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子どものヤル気を
引き出す

教
育
随
想

今月の紙面

岡崎西高等学校長

黒柳　啓司　氏

勉
強
・
部
活
動
を
は
じ
め
ど
の
よ
う
な

分
野
で
も
何
か
の
上
達
を
目
指
そ
う
と
す

る
と
き
、
自
ら
ヤ
ル
気
に
な
っ
て
取
り
組

む
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
は
成

果
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
こ
と
は
万
人
の

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
師
と
し
て
、

あ
る
い
は
親
と
し
て
、
子
供
に
ヤ
ル
気
の

大
切
さ
を
説
く
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
気
持
ち
を

実
際
に
引
き
出
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
と

つ
く
づ
く
感
じ
て
い
る
。

子
供
の
ヤ
ル
気
を
引
き
出
す
具
体
例
と

し
て
、
数
年
前
に
新
聞
の
投
稿
欄
で
「
お

や
じ
越
え
」
と
い
う
言
葉
を
目
に
し
た
こ

と
が
あ
る
。
身
長
、
走
力
、
遠
投
力
、
跳

力
、
腕
相
撲
、
漢
字
テ
ス
ト
な
ど
何
で
も

よ
い
。
お
や
じ
を
越
す
こ
と
を
当
面
の
目

標
に
さ
せ
て
子
供
に
頑
張
ら
せ
て
い
る
と

い
う
父
親
の
手
記
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
面

白
い
試
み
で
あ
り
、
い
ろ
ん
な
発
想
の
ヒ

ン
ト
に
な
る
と
思
う
。

次
に
、「
好
き
な
言
葉
」
を
持
た
せ
る

こ
と
を
勧
め
た
い
。
疲
れ
て
気
持
ち
が
消

極
的
に
な
っ
た
時
に
、
自
分
を
奮
い
立
た

せ
て
く
れ
る
言
葉
な
ら
何
で
も
よ
い
。
私

の
座
右
の
銘
は
「
成
せ
ば
成
る
」
で
、
亡

き
父
親
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
私
自
身
が
大
切
に
し
て
き

た
思
い
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
教
員
と
し
て
、

確
か
な
目
的
意
識
を
持
た
せ
る
、
誉ほ

め
る
、

叱し
か

る
、
競
争
さ
せ
る
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
実
践
し
て
き
た
が
、
常
に
念
頭
に

あ
っ
た
の
は
、
子
供
と
の
良
好
な
人
間
関

係
の
形
式
で
あ
っ
た
。「
あ
の
人
の
言
う

こ
と
な
ら
」
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
子
供
の

心
の
琴
線
に
触
れ
る
第
一
歩
と
信
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
例
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
に
効
果
的
な

方
法
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
結
局
、
個
々

の
子
供
に
適
し
た
方
法
を
探
り
出
し
、
地

道
に
努
力
し
て
い
く
し
か
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

（
く
ろ
や
な
ぎ
　
け
い
じ
）
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木
を
削
る

中
部
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
協
会
理
事

市
川
　
　
誠
　
氏

モ
ズ
が
枝
の
先
で
遠
く
を
見
て
い
る
。

今
に
も
動
き
出
し
そ
う
だ
。
で
も
、
こ
れ

は
市
川
さ
ん
が
作
っ
た
作
品
な
の
で
あ

る
。
首
の
曲
げ
方
、
羽
根
の
微
妙
な
色
の

変
化
等
、
本
物
の
鳥
と
見
分
け
が
つ
か
な

い
。
作
る
の
に
か
か
っ
た
時
間
は
、
延
べ

約
六
十
時
間
だ
そ
う
だ
。

市
川
さ
ん
は
、
五
年
前
に
ア
メ
リ
カ
で

行
わ
れ
た
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
世
界
大
会

に
「
ブ
ル
ー
バ
ー
ド
」
と
い
う
作
品
を
出

品
し
、
第
三
位
に
入
賞
し
て
い
る
。

バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
に
の
め
り
こ
む
よ

う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
お
聞
き
し
た
。

「
仕
事
が
あ
ま
り
に
忙
し
く
て
、
う
つ

に
近
い
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と

き
、
オ
オ
ル
リ
の
姿
を
見
か
け
ま
し
た
。

以
前
よ
り
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
の
こ
と
は

知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
姿
を
見
て
、

自
分
で
作
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
無
心
に
な
っ
て
木
を
削
る
こ
と
で
、

気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
。」

子
供
の
こ
ろ
か
ら
手
先
が
器
用
で
、
今

は
自
動
車
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
木
型
で
作

る
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
市
川
さ
ん
も
、
最

初
は
か
な
り
苦
労
を
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
簡
単
だ
と
思
っ
て
自
分
流
で
作
っ
て

