
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」。
言
い
換
え

れ
ば
「
生
活
に
ゆ
と
り
が
出
来
て
く
れ
ば

道
徳
意
識
は
お
の
ず
と
高
ま
り
、
礼
儀
や

名
誉
を
重
ん
じ
て
恥
ず
か
し
さ
を
知
る
よ

う
に
な
る
」
と
な
り
ま
す
。

今
の
日
本
は
物
が
あ
ふ
れ
て
豊
か
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
、
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
等
に
行
け
ば
、
色
と
り

ど
り
の
衣
服
が
飾
ら
れ
、
様
々
な
種
類
の

料
理
が
並
び
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
が
、

簡
単
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

物
は
豊
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
一
方
で

人
と
人
と
の
心
の
繋
が
り
は
豊
か
で
し
ょ

う
か
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
シ
ル
バ
ー
シ
ー

ト
を
若
者
が
占
拠
し
、
周
囲
の
迷
惑
を
考

え
ず
に
携
帯
電
話
で
会
話
し
、
お
互
い
の

肩
と
肩
が
触
れ
た
だ
け
で
怒
鳴
り
合
い
と

な
る
等
、
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
人
に
対
す

る
心
配
り
や
思
い
や
り
を
備
え
て
い
な
い

道
徳
心
の
欠
如
で
あ
り
、
お
よ
そ
礼
節
を

知
る
ど
こ
ろ
か
、
礼
節
ま
す
ま
す
乱
れ
る

が
ご
と
し
と
い
う
の
が
現
実
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

今
の
時
代
か
ら
比
べ
れ
ば
、
衣
食
が
決

し
て
豊
か
で
は
な
か
っ
た
我
々
の
時
代
を

引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
人
々
は

豊
か
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
と
人
と
の
繋
が
り
を
大
事
に
し
、
同
様

に
一
つ
の
物
も
そ
れ
ぞ
れ
大
事
に
扱
っ
て

き
ま
し
た
。
誰
に
教
わ
る
こ
と
も
な
く
周

り
の
環
境
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
に
と
っ
て
き

た
行
動
が
、
日
本
人
は
礼
儀
正
し
い
民
族

で
あ
る
と
世
界
に
認
知
さ
れ
、
手
本
に
さ

れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
素
晴
ら
し
い
素
地
、
共
通
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
継
承
さ
れ
る
社
会
が
徐
々
に
失
わ
れ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
の

は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

殺
伐
と
し
た
社
会
が
訪
れ
な
い
た
め
の

方
策
の
一
つ
と
し
て
、
純
な
心
を
も
っ
た
子

供
た
ち
に
「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」

思
い
や
り
の
心
を
育
み
、
行
動
す
る
こ
と
の

で
き
る
環
境
を
作
る
こ
と
を
急
が
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
子
供
の
行
動
が
大
人
社
会
に
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
い
ろ
い
ろ
と
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
皆
さ
ん

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
連
携
を
深
め
て
、
子
供

た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
地
域
社
会
の
輪
を
広

げ
る
こ
と
が
、
日
本
人
の
原
点
に
戻
る
こ
と

に
な
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

（
む
ら
や
ま
　
け
ん
）
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気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
ね
。」

と
語
る
松
井
さ
ん
か
ら
は
、
生
ま
れ
た
ま

ち
に
対
す
る
愛
着
の
深
さ
を
感
じ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
商
店
街
を
魅
力
あ
る
ま
ち

と
し
て
再
構
築
す
る
た
め
の
事
業
「
得
す
る

ま
ち
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
い
わ
ゆ
る
、
ま
ち

ゼ
ミ
を
平
成
十
五
年
に
立
ち
上
げ
た
。
松
井

さ
ん
が
、
ま
ち
ゼ
ミ
を
考
案
す
る
中
で
大
切

に
し
た
要
素
は
、
二
つ
あ
る
と
言
う
。

「
一
つ
は
利
益
で
す
。
商
売
を
成
立
さ
せ
、

続
け
て
い
く
た
め
に
、
利
益
は
重
要
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
人
で
す
。
中
心
市

街
地
や
商
店
街
の
店
が
、
大
型
店
の
品
揃

え
や
価
格
、
利
便
性
に
立
ち
向
か
う
こ
と

は
難
し
い
。
で
も
、
商
店
街
に
は
商
品
に

こ
だ
わ
り
を
も
ち
、
技
術
や
知
識
が
豊
富

で
、
お
客
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
る
プ
ロ
の
店
主
や
ス
タ
ッ
フ
が
、

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
な
ん
と
か
し
て
お
客

さ
ん
と
こ
れ
ら
の
プ
ロ
を
つ
な
げ
た
い
。

そ
う
す
る
こ
と
が
、
商
店
街
を
元
気
づ
け
る

と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
ま
ち
ゼ
ミ
の

始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
。」

ま
ち
ゼ
ミ
は
、
店
主
や
ス
タ
ッ
フ
が
講

師
と
な
り
、
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
受
講

者
に
教
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
例
え
ば
、
文
具
店
で
は
万
年
筆
の
使
い

方
講
座
を
、
化
粧
品
店
で
は
眉
描
き
や

ア
イ
メ
イ
ク
レ
ッ
ス
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
客
さ
ん
は
、
商
品
の
知
識
な
ど
が
無
料

で
得
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
店
は
、
直
接

お
客
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ

て
、
フ
ァ
ン
や
リ
ピ
ー
タ
ー
が
増
え
ま
す
。

結
果
、
来
店
客
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
買
い
手
良
し
、
売
り
手
良
し
、

