活
習
慣
等
の
改

善
す
べ
き
内
容
を
把
握
す
る
。

②
①
の
分
析
結
果
を
受
け
、
そ
の

●  

教
育
最
新
情
報

や
地
域
と
連
携
し
な
が
ら
、
子
供

た
ち
の
生
活
習
慣
や
学
習
環
境
が

学
力
に
反
映
す
る
こ
と
を
周
知
し
、

改
善
を
図
る
取
組
を
行
い
、
総
合

的
な
学
力
の
向
上
に
努
め
て
い
く
。

⑷
留
意
点

①
こ
の
調
査
で
測
定
し
た
学
力
は
、

特
定
の
一
部
分
で
あ
る
。

②
学
校
で
は
、
成
果
と
課
題
を
把
握

し
、
授
業
改
善
に
努
め
る
。

③
家
庭
に
向
け
て
は
、
得
意
な
こ

と
・
不
得
意
な
こ
と
を
知
り
、
生
活

習
慣
の
充
実
を
図
っ
て
い
た
だ
く

な
ど
、
児
童
生
徒
が
学
習
に
意
欲

を
も
っ
て
取
り
組
め
る
励
ま
し
や

環
境
づ
く
り
を
お
願
い
す
る
。

◆
岡
崎
市
教
育
研
究
論
文
募
集

　

岡
崎
市
教
育
研
究
論
文
を
次
の

と
お
り
募
集
す
る
。

�【
趣
旨
】

　

岡
崎
市
立
幼
稚
園
、
小
・
中
学

校
教
職
員
の
日
頃
の
教
育
実
践
及

び
教
育
研
究
の
成
果
を
広
く
募
り
、

教
職
員
の
研
修
と
資
質
向
上
及
び

学
校
教
育
の
健
全
な
発
展
を
図
る

と
と
も
に
そ
の
努
力
を
顕
彰
す
る
。

�【
部
門
】

①
個
人
研
究
の
部
（
第
一
部
門
）

②
共
同
研
究
の
部
（
第
二
部
門
）

�【
論
文
の
体
裁
】

①
字
数

　

一
八
二
〇
〇
字
以
内
（
資
料
も

　

本
文
範
囲
内
に
入
れ
る
。）

②
用
紙
・
様
式

　

Ａ
４
用
紙

　

四
十
字
×
三
十
五
行

　

�

十
三
枚
以
内
（
余
白
天
地
左
右

二
十
ミ
リ
以
上　

文
字
は
十
二

ポ
イ
ン
ト
以
上
）

　