み
る
の
で
す
が
、
何
か
お
か
し
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
を
や
っ
て

い
る
友
人
に
師
匠
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、

教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
実
に
奥
が

深
い
の
で
す
。
脚
の
関
節
や
筋
肉
の
つ
き

方
、
食
べ
る
も
の
に
よ
っ
て
違
う
く
ち
ば

し
の
形
な
ど
、
鳥
の
こ
と
に
詳
し
く
な
い

と
、
い
く
ら
作
っ
て
も
自
然
な
姿
に
は
な

ら
な
い
の
で
す
。」

今
で
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
や
学

校
等
で
指
導
も
さ
れ
る
市
川
さ
ん
に
、
最

近
の
子
供
た
ち
の
様
子
に
つ
い
て
お
聞
き

し
た
。

「
私
の
子
供
の
こ
ろ
は
、
ナ
イ
フ
で
木

を
削
っ
て
、
船
や
飛
行
機
を
作
っ
た
も
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
よ
く
手
を
切
り
ま
し
た
。

で
も
、
そ
の
経
験
か
ら
、
木
に
は
逆
目
が

あ
る
こ
と
や
手
を
切
っ
た
と
き
の
痛
み
を

覚
え
ま
し
た
。
最
近
の
子
供
に
は
、
こ
う

し
た
経
験
が
欠
け
て
い
ま
す
ね
。
テ
レ
ビ

ゲ
ー
ム
ば
か
り
で
、
本
当
に
自
分
の
手
を

切
っ
た
経
験
が
な
い
か
ら
、
簡
単
に
人
を

切
り
つ
け
た
り
し
て
し
ま
う
の
だ
と
思
い

ま
す
。
危
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
子
供
か

ら
ナ
イ
フ
を
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
実

際
に
ナ
イ
フ
を
使
っ
て
木
を
削
り
、
手
に

け
が
を
し
な
が
ら
学
ん
で
い
く
、
本
物
の

経
験
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

市
川
さ
ん
の
言
葉
を
聞
き
、
体
験
活
動

の
価
値
を
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ

う
な
気
が
し
た
。

子
供
が
満
足
感
を

味
わ
え
る
話
し
合
い
活
動

社
会
科
指
導
員
　
杉
田
　
吉
男

「
先
生
だ
け
牛
乳
飲
ん
で
ず
る
い
。」

Ａ
小
学
校
三
年
生
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
を
教
材
化
し
た
授
業
は
、
先
生
が
牛

乳
を
飲
む
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し

て
、
学
級
で
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
見

学
し
た
と
き
に
牛
乳
が
置
い
て
あ
っ
た
場

所
を
確
認
し
た
後
、
学
習
課
題
「
な
ぜ
牛

乳
は
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
」
が
提

示
さ
れ
た
。

Ｂ
先
生
の
歯
切
れ
の
よ
い
絶
妙
な
ペ
ー

ス
で
、
学
習
課
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い

活
動
へ
と
授
業
が
進
ん
で
い
く
。

「
チ
ー
ズ
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
、
牛
乳

か
ら
作
る
も
の
の
近
く
に
あ
る
。」

「
見
つ
け
や
す
い
所
に
置
い
て
あ
る
。」

「
エ
ン
ド
（
陳
列
棚
の
一
番
端
）
に
は

買
っ
て
ほ
し
い
も
の
が
置
い
て
あ
る
。」

見
学
で
調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
意
見
が

出
さ
れ
る
。
一
通
り
意
見
が
出
つ
く
し
、

話
し
合
い
が
途
切
れ
か
け
た
と
こ
ろ
で
、

（

）

氏
　
　
名
　
い
ち
か
わ
　
ま
こ
と

生
年
月
日
　
昭
和
三
十
二
年
十
月
二
十
三
日

住
　
　
所
　
奥
山
田
町
字
洞
二
六
―
二
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「
先
生
だ
っ
た
ら
店
の
奥
の
方
じ
ゃ
な

く
て
、
目
立
つ
よ
う
に
店
の
入
り
口
近
く

に
置
く
け
れ
ど
、
み
ん
な
は
ど
う
思
う
」

と
、
Ｂ
先
生
は
子
供
た
ち
に
問
い
か
け
た
。

「
入
り
口
に
近
い
と
温
か
く
な
る
。」

「
冷
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
も
の
は
集

め
て
置
い
た
ほ
う
が
い
い
。」

「
売
れ
る
牛
乳
を
奥
の
方
に
置
い
て
、

お
客
さ
ん
が
奥
ま
で
来
る
よ
う
に
す
る
。」

再
び
活
発
に
意
見
が
交
換
さ
れ
始
め
た
。

授
業
の
最
後
に
、
ビ
デ
オ
で
ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
の
店
長
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
。