世
間
良
し
の
三
方
良
し
の
精
神
に
通
じ
る

も
の
で
す
。」

と
松
井
さ
ん
は
、
熱
く
語
っ
た
。

「
第
一
回
の
ま
ち
ゼ
ミ
は
、
参
加
店
が
十
店

で
参
加
人
数
は
一
九
九
名
で
し
た
。
規
模

は
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
継
続

し
て
実
施
し
た
こ
と
で
、
年
々
広
が
り
を

み
せ
、
今
で
は
参
加
店
が
八
十
店
、
参
加

者
は
一
五
〇
〇
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
り

ま
し
た
。」

着
実
に
発
展
す
る
ま
ち
ゼ
ミ
の
様
子
を

見
て
、
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

「
参
加
し
た
店
主
や
ス
タ
ッ
フ
の
多
く
は
、

当
初
は
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
意
識
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
継
続
す
る

間
に
、
人
や
ま
ち
に
貢
献
し
た
い
と
い

う
気
持
ち
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
開
催
後
の
報
告
会
な
ど
を
通
じ
て
、

店
主
同
士
や
ス
タ
ッ
フ
が
一
つ
に
な
っ
て
、

ま
ち
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
意
識
が

芽
生
え
た
の
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

か
つ
て
の
に
ぎ
わ
い
の
よ
う
に
は
な
ら
な

く
て
も
、
ま
ち
ゼ
ミ
を
続
け
る
こ
と
は
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
生
み
、
ま
ち
の

衰
退
を
食
い
止
め
る
力
に
な
り
ま
す
。」

そ
う
語
る
松
井
さ
ん
の
目
に
は
、
十
年

後
、
二
十
年
後
の
新
し
い
ま
ち
の
姿
が
、

見
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

未
来
を
照
ら
す
も
の
づ
く
り

技
術
・
家
庭
科
指
導
員
■

近
藤
　
善
紀

中
学
校
二
年
生
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
に

関
す
る
技
術
の
授
業
。
新
任
の
Ａ
教
諭
は
、

持
続
発
展
可
能
な
社
会
構
築
と
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
子
供
た

ち
に
考
え
さ
せ
る
た
め
、
発
電
と
環
境
と

の
関
連
を
テ
ー
マ
に
単
元
を
構
想
し
た
。

子
供
た
ち
が
集
ま
っ
た
指
導
机
に
登
場

し
た
の
は
、
Ａ
教
諭
手
作
り
の
発
電
教
具
。

モ
ー
タ
ー
に
取
り
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
ペ
ラ

は
実
に
精
巧
で
、
Ａ
教
諭
が
注
い
だ
技
術

と
知
恵
、
さ
ら
に
熱
い
思
い
が
汲
み
取
れ

る
。
風
を
受
け
た
プ
ロ
ペ
ラ
が
回
る
。

子
供
た
ち
は
一
斉
に
身
を
乗
り
出
し
、
視

線
は
プ
ロ
ペ
ラ
一
点
に
注
が
れ
た
。

「
今
日
は
、
み
ん
な
も
プ
ロ
ペ
ラ
を
作
り

ま
す
。
た
だ
し
、
環
境
に
優
し
い
ＣＯ２
排
出

ゼ
ロ
の
風
力
発
電
の
プ
ロ
ペ
ラ
で
す
。
回
り

が
よ
け
れ
ば
発
電
効
率
も
高
い
。
勢
い
よ

く
回
る
プ
ロ
ペ
ラ
を
作
り
ま
し
ょ
う
。」

Ａ
教
諭
の
投
げ
か
け
に
子
供
た
ち
は
う

な
ず
き
、
目
を
輝
か
せ
た
。「
作
り
た
い
」

三
方
良
し
の
ま
ち
づ
く
り

岡
崎
ま
ち
ゼ
ミ
の
会
代
表

松
井
洋
一
郎
　
氏

「
家
業
で
あ
る
化
粧
品
店
の
四
代
目
と
し

て
岡
崎
に
戻
っ
て
き
た
の
は
、
二
十
三
年

前
で
す
。
生
ま
れ
も
育
ち
も
岡
崎
の
康
生

町
だ
っ
た
の
で
店
を
継
ぐ
こ
と
に
は
ま
っ

た
く
抵
抗
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、

戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
こ
の
ま
ち
で
商
売

を
す
る
の
は
無
理
だ
と
思
い
ま
し
た
。」

当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
感
慨

深
く
松
井
さ
ん
は
話
し
始
め
た
。

中
心
市
街
地
の
人
口
が
減
少
し
、
郊
外

の
人
口
が
増
加
す
る
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
に

伴
い
、
商
業
施
設
も
、
郊
外
に
大
型
店
が

進
出
し
た
。
岡
崎
で
そ
れ
ま
で
栄
え
て
い

た
中
心
市
街
地
、
商
店
街
は
目
に
見
え
て

衰
退
す
る
状
況
と
な
っ
た
。

「
私
が
子
供
だ
っ
た
頃
の
康
生
町
は
、
買
い

物
客
で
に
ぎ
わ
い
、
活
気
が
あ
り
ま
し
た
。

年
々
衰
退
し
て
い
く
様
子
を
見
て
い
る
と

寂
し
く
な
り
、
何
と
か
し
た
い
、
育
て
て

く
れ
た
ま
ち
に
恩
返
し
が
し
た
い
と
い
う

（

）

氏
　
　
名
　
ま
つ
い
　
よ
う
い
ち
ろ
う

生
年
月
日
　
昭
和
四
十
三
年
九
月
二
十
六
日

住
　
　
所
　
岡
崎
市
康
生
町
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と
い
う
気
持
ち
が
一
気
に
高
ま
り
、
こ
の