余
白
へ
の
資
料
添
付
は
禁
止

�【
留
意
事
項
】

・
体
裁
が
違
う
も
の
は
審
査
の
対

象
外
と
な
る
の
で
注
意
す
る
。

・
未
発
表
の
も
の
で
あ
る
こ
と

（
た
だ
し
、
継
続
実
践
研
究
は
可
）

・
添
付
資
料
は
、
判
読
し
に
く
く

な
る
ほ
ど
縮
小
し
な
い
。

・
個
人
に
関
す
る
情
報
を
論
文
中

に
掲
載
す
る
場
合
は
、
個
人
が

識
別
さ
れ
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

�【
提
出
期
限
】

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
（
水
）

授
業
改
善
案
等
を
教
育
委
員
会
が

各
学
校
へ
伝
え
、
改
善
状
況
を
確

認
し
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
指
導

し
た
り
す
る
。

③
各
学
校
に
お
い
て
行
っ
て
い
る

「
教
育
診
断
ア
ン
ケ
ー
ト
（
学
校
評

価
）」
を
利
用
し
て
、
学
校
や
教

員
が
自
己
評
価
を
行
い
、
日
々
の

授
業
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に

し
、
新
た
な
授
業
改
善
の
具
体
的

な
対
策
を
立
て
、
取
り
組
む
よ
う

指
示
す
る
。

④
教
育
委
員
会
と
学
校
は
、
家
庭

科 主として「知識」に関する問題 主として「活用」に関する問題

国

語

できている
・具体的な事例を挙げて説明する文章を書く力
に優れている

・話の内容に対する聞き方を工夫する力がやや
弱い。

・新聞のコラムを読んで表現の工夫を捉える力
が弱い。

よくできている
・目的や意図に応じ、記事に見出しを付ける力
に優れている。

・登場人物の気持ちの変化を想像しながら音読
する力に優れている。

・目的や意図に応じ、取材した内容を整理しな
がら記事を書く力がやや弱い。

算

数

よくできている
・繰り上がりのある２位数の加法や異分母の分数の
減法の計算をする力に優れている。

・式で表現された数量の関係を図と関連付けて
表現する力に優れている。

・示された三角形が二等辺三角形となる根拠となる
円の性質を選択する力がやや弱い。

たいへんよくできている
・平行四辺形の性質を基に平行四辺形を構成す
ることができる辺の組み合わせを理解してい
る児童が多い。

・切り上げた場合の見積もりの結果を基に、目
標に達しているかについて判断する力に優れ
ている。

・長方形の面積を２等分する考えを基に、分割
された二つの図形の面積が等しくなる理由を
記述する力が弱い。

理

科

よくできている
・メスシリンダーの名称やメダカの雄雌の見分け方、また、水蒸気は水が気体になったものである
ことを理解している児童が多い。

・打ち水の効果について、グラフを基に、地面の様子と気温の変化を関係付けながら考察して、分
析する力に優れている。

・顕微鏡の適切な操作方法を身に付けている児童が少ない。

学
習
状
況

　規則正しい生活を送ったり、自尊意識や規範意識が高かったりする児童ほど、高い正答率を得て
いる。「朝食を毎日食べる」児童の正答率は、「食べない」児童に比べ、３教科とも20ポイント以上
高い。「毎日、同じくらいの時刻に起きる、寝る」児童の正答率は、「起きない、寝ない」児童に比べ、
国語では20ポイント以上、算数、理科では15ポイント以上高い。また、「ものごとを最後までやり遂
げて、うれしかったことがある」「学校のきまりを守っている」なども同様である。
　平日、テレビゲームをする時間が長い程、正答率は低い。特に、４時間以上の児童の正答率は、
１時間未満の児童に比べ、国語では15.2ポイント、算数では13.2ポイント、理科では11.8ポイント低い。
また、平日の携帯電話やスマートフォンの使用時間が長い程、正答率が低い。特に、４時間以上の
児童の正答率は、30分未満の児童に比べ国語では13.1ポイント、算数では12.6ポイント、理科では
10.4ポイント低い。

科 主として「知識」に関する問題 主として「活用」に関する問題

国

語

たいへんよくできている
・文脈に即して漢字を正しく書いたり読んだり
する力に優れている。

・登場人物の心情や行動に注意して読んだり言
動の意味を考えたりして、内容を理解する力
に優れている。

・単語の類別について理解している生徒がやや少ない。

たいへんよくできている
・効果的な資料を作成し、活用して話す力に優
れている。

・目標に応じて文章を要約する力に優れている。
・複数の資料から適切な情報を得て自分の考え
を具体的に書く力が弱い。

算

数

たいへんよくできている
・加減乗除を含む正の数と負の数の計算において、
決まりに従って計算する力に優れている。

・与えられた投影図から空間図形を読み取る力に優
れている。

・数量の関係を文字式に表す力が弱い。

たいへんよくできている
・問題場面における考察の対象を明確に捉える
力に優れている。

・事柄が成り立つ理由を、構想を立てて説明す
る力に優れている。

・事象を式の意味に即して解釈し、数学的な表
現を用いて説明する力が弱い。

理

科

たいへんよくできている
・グラフを分析して解釈し、化学変化について正しく読み取る力に優れている。
・天気の記号から風力を読み取る力に優れている。
・他者の考察を検討して改善し、水の状態変化と関連づけて雲の成因を正しく説明する力が弱い。