す
る
と
、
子
供
た
ち
が
考
え
た
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
出
て
き
た
。
こ
の
と
き
の
子
供
た

ち
の
満
足
そ
う
な
顔
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
子
供
の
姿
が
見
ら
れ
た
要

因
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

①
　
導
入
で
の
活
動
を
通
し
て
、
子
供
の

問
題
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

②
　
本
時
の
学
習
課
題
が
明
確
で
あ
っ
た
。

③
　
話
し
合
い
を
深
め
る
た
め
の
教
師
の

適
切
な
支
援
（
発
問
）
が
あ
っ
た
。

こ
の
授
業
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の

は
「
牛
乳
の
置
き
場
所
」
だ
け
で
あ
っ
た

が
、
そ
こ
か
ら
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

努
力
や
工
夫
を
多
面
的
に
、
そ
し
て
実
感

的
に
と
ら
え
る
と
こ
ろ
ま
で
学
び
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
子
供
た
ち
の
社

会
認
識
の
深
ま
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
授
業
で
あ
っ
た
。

お
年
寄
り
訪
問
か
ら
学
ぶ

城
南
小
　
森
田
　
淳
一

「
年
を
と
る
と
体
が
不
自
由
で
つ
ら
い

か
ら
、
年
は
と
り
た
く
な
い
な
。」

老
人
福
祉
施
設
で
の
交
流
後
、
Ａ
男
は

わ
た
し
に
ふ
と
つ
ぶ
や
い
た
。

交
流
後
の
話
し
合
い
で
、
地
域
の
お
年

寄
り
の
生
活
も
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
、
街
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
恥
ず
か
し
が
り
の
Ａ
男

も
恐
る
恐
る
話
し
か
け
て
い
た
。
地
域
の

方
々
は
笑
顔
で
応こ

た

え
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
話
し
て
い
た
ら
、
Ｂ
さ
ん
が
交
流
し

て
も
い
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
よ
」
と
、

声
を
弾
ま
せ
て
わ
た
し
に
話
し
て
き
た
。

「
交
流
の
な
か
で
、
き
っ
と
い
い
も
の

が
見
つ
か
る
よ
」
と
、
励
ま
し
た
。

Ａ
男
た
ち
が
交
流
を
始
め
た
Ｂ
さ
ん
は
、

伝
統
工
芸
士
で
あ
っ
た
。
職
人
と
し
て
の

自
信
と
誇
り
を
持
ち
、
長
年
仕
事
に
打
ち

込
ん
で
き
た
Ｂ
さ
ん
の
姿
や
お
話
か
ら
、

Ａ
男
た
ち
は
お
年
寄
り
の
人
た
ち
の
生
き

方
や
生
き
が
い
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

「
う
ち
の
じ
い
ち
ゃ
ん
は
体
が
不
自
由

だ
け
ど
、
元
気
い
っ
ぱ
い
だ
し
、
輝
き
は

Ｂ
さ
ん
と
同
じ
だ
。」

交
流
の
報
告
会
で
こ
う
感
想
を
語
っ
た

Ａ
男
の
目
は
、
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

こ
れ
か
ら
の
Ａ
男
の
前
向
き
な
活
動
に
期

待
し
て
い
る
。

先
生
見
て
て

梅
園
幼
　
杉
浦
　
綾
子

「
先
生
、
鉄
棒
見
て
て
」
と
、
弾
ん
だ

三
歳
児
Ａ
子
の
声
。
小
柄
な
体
が
ふ
わ
っ

と
上
が
り
、
前
回
り
を
し
て
着
地
。「
す

ご
い
ね
」
と
、
頭
を
な
で
た
。

「
わ
た
し
、
も
う
大
き
く
な
っ
た
も
ん
。」

入
園
当
初
の
Ａ
子
は
、
誘
い
か
け
に
応

じ
ず
、
硬
い
表
情
で
わ
た
し
や
周
り
の
子

が
し
て
い
る
こ
と
を
じ
っ
と
見
て
い
る
だ

け
だ
っ
た
。
Ａ
子
が
意
欲
的
に
活
動
で
き

る
よ
う
に
す
る
に
は
、
園
が
安
心
し
て
過

ご
せ
る
場
と
な
り
、
心
が
開
放
さ
れ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
。

手
を
つ
な
い
で
行
動
を
共
に
し
た
り
抱

い
た
り
、
排
泄

は
い
せ
つ

や
食
事
な
ど
、
生
活
面
の

細
部
に
も
手
助
け
を
し
た
。
す
る
と
、
困

っ
た
と
き
に
は
頼
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、「
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
や
っ