授
業
の
目
標
が
見
え
た
瞬
間
だ
っ
た
。

Ａ
教
諭
が
製
作
し
た
教
具
に
は
見
覚
え

が
あ
っ
た
。
教
育
研
究
大
会
で
、
先
輩

の
Ｂ
教
諭
が
提
案
し
た
タ
ー
ビ
ン
カ
ー
の

構
造
を
活
用
し
た
も
の
だ
。
Ｂ
教
諭
の
提
案

に
心
を
動
か
さ
れ
た
Ａ
教
諭
は
、
そ
こ
に

自
身
の
工
夫
を
加
え
て
、
今
度
は
目
の
前
の

子
供
た
ち
の
心
を
つ
か
み
、
動
か
し
た
。

プ
ロ
ペ
ラ
作
り
が
始
ま
っ
た
。
材
料
に

し
た
の
は
、
子
供
た
ち
が
家
庭
か
ら
持
ち

寄
っ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
。
リ
サ
イ
ク
ル
の

観
点
も
よ
い
が
、
切
断
し
た
り
、
形
を
変

え
た
り
す
る
こ
と
が
容
易
で
、
自
分
の
思

い
を
具
現
化
し
や
す
い
。
こ
う
し
た
と
こ

ろ
に
も
、
Ａ
教
諭
の
、
子
供
に
寄
り
添
っ

た
意
図
が
見
え
た
。
問
題
意
識
を
高
め
た

子
供
た
ち
の
製
作
活
動
は
、
実
に
活
力
に

満
ち
て
い
た
。
切
る
、
ね
じ
る
、
折
り
曲

げ
る
。
様
々
な
工
夫
を
加
え
、
実
験
装
置

に
取
り
付
け
て
確
認
を
繰
り
返
す
。
そ
う

し
た
中
で
、
子
供
た
ち
同
士
の
関
わ
り
合

い
が
自
然
に
発
生
し
、
製
作
の
進
行
と
と

も
に
深
ま
り
を
増
し
て
い
っ
た
。

も
の
づ
く
り
は
、
知
恵
と
技
術
、
思
い

の
集
結
で
あ
る
。
そ
し
て
、
熱
い
思
い
こ

そ
が
生
活
を
豊
か
に
す
る
技
術
の
具
現
を

可
能
に
す
る
。
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の

育
成
に
向
け
、
若
い
教
師
が
熱
い
思
い
を

も
つ
こ
と
で
、
未
来
を
照
ら
す
も
の
づ
く
り

を
伝
え
続
け
て
く
れ
る
こ
と
が
頼
も
し
い
。

が
、
表
情
に
は
暗
い
陰
が
あ
っ
た
。

あ
る
日
の
練
習
で
、
ペ
ア
に
な
り
、
互
い

の
声
の
聴
き
合
い
を
行
っ
た
。
そ
の
と
き
、

Ａ
子
が
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
声
が
私
の
耳
に

届
い
て
き
た
。

「
最
初
の
歌
詞
の
『
な
』
の
音
が
下
が
っ

て
い
る
。
歌
い
出
し
の
準
備
が
遅
い
よ
。

歌
う
前
に
も
っ
と
意
識
し
て
目
と
眉
毛
を

上
げ
る
よ
う
に
す
る
と
い
い
よ
。」

う
ま
く
歌
え
て
い
な
い
四
年
生
に
、
具

体
的
に
歌
詞
を
指
摘
し
、
改
善
法
を
与
え

て
い
た
の
だ
。
私
は
す
か
さ
ず
そ
の
場
で

「
Ａ
子
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
、
す
ご
く

い
い
。
相
手
の
声
を
よ
く
聴
い
て
、
ど
の

歌
詞
の
ど
の
言
葉
を
、
ど
の
よ
う
に
直
し

た
ら
い
い
の
か
を
教
え
て
あ
げ
て
。」

と
Ａ
子
の
助
言
を
取
り
上
げ
て
称
賛
し

た
。
す
る
と
、
周
り
の
六
年
生
が
、
Ａ
子

の
助
言
の
仕
方
を
真
似
し
始
め
た
。
そ
し

て
、
練
習
に
活
気
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
日
か
ら
、
Ａ
子
の
表
情
が
変
わ
っ
た
。

ペ
ア
練
習
で
は
、
今
ま
で
以
上
に
、
生
き

生
き
と
後
輩
に
教
え
る
姿
が
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
Ａ
子
は
、
合
唱
台
を
進
ん
で
片
付

け
た
り
、
最
後
ま
で
残
っ
て
音
楽
室
を
点

検
し
た
り
と
、
部
の
た
め
に
動
く
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
日
、
Ａ
子
か
ら
こ
ん
な
手
紙
を
も

ら
っ
た
。「
先
生
が
ア
ド
バ
イ
ス
の
仕
方
を

褒
め
て
く
れ
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

実
は
、
二
列
目
に
い
る
こ
と
が
悔
し
か
っ
た

の
で
、
練
習
に
対
し
て
や
る
気
が
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
で
も
こ
れ
じ
ゃ
い
け
な
い
と

思
い
、
二
列
目
の
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
二
列
目
は
、
三
列
目
の