学
習
状
況

　生活習慣が確立し、規範意識が高い生徒ほど調査で高い正答率を得ている。具体的には、「朝食を
毎日食べる」生徒の正答率は、「食べない」生徒に比べ、国語では、12.1ポイント、数学では18.8ポイン
ト、理科では16.3ポイント高い。また、「毎日同じ時刻に寝る」「家で自分で計画を立てて勉強する」
等も傾向は同様である。「学校の規則を守る」生徒の正答率は、「守らない」と回答した生徒より、
国語で19.7ポイント、数学では18.7ポイント、理科では21.1ポイント高い。
　平日の携帯電話やスマートフォンの使用時間が長い程、正答率が低い。特に、４時間以上の生徒
の正答率は、30分未満の生徒に比べ、国語では11.9ポイント低く、数学では18.0ポイント、理科では
17.5ポイント低い。

《小学校6年生》

《中学校3年生》
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お知らせ

●  

ハ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り

　

銀
賞　
竜
美
丘
小　

長
嶺　

桃
子

　
　
　
　
竜
美
丘
小　
渡
我
部
は
る
か

　
　
　
　

三
島
小　

渡
邊　

理
沙

　
　
　
　

三
島
小　

鈴
木　

萌
華

　

銅
賞　

連
尺
小　

黒
川　

愛
嘉

　
　
　
　

三
島
小　

二
村
知
賀
子

　
　
　
　

梅
園
小　

加
島　

光
稀

　
　
　
　
竜
美
丘
小　

西
島　

沙
羅

　
　
　
　

広
幡
小　

田
中
彩
姫
子

〇
第
四
部
（
中
学
生
）

　

金
賞　

城
北
中　

水
口　

奈
々

　
　
　
　

竜
海
中　

鈴
木　

麻
尋

　

銀
賞　

城
北
中　

中
野
佑
里
恵

　
　
　
　

翔
南
中　

大
野
さ
つ
き

　
　
　
　

翔
南
中　

村
瀬　

萌
衣

　
　
　
　

甲
山
中　

齋
藤　

佳
穂

　
　
　
　

竜
海
中　

大
下　
　

栞

　

銅
賞　

美
川
中　

本
間　

惟
加

　
　
　
　

城
北
中　

吉
田　

七
星

　
　
　
　

翔
南
中　

尾
﨑
亜
依
里

　
　
　
　

竜
海
中　

吉
田　

香
菜

〇
パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部

（
小
学
生
以
上
）

　

金
賞　
新
香
山
中　

石
橋
菜
々
子

　
　
　
　

福
岡
小　

井
澤　

太
伸

　
　
　
　

福
岡
小　

五
味
原　

保

　
　
　
　

福
岡
小　

柴
田　

淳
志

　
　
　
　

翔
南
中　

中
山　

朱
莉

　
　
　
　

河
合
中　

𠮷
玉　

桃
子

　
　
　
　

河
合
中　

杉
浦　

伶
美

　

銀
賞　

河
合
中　

河
合　

大
雅

　
　
　
　

河
合
中　

横
山　

竜
起

　
　
　
　

河
合
中　

六
カ
所
真
衣

　
　
　
　

河
合
中　

蒲
野　

一
真

　
　
　
　

河
合
中　

百
合
野
姫
凪

　
　
　
　

河
合
中　

辰
己　

汐
音

　
　
　
　

南
中　
　

西
殿　

大
輝

　
　
　
　

福
岡
小　

河
合　

姫
和

　
　
　
　

福
岡
小　

西
川
原
美
波

　
　
　
　

福
岡
小　

榊
間　

優
奈

　

銅
賞　

生
平
小　

中
田　

智
理

　
　
　
　

生
平
小　

小
柳
津
有
絵

　
　
　
　

生
平
小　

梅
本　

蒼
生

　
　
　
　

生
平
小　

杉
田　

翠
紀

　
　
　
　

福
岡
小　

川
上　

大
地

　
　
　
　

福
岡
小　

武
内　

暖
斗

　
　
　
　

城
南
小　

砂
田　

空
良

　
　
　
　

翔
南
中　

野
田
優
希
菜

　
　
　
　

河
合
中　

岡
田　

匠
平

　
　
　
　

河
合
中　

小
柳
津
晧
介

　
　
　
　

河
合
中　

杉
田　

久
弥

〇
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル
指
導
者
表
彰

　