て
み
よ
う
」
と
、
励
ま
し
た
り
ほ
め
た
り

し
て
、
少
し
ず
つ
手
を
離
す
よ
う
に
し
た
。

運
動
会
で
は
、
種
目
で
あ
っ
た
平
均
台

を
、
一
旦

い
っ
た
ん

は
足
が
止
ま
っ
た
も
の
の
、
教

師
が
差
し
出
し
た
手
を
振
り
払
っ
て
、
自

分
で
渡
り
切
っ
た
。
Ａ
子
は
、
そ
の
日
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
友
達
が
し
て
い
る
こ

と
を
一
緒
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

自
分
で
動
き
出
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

に
は
時
間
が
か
か
る
が
、
ゆ
っ
く
り
気
持

ち
を
ほ
ぐ
し
、
チ
ャ
ン
ス
を
と
ら
え
て
指

導
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
改
め
て
Ａ
子

が
わ
た
し
に
教
え
て
く
れ
た
。
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市
内
の
小
中
学
校
に
は
、
著
名
な
書
家
の
作

品
が
数
多
く
あ
り
、
学
校
環
境
を
豊
か
に
し
て

い
る
。
特
に
浅
田
蓬
村
ほ
う
そ
ん

先
生
（
故
人
）
や
現
在

活
躍
中
の
神
谷
葵き

水す
い

先
生
の
作
品
を
目
に
す
る

機
会
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
迫
力
あ
る
筆
の
運

び
や
微
妙
な
墨
の
濃
淡
、
個
性
あ
ふ
れ
る
字
体

は
、
時
代
（
と
き
）
を
越
え
て
今
な
お
学
び
舎や

に
文
化
の
薫
り
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

書
く
こ
と
は
自
分
の
思
い
を
伝
え
た
り
、
自

分
を
表
現
し
た
り
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
活

動
で
あ
る
。
現
指
導
要
領
で
は
、
毛
筆
・
硬
筆

を
問
わ
ず
、
書
く
こ
と
に
い
そ
し
む
場
は
以
前

よ
り
も
減
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
に
も
、
矯
正

器
具
を
使
っ
て
低
学
年
に
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち

方
や
姿
勢
を
指
導
し
た
り
、
講
師
の
先
生
を
招

い
て
自
分
の
生
き
方
を
筆
で
表
す
場
を
設
定
し

た
り
し
て
、
工
夫
し
な
が
ら
書
の
指
導
を
進
め

て
い
る
学
校
が
あ
る
。

毎
年
一
月
に
開
催
さ
れ
る
岡
崎
市
小
・
中
学

校
書
き
ぞ
め
展
で
は
、
子
供
た
ち
の
書
写
代
表

作
品
を
鑑
賞
で
き
る
。
書
き
ぞ
め
展
の
歴
史
は

古
く
、
当
初
は
城
北
会
館
（
昭
和
三
十
三
年
よ

り
）
で
開
か
れ
て
い
た
。
昭
和
四
十
七
年
度
か

ら
は
新
設
さ
れ
た
岡
崎
市
美
術
館
に
場
所
を
移

し
て
（
改
装
工
事
の
た
め
連
尺
小
学
校
で
開
か

れ
た
平
成
五
年
度
を
除
く
）
開
催
さ
れ
、
今
年

度
で
四
十
七
回
を
数
え
る
。

「
文
化
の
時
代
」「
心
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る

二
十
一
世
紀
。
社
会
が
複
雑
に
変
化
し
て
い
る

時
代
ゆ
え
に
、
子
供
の
情
操
豊
か
な
人
間
性
や

教
養
・
個
性
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
自
分
の
字
を
書
く
こ
と
は
自
分
ら
し
く
生
き

る
こ
と
」
と
、
あ
る
書
家
は
言
う
。
書
写
力
の

低
下
が
危
惧ぐ

さ
れ
る
今
、
書
く
こ
と
の
大
切
さ

を
も
う
一
度
見
直
し
た
い
。

▲第46回岡崎市小･中学校書きぞめ展会場での表彰式
（岡崎市美術館）

▲自作の書き方練習帳を使った書き方指導
（昭和56年度・竜谷小）

▲総合的な学習「書で表現する人生のこれまで、これから」（矢作中）
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▲「恵」（甲山中）
戸田　提山（大正6年～）