四
年
生
の
声
が
よ
く
聞
こ
え
る
か
ら
、
音
が

外
れ
た
と
き
、
教
え
て
あ
げ
ら
れ
る
し
、
二

列
目
の
ア
ル
ト
で
六
年
生
は
私
し
か
い
な
い

の
で
、
自
分
の
声
が
よ
く
聞
こ
え
る
こ
と
で

す
」
と
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。
手
紙
は
、「
私
は
、

今
は
二
列
目
が
好
き
。
二
列
目
で
歌
う
こ
と

は
、
私
の
誇
り
で
す
」
と
結
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
手
紙
を
読
ん
で
、
涙
が
こ
ぼ
れ
た
。

そ
の
と
き
私
は
、
コ
ン
ク
ー
ル
の
課
題
曲
で

あ
る
「
ふ
る
さ
と
」
の
歌
詞
が
頭
を
巡
っ
た
。

「
雨
降
る
日
が
あ
る
か
ら
虹
が
出
る

苦
し
み
ぬ
く
か
ら
強
く
な
る
」

Ａ
子
は
、
ま
さ
に
苦
し
み
を
越
え
、
自

ら
の
手
で
虹
を
か
け
、
強
く
な
っ
て
い
っ

た
の
だ
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
学
校
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
全

国
大
会
の
日
、
晴
れ
の
舞
台
で
、
私
は
指

揮
者
と
し
て
子
供
た
ち
の
前
に
立
っ
た
。

そ
の
と
き
、
Ａ
子
と
目
が
合
っ
た
。「
二

列
目
の
誇
り
」
を
も
ち
、
自
信
に
満
ち
た

Ａ
子
が
そ
こ
に
い
た
。
彼
女
の
表
情
が
、

私
や
合
唱
部
の
仲
間
に
落
ち
着
き
を
与
え

て
く
れ
た
。
演
奏
後
、
笑
顔
で
テ
レ
ビ
局

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
Ａ
子
。
Ａ
子

の
姿
は
、
私
に
と
っ
て
の
誇
り
と
な
っ
た
。

二
列
目
の
誇
り

三
島
小
　
二
村
　
帆
波

「
私
は
な
ぜ
一
列
目
に
な
れ
な
い
の
。」

あ
る
日
、
Ａ
子
が
顧
問
の
私
に
尋
ね
て
き

た
。
合
唱
部
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
合

唱
隊
形
の
一
列
目
に
立
っ
て
歌
う
こ
と
は

憧
れ
で
あ
る
。
Ａ
子
は
六
年
生
。
最
後
の

コ
ン
ク
ー
ル
で
あ
る
。
今
年
こ
そ
は
い
ち

ば
ん
前
に
立
っ
て
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
い
と

い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
六
年
生
を
一
列
目
に
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
パ
ー
ト
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、

合
唱
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
列
を
構

成
す
る
メ
ン
バ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役

割
が
あ
る
。
適
材
適
所
に
配
置
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
Ａ
子

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
言
葉
を
選
ん
だ
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
に
は
役
割
が
あ

る
の
だ
よ
。
音
程
が
不
安
定
な
子
も
い
る

か
ら
、
そ
の
子
た
ち
を
支
え
る
た
め
に
、

Ａ
子
は
二
列
目
で
歌
っ
て
ほ
し
い
。」

そ
う
話
す
と
、
彼
女
は
少
し
の
沈
黙
の
後
、

「
そ
う
な
ん
だ
。」

と
つ
ぶ
や
い
た
。
そ
れ
以
来
、
一
列
目
に
な

り
た
い
と
い
う
言
葉
は
口
に
し
な
く
な
っ
た
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▲岡崎市・額田町合併記念式典　新年交礼会　平成18年

岡
崎
市
制
九
十
八
年
を
数
え
る
今
年
の
元

日
、
新
年
交
礼
会
で
は
、
恒
例
の
「
岡
崎
市
歌
」

が
、
参
加
者
に
よ
り
晴
れ
や
か
に
歌
わ
れ
た
。

「
市
歌
」
は
、
七
十
七
年
の
歴
史
を
も
ち
、

北
原
白
秋
（
作
詞
）、
山
田
耕
筰
（
作
曲
）
と

い
う
偉
大
な
二
人
に
よ
る
作
で
あ
る
。
こ
の

二
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
曲
は
、
全
国
様
々

な
学
校
の
校
歌
や
童
謡
な
ど
、
数
多
く
あ
る
。

普
段
耳
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
「
市
歌
」

だ
が
、
元
日
に
行
わ
れ
る
新
年
交
礼
会
と
、

七
月
一
日
の
市
制
記
念
式
典
で
は
必
ず
歌
わ

れ
て
い
る
。
今
ま
で
に
は
、
小
中
学
生
や
高
校

生
が
歌
っ
た
り
、
演
奏
し
た
り
し
て
い
る
機
会

も
あ
っ
た
。
平
成
十
八
年
、
岡
崎
市
・
額
田
町

合
併
記
念
式
典
の
新
年
交
礼
会
で
は
、
岡
崎

ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
ラ
ス
と
額
田
中
学
校
の
生
徒
に

よ
る
歌
に
、
岡
崎
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ン
フ
ォ
ニ
ッ
ク

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
伴
奏
を
担
当
し
、
式
典
を

盛
り
上
げ
た
。

岡
崎
に
は
「
市
歌
」
の
ほ
か
に
も
、
中
学

校
の
総
合
体
育
大
会
開
会
式
や
岡
崎
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
な
ど
で
歌
わ
れ
る
「
岡