城
北
中
学
校
（
団
体
）

　

六
ツ
美
西
部
小　

高
松　

順
子

〇
統
計
グ
ラ
フ
教
育
指
導
者
表
彰

　

翔
南
中
学
校
（
団
体
）

◆
フ
ラ
ワ
ー
・
ブ
ラ
ボ
ー
・
コ
ン

ク
ー
ル
秋
花
壇

・
入
賞
校

　

優
良
賞　

井
田
小
学
校

・
奨
励
賞
交
付
推
薦
校　
　
　
　

　
　
　
　
　

細
川
小
学
校

　
　
　
　
　

六
ツ
美
中
部
小
学
校

　
　
　
　
　

上
地
小
学
校

　
　
　
　
　

三
島
小
学
校

　
　
　
　
　

岡
崎
小
学
校

　
　
　
　
　

形
埜
小
学
校

・
地
域
花
壇
優
秀
賞
交
付
推
薦
校

　
　
　
　
　

形
埜
小
学
校

　
　
　
　
　

細
川
小
学
校

◆
フ
ラ
ワ
ー
・
ブ
ラ
ボ
ー
・
コ
ン

ク
ー
ル
秋
花
壇
付
帯
秋
花
花
壇
設

計
図
コ
ン
ク
ー
ル

・
愛
知
県
知
事
賞　

形
埜
小
学
校

◆
第
45
回
愛
知
県
野
生
生
物
保
護

実
績
発
表
大
会

・
愛
知
県
教
育
委
員
会
賞

東
海
中
学
校

◆
岡
崎
市
教
育
委
員
会
委
員

　

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
付

で
、
岡
崎
市
教
育
委
員
会
が
次
の

よ
う
に
な
っ
た
。

委
員
長　
　
　
　
　

福
應　

謙
一

委
員
長
職
務
代
理
者　

櫻
井　

敬
子

委
員　
　
　
　
　
　

土
屋　

武
志

委
員　
　
　
　
　
　

小
出　

義
信

委
員
（
教
育
長
）　

髙
橋　
　

淳

ハ
ー
ト
ピ
ア
上
地
が

　
　
　
　
開
所
し
ま
し
た

　

ハ
ー
ト
ピ
ア
岡
崎
は
、
昭
和
六

十
年
に
、
不
登
校
児
童
生
徒
の
支

援
を
目
的
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
十
二
年
一
月
、

竜
美
北
の
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
内

に
移
転
し
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

近
年
、
通
所
を
希
望
す
る
児
童
生

徒
が
増
加
し
、
学
校
や
家
庭
か
ら

の
要
望
に
応
え
る
こ
と
が
難
し
い

状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、本
年
度
九
月
に
「
ハ
ー

ト
ピ
ア
上
地
」
を
総
合
学
習
セ
ン

タ
ー
一
階
に
開
所
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
適
応
指
導
教
室
を

「
ハ
ー
ト
ピ
ア
竜
美
」
と
改
め
、

二
つ
の
適
応
指
導
教
室
を
あ
わ
せ

て
「
ハ
ー
ト
ピ
ア
岡
崎
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
就
学
相
談
・

特
別
支
援
相
談
な
ど
教
育
相
談
活

動
は
引
き
続
き
、
教
育
相
談
セ
ン

タ
ー
内
で
行
い
ま
す
。

　