独立書人団会長・日展役員（参与）
毎日書道会最高顧問
平成元年日展内閣総理大臣賞受賞 「Ç

そっ

啄
たく

同機」（生平小） �
浅田　蓬村（明治36年～昭和59年）

昭和24年から連続７回日展入選
2度の紺綬褒章授章／愛知県より文化功労者として表彰

▲「桃李満天下」（竜南中）

賈
か

才
さい

元フフホト市長・書家／昭和61年訪日・第1回交流使節団団長

▲ 舞台を使った試書作品の紹介（矢作東小）

▲よい姿勢を意識させる
ペンダントの活用（井田小）

▲「時習」（山中小）
神谷　葵水（大正5年～）

愛知教育大学名誉教授／全国教育書道展・審査長
勲三等旭日中綬章授章
昭和25年から10回連続日展入選

▲矯正器具を使った正しい
鉛筆の持ち方指導

（岩津小）

▲国際交流学生との書写の授業（美川中）

各校に残る主な書家作品（アンケートより抜粋）

浅田　蓬村 「梅小移山」（梅園小） 「鵬飛」（岡崎小）
「移山」「射石為虎」「Ç啄同機」（生平小）
「継続は力なり」（秦梨小） 「堅忍不抜」（細川小）
「忍」（葵中） 「龍」「虎」（河合中）

神谷　葵水 「聴無聲」「拙」「山雲海月情」（愛宕小） 「時習」（山中小）
「豊かな情操逞しい創造力」「恵」（甲山中）

賈才 「生愛師尊」（奥殿小） 「勁松」（大門小）
「敦品励学」「尊師愛生」（北　中） 「桃李満天下」（竜南中）

鈴木　紫龍 「質実剛健」（甲山中） 「歩みたしかに」（六ッ美中）
「愚公移山」「創造」（新香山中）

杉原　丘南 「徳知体」（三島小）
小嶋　和晃 「真実一路」（羽根小）
戸松　秀月 「寿」（美合小）
彦坂　江泉 「野」（福岡中）
角谷　玉雲 「萌動」（山中小） 「少年よ大志を抱け」（東海中）



の
場
と
し
て
の
学
校

・
安
心
し
て
通
う
こ
と
が
で
き
る

学
校
の
実
現

・
発
達
段
階
に
応
じ
た
き
め
細
か

い
配
慮

・
学
ぶ
意
欲
を
育
む
指
導
の
充
実

・
習
熟
度
別
の
指
導
や
基
礎
学
力

の
定
着
に
向
け
た
き
め
細
か
い

教
科
指
導
の
実
施

・
学
級
活
動
、
児
童
会
・
生
徒
会

活
動
、
学
校
行
事
等
の
特
別
活

動
の
充
実

な
ど
の
視
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

岡
崎
市
の
新
た
な
取
組

こ
う
し
た
文
部
科
学
省
の
方
針

の
も
と
、
岡
崎
市
で
も
新
た
な
取

組
を
発
足
さ
せ
て
い
る
。

〈
臨
床
心
理
士
と
医
師
と
の
連
携
〉

こ
の
取
組
は
、
公
衆
衛
生
セ
ン

タ
ー
に
臨
床
心
理
士
を
派
遣
し
、

病
気
に
よ
る
不
登
校
児
童
生
徒
の

治
療
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
学
校
巡
回

な
ど
を
通
し
て
、
児
童
生
徒
に
公

１月号 お知らせ

（6）

衆
衛
生
セ
ン
タ
ー
で
の
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
紹
介
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
医
師
と
臨
床
心
理
士
の
連

携
に
よ
る
対
応
を
始
め
た
と
こ
ろ
、

そ
の
結
果
、
児
童
生
徒
の
不
登
校

が
着
実
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。

〈
Ｓ
Ｓ
Ｎ
事
業
〉

Ｓ
Ｓ
Ｎ
事
業
と
は
、
広
域
で
協

調
体
制
を
確
立
し
、
岡
崎
市
・
幸

田
町
・
額
田
町
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
組
ん
で
不
登
校
対
策
に
臨
む
事

業
で
あ
る
。

今
年
度
は
、
年
間
六
回
の
ケ
ー

ス
会
議
（
講
師
　
角
田
春
高
氏
）、

保
護
者
へ
の
講
演
会
（
講
師
　
杉

浦
壽
康
氏
）、
教
員
の
資
質
向
上

を
図
る
講
演
会
（
講
師
　
角
田
春

高
氏
）
を
実
施
し
て
い
る
。

一
市
二
町
が
積
極
的
に
事
業
に

参
加
し
、
不
登
校
児
童
生
徒
の
解

消
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
不
登
校
へ
の
対
応
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
六
月
に
、
文
部
科