崎
讃
歌
『
緑
と
太
陽
の
町
』」
や
小
中
学
校
の

行
事
は
も
ち
ろ
ん
岡
崎
市
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト

で
も
歌
わ
れ
る
「
お
か
ざ
き
の
心
の
歌
」
が
あ

る
。
ど
の
曲
も
、
ふ
る
さ
と
岡
崎
の
歴
史
と
共

に
歌
い
継
が
れ
る
歌
で
あ
る
。

偉
大
な
先
人
を
輩
出
し
て
い
る
私
た
ち
の
ふ

る
さ
と
岡
崎
は
、
矢
作
川
の
流
れ
な
ど
自
然
環

境
に
も
恵
ま
れ
た
土
地
で
あ
り
、
繊
維
産
業
な

ど
様
々
な
産
業
に
よ
っ
て
栄
え
て
き
た
。
岡
崎

に
暮
ら
す
者
の
誇
り
を
胸
に
、
歴
史
と
伝
統
の

香
る
「
市
歌
」
を
大
切
に
、
こ
れ
か
ら
も
末
永

く
歌
い
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

▲市制記念式典　昭和56年■

北原　白秋 詩人、童謡作家、歌人
明治18（1885）年生まれ　享年57歳
【代表作】『からたちの花』『この道』『ペチカ』
『待ちぼうけ』『赤い鳥 小鳥』など

▲北原白秋直筆の歌詞
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▲市制記念式典　平成25年■

山田　耕筰 作曲家
明治19（1886）年生まれ　享年79歳
【代表作】『からたちの花』『この道』
『赤とんぼ』『ペチカ』『待ちぼうけ』など

「市歌」に関連した歴史
大正５年７月１日
岡崎市市制施行と共に、「旧市歌」を発表する。

昭和11年
市制20周年に伴い、「市歌」の改定を企画する。

昭和12年
市歌制定委員会が、歌詞を北原白秋に、作曲を山田
耕筰に依頼する。
同年６月18日
「旧市歌」から「現市歌」に改訂の告示をする。

同年７月１日
第21回市制記念式典にて発表する。

昭和36年
新年交礼会、市制記念式典で「市歌」が歌われるよ
うになる。
昭和37年
本市における、市民意識の高揚を図るため、「市歌」
を定める条例を公布する。

一
、
雲
に
か
が
や
く
　
竜
城
の

青
葉
の
嵐
　
仰
ぎ
見
よ

国
に
築
き
し
　
先
傑
の

勲
は
高
し
　
こ
の
力

奮
え
よ
我
等
　
後
永
く

堅
実
の
地
歩
　
日
に
継
が
ん

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
光

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
郷
土

二
、
名
に
し
ゆ
た
け
き
　
天
恵
の

矢
作
の
流
　
ま
さ
に
見
よ

土
は
肥
え
た
り
　
西
三
河

眺
は
広
し
　
こ
の
平
野

奮
え
よ
我
等
　
明
ら
け
く

営
々
の
業
　
世
に
布
か
ん

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
光

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
郷
土

三
、
煙
に
ぎ
わ
う
　
新
興
の

時
代
の
勢
　
こ
こ
に
見
よ

音
に
き
こ
ゆ
る
　
産
業
の

誉
は
高
し
　
こ
の
栄

奮
え
よ
我
等
　
眉
わ
か
く

躍
進
の
都
市
　
い
ま
ど
よ
む

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
光

岡
崎
こ
れ
や
　
わ
が
郷
土

元矢作中学校長　杉本　安先生のお話
新年交礼会で「市歌」の指揮をさせていただいたときには、

皆さんが一生懸命歌っているのが分かり、うれしくなります。
毎年２回大勢の市民が歌う機会があることは、近隣の他市に比
べても、恵まれているのではないかと思います。若い世代にも
多く歌ってほしいと思います。

「市歌」を歌った生徒の感想
明るく、力強い歌だなと思いました。はずんで歌っ
ているようで、前向きでいいなあと思います。こんな
歌があるなんて、全く知らなかったので、おかざきの
心の歌「夢」三部作とはまた違った感じの曲があった
ことに驚きです。けっこう私は気に入りました。

(甲山中１年　大山友花里)

歌い継がれる「市歌」
�「
市
歌
」を
扱
っ
た
音
楽
の
授
業
（
甲
山
中
）

▲山田耕筰直筆の楽譜
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○
平
成
二
十
六
年
度
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査

◆
調
査
の
対
象

小
学
校
六
年
生
、
中
学
校
三
年
生

◆
調
査
事
項

小
学
校
は
国
語
・
算
数
、
中
学

校
は
国
語
・
数
学
で
、
主
と
し
て

「
知
識
」
に
関
す
る
問
題
と
「
活

用
」
に
関
す
る
問
題
を
出
題
し
、

調
査
す
る
。
調
査
対
象
の
児
童
生

徒
へ
の
質
問
紙
調
査
、
学
校
に
対

す
る
質
問
紙
調
査
も
行
わ
れ
る
。

◆
調
査
の
方
式

今
年
度
に
引
き
続
き
、
小
学
校

六
年
生
と
中
学
校
二
年
生
の
全
児

童
生
徒
を
対
象
と
す
る
悉
皆
し
っ
か
い

調
査

が
行
わ
れ
る
。

本
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

全
て
の
市
町
村
、
学
校
等
の
状
況

を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
経
年
変

化
分
析
や
経
済
的
な
面
も
含
め
た

教
育
格
差
を
把
握
す
る
た
め
の
調

査
等
に
つ
い
て
も
実
施
し
、
き
め

細
か
い
把
握
・
分
析
を
行
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
育
施
策
の