新
し
い
ハ
ー
ト
ピ
ア
上
地
は
、

樹
木
に
囲
ま
れ
た
広
い
敷
地
内
に

あ
り
、
近
く
の
矢
崎
、
若
松
、
大

谷
公
園
な
ど
を
利
用
し
、
様
々
な

活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

午
後
の
活
動
は
隣
接
す
る
公
園
を

利
用
し
、
ゲ
ー
ム
や
ボ
ー
ル
を

使
っ
た
遊
び
な
ど
、
通
所
生
同
士

で
楽
し
く
ふ
れ
あ
い
の
時
間
を
過

ご
し
て
い
ま
す
。
開
所
当
初
に
は
、

裏
庭
で
、「
流
し
そ
う
め
ん
の
会
」

を
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。
玄
関
脇

の
小
さ
な
畑
に
は
、
大
根
、
白
菜

な
ど
の
野
菜
を
植
え
付
け
、
収
穫

し
、
会
食
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

所
外
の
活
動
と
し
て
は
、
例
年

の
よ
う
に
、
少
年
自
然
の
家
で
の

デ
ィ
キ
ャ
ン
プ
、
東
山
動
植
物
園
へ

の
社
会
見
学
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

秋
を
迎
え
、
中
三
の
生
徒
は
、

自
分
の
進
路
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
中

三
の
生
徒
だ
け
が
一
緒
に
学
習
を

す
る
「
ひ
ま
わ
り
タ
イ
ム
」
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
緊
張
感
の
中
で
、

お
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
集
中
し

て
考
え
る
と
い
う
習
慣
を
身
に
付

け
、
同
学
年
の
男
女
で
一
緒
に
過

ご
す
経
験
を
す
る
こ
と
で
、
来
春

か
ら
の
新
し
い
学
校
生
活
に
適
応

で
き
る
一
助
と
な
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

現
在
、ハ
ー
ト
ピ
ア
竜
美
、ハ
ー

ト
ピ
ア
上
地
の
両
施
設
と
も
二
十

名
程
が
通
所
し
て
い
ま
す
。
一
人

で
も
多
く
の
児
童
生
徒
が
新
し
い

一
歩
を
歩
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
支
援
し
て
い
き
た
い
で
す
。

◆
第
82
回
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
学
校
音
楽

コ
ン
ク
ー
ル

・
小
学
校
の
部

　

優
良
賞　
　

梅
園
小
学
校

◆
第
68
回
中
部
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル

（
全
国
大
会
出
場
）

・
同
声
合
唱
の
部
（
中
学
校
）

　

金
賞　
　
　

六
ツ
美
北
中
学
校

◆
第
58
回
中
部
日
本
吹
奏
楽
コ
ン

ク
ー
ル

・
小
編
成
の
部

　

銅
賞　
　
　

岩
津
中
学
校

◆
愛
知
県
教
育
文
化
奨
励
賞

根
石
小
学
校　

合
唱
部

◆
第
59
回
愛
知
県
統
計
グ
ラ
フ

コ
ン
ク
ー
ル

〇
第
一
部（
小
学
校
一
〜
二
年
生
）

　

金
賞　

三
島
小　

判
治　

徹
哉

〇
第
二
部（
小
学
校
三
〜
四
年
生
）

　

金
賞　
竜
美
丘
小　

山
本　

愛
結

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

嶺
介

　
　
　
　

三
島
小　

判
治　

孝
哉

　

銀
賞　

連
尺
小　

平
林　
　

響

　
　
　
　
矢
作
東
小　

江
本　
　

裕

　
　
　
　
竜
美
丘
小　

石
立　

莉
穂

　

銅
賞　
小
豆
坂
小　

梅
澤
も
も
か

　
　
　
　

井
田
小　

仲
野　

衣
舞

　
　
　
　

大
門
小　

宇
井　

莉
子

〇
第
三
部（
小
学
校
五
〜
六
年
生
）

　

金
賞　
竜
美
丘
小　

柴
田　

あ
み

　
　
　
　

井
田
小　

松
木　

遥
大

　
　
　
　

三
島
小　

岩
田　

敦
史

　
　
　
　

広
幡
小　

佐
野　

文
香

●  

表　

彰

▲ハートピア上地　公園でのふれあい
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フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

東京オリンピック聖火リレー
（昭和39年）
写真提供：美川中学校

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
で
は
、
本

校
で
も
三
十
名
の
代
表
生
徒
が
、伴
走
者
を
務
め
た
。

　

校
内
で
、
各
部
活
動
の
中
か
ら
、
運
動
神
経
の

優
れ
た
計
三
十
名
を
選
出
。
代
表
生
徒
は
、
配
付

さ
れ
た
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
と
シ
ョ
ー
ト
パ
ン
ツ

を
身
に
ま
と
い
、
国
旗
を
手
に
、
国
道
一
号
線
を
、

美
川
中
学
校
付
近
か
ら
、
東
へ
と
三
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
走
っ
た
。
写
真
は
、
そ
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
に
は
、
前
記
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
加
え
、
記