学
省
よ
り
「
不
登
校
の
対
応
に
つ

い
て
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
配
布

さ
れ
、
次
の
視
点
が
示
さ
れ
た
。

・
不
登
校
の
解
決
の
目
標
は
、
子

供
の
将
来
的
な
「
社
会
的
自
立
」

と
捉と
ら

え
、「
心
の
問
題
」
の
み

な
ら
ず
「
進
路
の
問
題
」
で
あ

る
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
。

・
適
切
な
支
援
と
多
様
な
学
習
の

場
を
提
供
す
る
た
め
に
、
学
校
、

地
域
、
家
庭
で
密
接
な
連
携
を

と
る
と
と
も
に
、
教
育
行
政
機

関
や
民
間
施
設
等
と
の
連
携
、

協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
こ
の
中
で
不
登
校
と

な
ら
な
い
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り

と
し
て
、
学
校
と
社
会
の
つ
な
が

り
を
強
め
た
「
開
か
れ
た
学
校
づ

く
り
」
が
強
調
さ
れ
、

・
「
心
の
居
場
所
」「
絆
づ

き
ず
な

く
り
」

●

教
育
最
新
情
報

矢
作
東
小
　
大
西
　
裕
子

第
二
回
岡
崎
市
教
員
海
外
研
修

と
し
て
、
三
人
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

を
訪
問
し
た
。「
読
解
力
世
界
ト
ッ

プ
の
背
景
を
探
る
」「
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
誇
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
と
は
」

「
学
校
教
育
を
取
り
巻
く
諸
問
題

に
つ
い
て
」
な
ど
、
各
自
が
研
修
テ

ー
マ
を
持
っ
て
の
出
発
で
あ
っ
た
。

読
解
力
世
界
ト
ッ
プ
の
背
景

一
年
生
か
ら
本
に
親
し
ま
せ
、

高
学
年
に
な
る
に
従
い
自
分
か
ら

本
を
選
ん
で
読
め
る
よ
う
に
と
、

小
・
中
九
年
間
を
見
通
し
た
読
書

計
画
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
教
師
集

団
が
独
自
に
作
っ
て
い
る
。
左
に

基
本
文
型
、
右
に
文
学
作
品
を
取

り
入
れ
た
教
科
書
を
使
い
、
自
分

は
ど
う
思
う
か
と
い
う
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
授
業
に
取
り
入
れ
、

読
解
力
を
育
て
る
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
た
。
読
み
た
い
本
が
学
級
人