成
果
と
課
題
に
関
す
る
検
証
改
善
、

児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
指
導
の

改
善
等
を
き
め
細
か
く
行
う
。

な
お
、
平
成
二
十
七
年
度
の
調

査
で
は
、
調
査
す
る
教
科
に
理
科

が
加
わ
る
予
定
で
あ
る
。

◆
調
査
実
施
日

平
成
26
年
４
月
22
日
（
火
）

○
平
成
二
十
六
年
度
岡
崎
市
教
員

免
許
状
更
新
講
習

平
成
二
十
六
年
度
も
、
岡
崎
市

に
よ
る
独
自
の
教
員
免
許
状
更
新

講
習
を
行
う
。
市
内
で
、
夏
期
休

業
中
に
、
無
料
で
行
う
。

岡
崎
の
教
育
に
携
わ
る
講
師
に

よ
っ
て
行
い
、
岡
崎
の
教
育
の
現

状
を
ふ
ま
え
た
実
践
的
な
講
習
内

容
と
す
る
。

●

教
育
最
新
情
報

◆
講
習
期
日
と
会
場

①
必
修
講
習

平
成
26
年

８
月
２
日（
土
）・
３
日（
日
）

②
選
択
講
習

平
成
26
年
８
月
５
日（
火
）・

６
日（
水
）・
７
日（
木
）

会
場
は
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
等

◆
受
講
対
象
者
説
明
会

平
成
二
十
六
年
度
の
受
講
対
象

者
に
対
し
て
、
説
明
会
を
次
の
よ

う
に
行
う
。

日
時平

成
26
年
２
月
28
日
（
金
）

午
後
五
時
半
〜

場
所総

合
学
習
セ
ン
タ
ー大

ホ
ー
ル

○
平
成
二
十
六
年
研
究
発
表
校
・

発
表
期
日

来
年
度
の
研
究
発
表
予
定
校
は
、

次
の
十
一
校
で
あ
る
。
市
委
嘱
校

が
四
校
、
自
主
発
表
校
が
七
校
で
、

自
主
発
表
校
の
内
、
竜
海
中
と
六

名
小
は
紙
上
発
表
で
あ
る
。

◆
市
委
嘱
研
究
発
表
校
（
四
校
）

常
磐
中
学
校

六
月
十
三
日
（
金
）

美
川
中
学
校

六
月
二
十
日
（
金
）

豊
富
小
学
校

十
月
十
五
日
（
水
）

愛
宕
小
学
校十

一
月
十
二
日
（
水
）

◆
自
主
発
表
校
（
七
校
）

井
田
小
学
校

十
月
十
日
（
金
）

葵
中
学
校

十
月
二
十
二
日
（
水
）

本
宿
小
学
校十

月
二
十
九
日
（
水
）

矢
作
南
小
学
校十

一
月
十
八
日
（
火
）

連
尺
小
学
校

二
月
十
三
日
（
金
）

竜
海
中
学
校二

月
二
十
三
日
（
月
）

六
名
小
学
校

三
月
十
三
日
（
金
）

◆
附
属
学
校

附
属
岡
崎
小
学
校六

月
三
日
（
火
）

附
属
岡
崎
中
学
校九

月
三
十
日
（
火
）

附
属
岡
崎
特
別
支
援
学
校

十
一
月
七
日
（
金
）

◆
受
講
対
象
者

１

岡
崎
市
立
学
校
・
幼
稚
園
に

勤
務
す
る
本
務
職
員
と
常
勤
講

師
・
非
常
勤
講
師
・
教
員
補
助

者
で
、
次
の
生
年
月
日
（
平
成

28
年
３
月
31
日
時
点
の
満
年
齢
）

に
該
当
す
る
者

昭
和
35
年
４
月
２
日
〜

36
年
４
月
１
日
（
満
55
歳
）

昭
和
45
年
４
月
２
日
〜

46
年
４
月
１
日
（
満
45
歳
）

昭
和
55
年
４
月
２
日
〜

56
年
４
月
１
日
（
満
35
歳
）

２

１
以
外
で
、
延
期
申
請
を
行

い
、
修
了
確
認
期
限
が
、
平
成

27
年
３
月
31
日
の
者

３

そ
の
他
、
岡
崎
市
教
育
委

員
会
が
必
要
と
認
め
る
者

各
園
・
学
校
で
受
講
対
象
者
に

つ
い
て
確
実
に
把
握
す
る
と
と
も

に
、
受
講
対
象
者
自
ら
が
し
っ
か
り

と
自
覚
し
、
確
実
に
更
新
講
習
受
講

の
申
請
を
し
て
い
き
た
い
。
受
講
申

込
書
の
提
出
は
、
四
月
に
行
う
。