念
の
バ
ッ
ジ
や
メ
ダ
ル
も
配
ら
れ
た
と
い
う
。

　

岡
崎
市
内
で
は
、
こ
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

機
に
、
体
育
器
具
や
設
備
の
充
実
が
進
み
、
子
供

た
ち
の
基
礎
体
力
と
体
位
の
向
上
が
図
ら
れ
た
。

以
後
、
学
校
教
育
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
成
果
が
、
次
の
五
輪

に
表
れ
て
く
れ
れ
ば
、
と
期
待
す
る
。

 

・
カ　
　

ッ　
　

ト 

新
香
山
中 

長　

坂　

有
里
乃

~~~ ~~~

＊心に火をつける創業者100人の言葉 市川　覚峯
　　宝島社� ￥1,000

心に残った一文
人間性の基本はたった一つ

〝他人を思いやる″ということ

　日本の名だたる創業者たちの、珠玉の言
葉が紹介されている。上の一文で紹介した
もの以外にも、「人を幸せにする人が幸せ
になる」とか「人間が人間を使うことは根
本的にはできない、相互信頼における協力
関係があるだけである」といった言葉が並
ぶ。読んでいくうちにあることに気がつい
た。創業者たちは、だれもが自分本位では
なく、自分の周りに気を配る『利他の心』
を大切にしている。

＊読んだら忘れない読書術 樺沢　紫苑
　　サンマーク出版� ￥1,500
＊仕事に効く教養は中学３年間の社会科で学べる 井上　烈巳
　　KADOKAWA/中経出版� ￥1,400
＊そうか、だから日本は世界で尊敬されているのか！ 馬渕　睦夫
　　WAC� ￥900

岩津中　　長坂　洋人

　
「
東
照
公
像
」
は
、
枯
れ
て
し
ま
っ
た
「
允

文
館
の
松
」
を
利
用
し
て
制
作
さ
れ
た
。
郷

土
の
偉
人
・
徳
川
家
康
を
偲し

の
ぶ
よ
す
が
に
し
よ
う
と
い
う

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
深
い
感
慨
を
覚

え
た
。
芸
術
作
品
自
体
の
魅
力
も
そ
う
だ
が
、
作
品
に
込

め
ら
れ
た
願
い
を
知
る
こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
。
子
供
た

ち
と
も
、
こ
の
感
慨
を
分
か
ち
合
い
た
い
。

　

冷
た
い
風
に
、
木
々
が
冬
支
度
を
始
め
る
中
、
笑
顔
を

咲
か
せ
、
バ
ス
や
電
車
に
乗
り
込
む
子
供
た
ち
。
日
本
の

古
都
を
訪
ね
、
歴
史
に
触
れ
る
一
泊
二
日
。
社
会
科
の
教

科
書
で
見
て
き
た
建
造
物
も
、
自
分
の
目
で
直
接
見
る
と

感
じ
方
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
百
聞
は
一
見
に
し
か

ず
。
修
学
旅
行
で
得
る
そ
れ
ぞ
れ
の
感
動
を

大
切
に
、
次
の
学
び
に
つ
な
げ
た
い
。

　

保
存
食
と
し
て
も
古
く
か
ら
日
本
で
作
ら
れ
、
嗜し

好
さ

れ
て
き
た
味
噌
。
蔵
に
足
を
踏
み
込
む
と
、
食
欲
を
喚
起

す
る
深
い
八
丁
味
噌
の
香
り
が
体
中
に
飛
び
込
ん
で
く

る
。
機
械
化
の
進
む
現
代
で
、
一
つ
一
つ
手
作
業
だ
か
ら

こ
そ
作
り
出
せ
る
味
が
あ
る
。
職
人
の
背
中
へ
敬
意
を
払

う
と
と
も
に
、
そ
の
伝
統
に
思
い
を
は
せ
、

大
切
に
味
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
約
束
す
る
。

霜  月

修学旅行（H26）