数
単
位
で
大
量
に
届
い
た
り
、
市

の
職
員
が
読
書
指
導
に
協
力
し
て

く
れ
た
り
、
市
の
図
書
館
と
の
連

携
シ
ス
テ
ム
も
整
っ
て
い
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
つ
い
て

ど
の
学
校
で
も
、
様
々
な
教
科

で
子
供
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
こ
な

し
て
い
た
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、

メ
デ
ィ
ア
の
利
用
は
手
段
で
あ
っ

て
目
標
で
は
な
い
と
い
う
考
え
で

あ
る
。
教
員
の
研
修
制
度
も
充
実

し
て
お
り
、
教
師
は
子
供
の
学
習

を
支
え
る
立
場
を
徹
底
し
て
い
た
。

学
校
教
育
の
諸
問
題

分
か
ら
な
い
と
訴
え
る
子
供
へ

の
対
応
シ
ス
テ
ム
が
充
実
し
て
い

る
の
に
驚
い
た
。
特
別
ク
ラ
ス
を

設
け
た
り
、
市
へ
要
請
し
て
教
員

を
派
遣
し
て
も
ら
っ
た
り
、
子
供

の
学
ぶ
権
利
を
大
人
が
保
障
す
る

の
は
当
然
と
い
う
考
え
方
が
印
象

的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ど
の
学
校

で
も
「
生
活
態
度
は
厳
し
く
み
ま

す
」
と
い
う
言
葉
に
、
学
校
の
役

割
が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
を
実

感
し
た
有
意
義
な
研
修
で
あ
っ
た
。

▲保護者への不登校対策講演

●

海
外
研
修
報
告



「
教
育
文
化
賞
」
は
、
岡
崎
市

の
教
育
文
化
振
興
に
寄
与
す
る
個

人
ま
た
は
団
体
の
優
れ
た
業
績

や
、
現
に
続
け
て
い
る
研
究
・
活

動
に
対
し
、
顕
彰
・
助
成
を
行
う

目
的
で
実
施
し
て
い
る
。

今
年
推
薦
さ
れ
た
個
人
・
団
体

も
、
長
年
の
地
道
な
努
力
の
積
み

重
ね
に
よ
る
成
果
が
顕
著
で
あ
っ

た
。
推
薦
の
数
は
総
計
三
十
八
点

で
、
広
い
視
野
の
中
で
新
た
な
活

動
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。

式
典
終
了
後
、
過
去
の
受
賞
団

体
に
よ
る
記
念
公
演
が
行
わ
れ
た
。

（
個
人
の
部
）

◆
竹
内
　
清
　
氏

昭
和
六
十
年
の
開
設
か
ら
、
ハ

ー
ト
ピ
ア
岡
崎
運
営
審
議
会
長
を
、

さ
ら
に
平
成
二
年
か
ら
は
「
岡
崎

市
い
じ
め
不
登
校
対
策
協
議
会
」

の
会
長
を
務
め
、
市
の
不
登
校
児

の
減
少
に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
。

◆
鶴
田
　
秋
夫
　
氏

昭
和
六
十
二
年
か
ら
、
交
通
安

全
活
動
を
中
心
に
地
元
幼
稚
園
や

小
学
校
へ
の
支
援
活
動
を
継
続

し
、
園
児
や
児
童
の
交
通
安
全
意

識
の
高
揚
や
豊
か
な
心
の
育
成
に

大
い
に
貢
献
し
て
い
る
。

（
団
体
の
部
）

◆
現
職
教
育
委
員
会

算
数
・
数
学
部
統
計
委
員
会

昭
和
五
十
一
年
よ
り
「
岡
崎
市

児
童
・
生
徒
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク

ー
ル
」
を
企
画
・
実
施
し
、
子
供

た
ち
の
情
報
活
用
能
力
の
向
上
に

寄
与
し
て
い
る
。

◆
矢
作
西
小
学
校
　
緑
化
推
進
部

昭
和
四
十
八
年
よ
り
環
境
緑
化

推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

活
動
を
通
し
て
、
地
域
の
教
育
力

を
高
め
、
自
然
や
命
を
大
切
に
す

る
子
供
が
増
え
て
い
る
。

◆
福
岡
小
学
校

昭
和
四
十
五
年
か
ら
児
童
詩
教

育
に
取
り
組
み
、
全
校
詩
集
等
を

毎
年
発
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

教
育
活
動
を
通
し
て
、
児
童
の
感

性
や
表
現
力
を
高
め
て
い
る
。

◎
過
去
の
受
賞
団
体
に
よ
る
記
念
公
演

◆
全
日
本
自
作
視
聴
覚
教
材
コ
ン
ク
ー
ル

・
優
秀
賞

「
二
七
市
―
市
を
支
え
る
人
々
―
」

鈴
木
（
竜
海
中
）
大
塚
（
福
岡
中
）

川
本
（
小
豆
坂
小

）
松
下
（
矢
作
東
小

）

早
川
（
六
ッ
美
中

）
河
合
（
南
中
）

尾
藤
（
北
野
小
）

・
入
選

「
岡
崎
に
も
海
が
あ
っ
た
―
縄
文
海
進
―
」

寺
澤
（
竜
海
中
）
山
口
（
常
磐
東
小

）

清
水
（
矢
作
北
中

）
吾
妻
（
矢
作
南
小

）

杉
本
（
前
梅
園
小

）
津
田
（
六
ッ
美
中

）

・
入
選

「
養
鶏
農
家
の
努
力
―
安
く
て
お

い
し
い
玉
子
作
り
の
た
め
に
―
」

小
境
（
矢
作
中
）
岡
戸
（
前
山
中
小

）

福
岡
（
美
合
小
）
倉
地
（
連
尺
小
）

広
瀬
（
根
石
小
）
松
原
（
六
美
中
部
小

）

◆
第
九
回
東
海
ユ
ー
ス
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

・
東
海
大
会
優
勝
　
福
　
岡
　
中

◆
愛
知
県
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
員
防
火
作
品

・
全
国
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
運
営
指

導
協
議
会
県
支
部
局
長
賞

大
樹
寺
小

林
　
　
完
治

◆
フ
ー
ド
メ
ッ
セ
・
イ
ン
岡
崎
「
小
中
学
生
料
理
コ
ン
テ
ス
ト
」

・
市
長
賞

新
香
山
中

南
條
・
清
水

◆
第
二
十
二
回
「
海
と
さ
か
な
」
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

・
農
林
水
産
大
臣
賞

連
尺
小

鈴
木
俊
哉

◆
岡
崎
市
防
火
ポ
ス
タ
ー
・
習
字

市
長
賞
の
み

・
ポ
ス
タ
ー
の
部

大
門
小

鈴
木
　
優
太

大
樹
寺
小

林
　
　
完
治

甲
山
中

大
須
賀
　
碧

・
習
字
の
部

六
ッ
美
北
部
小

原
　
　
幸
乃

細
川
小

田
中
　
麻
友

葵
　
　
中

高
橋
　
遼
至

◆
第
二
十
二
回
全
日
本
小
学
校
バ

ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

グ
ッ
ド
サ
ウ
ン
ド
賞

竜
美
丘
小

◆
愛
知
県
中
学
校
駅
伝
大
会

・
女
子
優
勝

六
ッ
美
中

七
位

竜
　
南
　
中

・
男
子
三
位

美
　
川
　
中

四
位

東
　
海
　
中

五
位

城
　
北
　
中

七
位

北
　
　
　
中

お知らせ No. 3 6 8
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●

第
三
十
一
回
教
育
文
化
賞
授
賞
式

▼第16回受賞
〈岡崎市民合唱団〉

▲第13回受賞
〈竜楽社〉

▲第14回受賞
〈岡崎スクールバンド協議会〉

代表校　竜海中学校
▲受賞された諸氏〔鶴田、竹内、算数・数学部、矢作西小、福岡小〕

●

表
　
　
彰

▲教育文化賞授賞式（期日：11月15日　於：せきれいホール）
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新
春
を
彩
る
鉢
物
が
、
庭
先
に
飾
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
千
両
」
や