◆
受
講
申
し
込
み
期
間

平
成
26
年
４
月
１
日
（
火
）
〜

４
月
18
日
（
金
）
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お知らせ

◆
第
10
回
全
日
本
中
学
生
女
子

相
撲
大
会

軽
量
級
　
優
勝

六
ツ
美
北
中
三
年

佐
野
　
清
香

◆
日
本
学
校
合
奏
コ
ン
ク
ー
ル

2013

全
国
大
会

ソ
ロ
部
門
金
賞
（
ア
ル
ト
サ
ッ
ク
ス
）

北
中
三
年

松
橋
亜
里
紗

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
部
門
金
賞
（
ク
ラ

リ
ネ
ッ
ト
四
重
奏
）

北
中
学
校

※
左
は
全
国
審
査
進
出
者
、
進
出
校

ソ
ロ
部
門
（
ア
ル
ト
サ
ッ
ク
ス
）

北
中
三
年

大
崎
　
文
那

ソ
ロ
部
門
（
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
）

北
中
三
年

山
崎
　
光
来

ソ
ロ
部
門
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

福
岡
中
三
年

福
本
　
　
春

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
部
門
（
弦
楽
五
重
奏
）

福
岡
中
学
校

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
部
門
（
サ
ッ
ク
ス
四
重
奏
）

北
中
学
校

グ
ラ
ン
ド
コ
ン
テ
ス
ト
部
門

城
北
中
学
校

◆
第
48
回
全
国
野
生
生
物
保
護

実
績
発
表
会

日
本
鳥
類
保
護
連
盟
会
長
賞

東
海
中
学
校

自
然
科
学
部

◆
灯
台
絵
画
コ
ン
テ
ス
ト2013

（
全
国
）

小
学
校
高
学
年
の
部
　
銀
賞

広
幡
小
六
年

市
川
　
菜
月

小
学
校
高
学
年
の
部
　
銅
賞

広
幡
小
四
年

市
川
　
悟
也

◆
全
国
中
学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
選
抜

強
化
選
手
　
日
・
韓
交
流
戦
日
本
代
表

南
中
二
年

中
川
　
美
柚

◆
Ｃ
Ｂ
Ｃ
こ
ど
も
音
楽
コ
ン
ク
ー

ル
中
部
日
本
決
勝
大
会

小
学
校
合
唱
部
門
　
最
優
秀
賞

三
島
小
学
校

中
学
校
合
奏
第
一
部
門
　
最
優
秀
賞

城
北
中
学
校

中
学
校
重
奏
部
門
　
最
優
秀
賞

城
北
中
学
校
Ｂ

※
三
団
体
と
も
全
国
審
査
に
進
出

中
学
校
重
奏
部
門
　
審
査
員
特
別
賞

城
北
中
学
校
Ａ

◆
第
11
回
愛
知
県
中
学
生
ア
ー

チ
ェ
リ
ー
大
会

30
・
30
Ｍ
部
門
女
子
　
一
位

東
海
中
二
年

河
合
　
莉
沙

30
・
30
Ｍ
部
門
女
子
　
二
位

東
海
中
二
年

伊
藤
　
沙
希

30
・
30
Ｍ
部
門
女
子
　
三
位

東
海
中
二
年

加
藤
　
咲
貴

◆
第
62
回
愛
知
県
中
学
校
駅
伝

大
会

男
子
の
部

二
位
　
　
　
甲
山
中
学
校

三
位
　
　
　
竜
海
中
学
校

四
位
　
　
　
矢
作
中
学
校

七
位
　
　
　
翔
南
中
学
校

女
子
の
部

三
位
　
　
　
六
ツ
美
北
中
学
校

五
位
　
　
　
甲
山
中
学
校

七
位
　
　
　
矢
作
北
中
学
校

区
間
賞

②
矢
作
中
二
年
　
　
伊
藤
　
太
貴

③
甲
山
中
三
年
　
　
橋
本
　
　
曜

④
甲
山
中
三
年
　
　
林
　
　
　
澪

⑥
竜
海
中
三
年
　
　
惣
卜
真
一
郎

④
甲
山
中
二
年
　
　
井
上
　
　
侑

※
行
頭
の
数
字
は
走
っ
た
区
間

◆
第
31
回
愛
知
県
中
学
生
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
新
人
大
会

男
子
の
部

二
位
　
　
　
竜
南
中
学
校

三
位
　
　
　
竜
海
中
学
校

女
子
の
部

二
位
　
　
　
矢
作
北
中
学
校

三
位
　
　
　
竜
海
中
学
校

※
四
チ
ー
ム
と
も
東
海
大
会
出
場

◆
第
63
回
全
国
小
・
中
学
校
作
文

コ
ン
ク
ー
ル
愛
知
県
審
査

小
学
校
低
学
年
の
部
　
最
優
秀
賞

六
名
小
二
年
　
　
千
葉
　
隼
人

小
学
校
高
学
年
の
部
　
最
優
秀
賞

矢
作
東
小
五
年

今
橋
　
美
結

小
学
校
高
学
年
の
部
　
優
秀
賞

矢
作
東
小
六
年

大
町
　
彩
菜

矢
作
東
小
五
年

鈴
木
　
杏
季

矢
作
東
小
五
年

原
田
　
千
夏

小
学
校
高
学
年
の
部
　
佳
作

矢
作
東
小
六
年

伊
澤
　
誠
也

矢
作
東
小
五
年

水
野
　
祐
麻

矢
作
東
小
五
年

正
木
　
松
代

中
学
生
の
部
　
優
秀
賞

矢
作
北
中
一
年

鈴
木
　
絢
香

中
学
生
の
部
　
佳
作

矢
作
北
中
二
年

紀
平
　
梓
実

◆
平
成
25
年
度
愛
知
県
防
火
作
品

コ
ン
ク
ー
ル

ポ
ス
タ
ー
の
部
　
準
特
選

本
宿
小
五
年

古
田
ひ
よ
り

ポ
ス
タ
ー
の
部
　
入
選

六
ツ
美
西
部
小
六
年

石
川
　
里
南

習
字
の
部
　
準
特
選

美
合
小
六
年

櫻
井
　
仁
生

◆
平
成
25
年
度
愛
知
県
少
年
消
防

優
良
ク
ラ
ブ
・
優
良
指
導
者
表
彰

優
良
ク
ラ
ブ

上
地
小
学
校

夏
山
小
学
校

優
良
ク
ラ
ブ
指
導
者

井
田
小
教
頭
　
　
市
川
　
　
充

◆
愛
知
県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

指
導
者
賞

竜
谷
小
教
諭

林
　
　
俊
樹

教
育
指
導
賞

連
尺
小
学
校

◆
平
成
二
十
五
年
度
第
四
十
回

岡
崎
市
小
中
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

最
優
秀
賞

井
田
小
四
年

神
谷
　
聡
己

竜
南
中
二
年

山
本
　
拓
人

優
秀
賞

城
南
小
二
年

中
根
　
翔
子

根
石
小
三
年

本
多
　
璃
子

甲
山
中
一
年

柳
下
遼
太
郎

葵
中
三
年

畔
柳
　
亜
美

◆
第
十
回
徳
川
記
念
財
団
コ
ン
ク
ー
ル

in

岡
崎
　
徳
川
家
康
公
作
文
コ
ン

ク
ー
ル

最
優
秀
賞

附
属
中
二
年

田
中
　
美
帆

優
秀
賞

緑
丘
小
四
年

井
上
　
雅
大

竜
美
丘
小
六
年

小
川
　
翔
英

大
樹
寺
小
六
年

畑
中
　
未
都

市
長
賞

常
磐
小
六
年

茂
原
　
和
希

附
属
小
六
年

杉
浦
　
　
奨

●

表
　
　
彰
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フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／オアシス

新
年
交
礼
会
、
市
制
記
念
式
典
と
「
市
歌
」

を
耳
に
す
る
機
会
が
あ
る
。
北
原
白
秋
、
山
田

耕
筰
と
い
う
偉
大
な
両
氏
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
の

に
、
知
ら
な
い
こ
と
が
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

今
を
生
き
る
我
々
が
、
過
去
か
ら
未
来
へ
高
ら
か
に
歌
い
継

い
で
い
き
た
い
。

「
岡
崎
こ
れ
や
わ
が
光
　
岡
崎
こ
れ
や
わ
が
郷
土
」
と
。

あ
た
た
か
い
人
間
関
係
を
も
再
構
築
し
て
い
く
「
ま
ち

ゼ
ミ
」。
価
格
、
利
便
性
、
品
揃
え
ば
か
り
に
重
き
を
お

い
た
結
果
、
近
年
の
社
会
で
は
、
商
品
を
介
し
た
人
と
の

つ
な
が
り
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
。

売
り
手
も
買
い
手
も
、
三
方
良
し
の
精
神
に
通
じ
る
、

豊
か
な
ま
ち
の
定
義
を
改
め
て
考
え
る
時
期

に
き
て
い
る
と
感
じ
た
。

墨
の
香
り
の
漂
う

中
で
、
心
を
落
ち
着

か
せ
、
紙
と
対
峙
す
る
。
新
た

な
一
年
の
始
ま
り
に
ふ
さ
わ
し

い
Ç
と
し
た
気
持
ち
で
迎
え
る

書
き
初
め
。
豊
か
な
一
年
と
な

る
よ
う
に
願
い
を
込
め
る
。

幼
い
我
が
子
の
手
を
引
い
て
公
園
へ
行
く
と
、
そ
こ
で

元
気
よ
く
遊
ぶ
子
供
た
ち
の
姿
は
少
な
い
。
子
供
た
ち
の

遊
び
方
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
。
正
月
に
、
凧
揚
げ
や
羽

根
つ
き
を
す
る
こ
と
が
子
供
た
ち
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

外
遊
び
の
機
会
が
減
っ
た
今
、
伝
統
的
な
遊
び
を
教
え
、

学
校
で
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
本
の
心
を

伝
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
。

オシ

アス

「愛している」「愛してる」この２つの言
葉の意味は同じであり，国語として正しい
のは前者である。しかし，相手の心に響く
のは後者である。「後方のお客様，前のお客
様が出られるまでお席でお待ちください」
「後方のお客様，お時間がかかってしまうの
で，ごゆっくりお支度ください」どちらが
聞いていて心地よいかは明確である。この
ように，どの言葉が相手の心に響くかとい
うことを徹底的に考察し，提示しているの
が本書である。コミュニケーション能力の
向上や，日々の教育活動を円滑に進めるた
めのヒントが満載されている。

感動的なコトバは，つくることができる。

この一文~~~ ~~~

昭
和
六
十
年
四
月
、
市
内
四
十
一
番
目
の
新
設

校
と
し
て
北
野
小
学
校
が
誕
生
し
た
。
学
校
文
化

の
構
築
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
本
校
は
、「
造
形

お
か
ざ
き
っ
子
展
」
に
出
品
し
た
作
品
を
学
校
で

も
展
示
し
、
保
護
者
だ
け
で
な
く
、
学
区
の
方
々

に
も
見
て
い
た
だ
こ
う
と
、
文
化
展
を
計
画
し
た
。

文
化
展
は
、
学
区
各
種
団
体
及
び
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力

で
、「
学
区
文
化
展
」
と
称
し
て
開
催
し
た
。
こ
の

写
真
は
、
そ
の
第
一
回
文
化
展
の
様
子
で
あ
る
。

学
区
を
巻
き
込
ん
だ
文
化
展
は
、
現
在
も
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
写
真
の
中
に
写
っ
て
い
る
マ
ー
ク

は
、
北
野
廃
寺
の
鬼
瓦
に
北
野
の
文
字
を
配
し
た

も
の
で
、
こ
の
文
化
展
を
開
催
し
た
四
か
月
後
に

「
校
章
」
と
し
て
披
露
さ
れ
た
。

学
校
文
化
は
地
域
に
広
が
り
、
共
に
心
の
豊
さ

を
求
め
る
場
と
な
っ
て
、
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

上
　
地
　
小

山
　
中
　
　
　
武

学区文化展
（昭和60年）
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