「
万
両
」「
万お

年も

青と

」
な
ど
、
昔
か
ら
縁
起
の
良
い

植
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
も
並
べ
ら
れ

て
い
る
。
寒
い
時
期
で
は
あ
る
が
、
青
々
と
し
た

葉
や
赤
い
実
を
見
る
と
、
不
思
議
と
新
し
い
年
へ

の
新
た
な
気
持
ち
が
湧わ

い
て
く
る
。

あ
ら
ん
限
り
の
力
を
ふ
り
絞
っ
て
、
ラ
ス
ト
の

走
り
に
入
る
。
夕
暮
れ
の
運
動
場
を
黙
々
と
練
習

に
励
む
駅
伝
部
の
選
手
た
ち
。
年
明
け
を
迎
え
、

練
習
に
も
熱
が
入
る
。
一
月
は
、
岡
崎
市
民
駅
伝

の
季
節
で
も
あ
る
。
熱
き
思
い
を
託
し
た
一
本
の

襷
が

た
す
き

引
き
継
が
れ
、
各
チ
ー
ム
が
感
動

の
走
り
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

墨
の
濃
淡
、
に
じ
み
方
、
か
す
れ
具

合
で
表
現
が
幾
通
り
に
も
分
か
れ
る
書

の
魅
力
。
ま
る
で
書
い
た
人
の
生
き
方
ま
で
伝
わ

る
よ
う
な
迫
力
さ
え
感
じ
る
。
筆
を
思
い
通
り
に

動
か
す
こ
と
が
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
素
敵
だ
ろ
う
か
。

一
念
発
起
、
今
年
は
、
自
分
の
筆
記
具
の
中
に

ぜ
ひ
筆
を
加
え
て
み
た
い
。

「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
」
は
、「
陪
審
員
」「
監
視

員
」
と
言
い
換
え
る
と
の
提
案
が
、
昨
年
末
、
国

立
国
語
研
究
所
か
ら
あ
っ
た
。
他
に
も
多
く
の
外

来
語
の
言
い
換
え
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の

教
科
書
に
は
、「
パ
ネ
ラ
ー
」「
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
」

な
ど
が
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
。
言
葉

の
指
導
を
今
一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

南
　
　
　
中

中
　
根
　
勅
　
子

オシ

アス

＊本気の教育でなければ子どもは変わらない
原田　隆史

旺文社 ￥1600
＊行儀よくしろ 清水　義範

ちくま新書 ￥680
＊武蔵とイチロー 高岡　英夫

小学館文庫 ￥495
＊浮世道場 群　ようこ

講談社　 ￥1300

＊九一歳の人生論 日野原重明・瀬島龍三
扶桑社 ￥1400

本書は，両氏の対談をまとめたものであ
る。年齢は共に91歳（対談当時）。それぞ
れの人生は茨の

いばら

道であったが，かくしゃく
たる老紳士たちから紡ぎ出される言葉に刺

とげ

はない。穏やかな言い回しであるが意味は
深く，一言一言が心に響いてくる。
「環境の中で，懸命に生きようとするこ
とが本文をもって生きること」という一文
は，自分をさておいて，つい愚痴っぽくな
る生きざまに，「与えられた状況の中で，
精一杯努力せよ」と，喝をいただいた。

旧
岩
津
中
学
校
校
舎
が
、
現

岩
津
小
学
校
地
内
に
建
て
ら
れ

て
い
た
当
時
は
、
小
中
が
運
動

場
を
と
も
に
使
っ
て
お
り
、
施

設
面
で
も
苦
し
い
時
代
で
あ
っ

た
。
写
真
は
、
昭
和
三
十
五
年
、

小
中
合
同
で
開
か
れ
た
運
動
会

の
様
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形

は
、
発
足
時
か
ら
昭
和
三
十
七

年
ま
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。

今
日
、
小
中
交
流
や
連
携
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
小
中
が
と

も
に
活
動
す
る
こ
と
で
得
ら
れ

る
も
の
を
大
切
に
し
た
い
。

小 中 合 同 運 動 会
（昭和35年）

写真提供：岩津中学校


