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私
が
か
つ
て
勤
務
し
た
特
別
支
援
学
校

の
事
務
室
の
片
隅
に
、
保
護
者
か
ら
送
ら

れ
た
一
枚
の
色
紙
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

お
さ
な
ご

に
は
「
母
な
れ
ば

百
年
生
き
て
幼
子
の

添
え
木
と
な
り
て

共
に
朽
ち
た
し
」
と

あ
り
ま
し
た
。常
に
我
が
子
に
寄
り
添
い
、

我
が
子
を
守
り
、
死
ぬ
と
き
は
一
緒
に
死

に
た
い
と
願
う
母
親
の
思
い
で
す
。
障
害

者
に
対
す
る
世
の
理
解
の
不
足
と
社
会
保

ぜ
い

障
の
脆
弱
性
が
こ
の
句
の
背
景
に
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
十
数
年
の
年
月
が
流
れ
、

平
成
二
十
六
年
一
月
、
我
が
国
に
お
い
て

「
障
害
者
権
利
条
約
」
が
批
准
さ
れ
、
平

成
二
十
八
年
四
月
に
は
通
称
「
障
害
者
差

別
解
消
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
学
校

教
育
法
も
改
正
さ
れ
、
就
学
手
続
き
の
見

直
し
に
よ
り
、
保
護
者
・
本
人
の
意
向
を

最
大
限
尊
重
し
た
「
合
意
形
成
」
に
基
づ

く
就
学
先
の
決
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

こ
の
流
れ
の
中
、
愛
知
県
内
の
小
中
学

校
で
は
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
平
成

三
十
一
年
度
（
令
和
元
年
度
）
に
か
け

て
、
特
別
支
援
学
級
が
三
九
七
学
級
、
通

級
指
導
教
室
が
三
十
四
学
級
増
え
ま
し

た
。
一
人
で
も
対
象
者
が
い
れ
ば
、
特
別

支
援
学
級
を
設
置
す
る
と
い
う
流
れ
で

す
。
地
域
の
小
中
学
校
に
お
い
て
は
、
こ

の
加
速
度
的
な
学
級
増
に
対
応
す
る
た
め

に
、
特
別
支
援
教
育
担
当
者
の
育
成
が
急

務
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
み
あ
い
特
別
支

援
学
校
は
毎
年
、
岡
崎
市
を
は
じ
め
西
三

河
地
区
小
中
学
校
の
特
別
支
援
学
級
担
当

初
心
者
研
修
の
会
場
校
と
し
て
、
特
別
支

援
教
育
の
セ
ン
タ
ー
的
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。

共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
は
、
課
題

が
山
積
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
特
別
支
援

学
校
の
教
員
は
、
少
し
で
も
小
中
学
校
の

先
生
方
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
、
専
門
性

を
磨
く
努
力
を
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し

て
、
共
に
手
を
携
え
、
共
生
社
会
の
実
現

に
向
け
て
一
歩
で
も
前
進
で
き
れ
ば
幸
い

で
す
。

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
相
談
が
あ
れ

ば
、
気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

（
し
が

の
り
ひ
こ
）
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世
代
を
超
え
て
、
人
の
心
を
つ
な
ぐ

節
句
人
形
師

粟
生

真
一

氏

日
本
に
は
、
節
句
人
形
を
飾
り
、
子

供
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
年
中
行
事

が
あ
る
。
工
場
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

節
句
人
形
が
大
量
生
産
さ
れ
る
昨
今
、

粟
生
真
一
氏
は
、
今
も
職
人
の
技
を
受

け
継
ぎ
、
一
つ
一
つ
手
作
り
で
節
句
人

形
を
作
っ
て
い
る
。
主
に
雛
人
形
を
作
っ

て
い
る
と
い
う
粟
生
真
一
氏
の
お
話
を

伺
っ
た
。

「
粟
生
人
形
の
特
徴
は
、
本
物
の
袋
帯
地

衣
装
で
あ
る
こ
と
で
す
。
部
品
を
一
つ
一

つ
丁
寧
に
作
り
、
組
み
合
わ
せ
て
い
る
の

で
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
大
量
生
産
で

は
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
良
さ
が
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

真
一
氏
は
、節
句
人
形
師
の
父
、正
樹
氏

の
背
中
を
見
て
育
っ
た
。

「
父
の
節
句
人
形
を
買
い
に
来
た
お
客
様

が
喜
ん
で
帰
っ
て
い
く
姿
。
ま
た
、
以
前

に
購
入
さ
れ
た
お
客
様
が
も
う
一
度
来
店

し
て
当
時
の
思
い
出
を
語
ら
れ
る
姿
。
そ

ん
な
お
客
様
の
姿
を
見
て
、
父
の
仕
事
を

誇
ら
し
く
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
自
分

の
将
来
を
決
め
る
と
き
に
、
人
形
師
と
い

う
選
択
肢
が
自
然
と
芽
生
え
ま
し
た
。」

お
客
様
に
笑
顔
と
喜
び
を
届
け
る
節
句

人
形
師
の
仕
事
に
魅
力
を
感
じ
、
父
の
後

を
継
ぎ
、
二
代
目
と
な
っ
た
。

真
一
氏
は
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、

求
め
ら
れ
る
雛
人
形
の
形
が
変
わ
っ
て
い

る
と
言
う
。
以
前
は
七
段
飾
り
の
よ
う
な

大
き
な
雛
人
形
飾
り
が
主
流
だ
っ
た
が
、

今
は
住
環
境
も
変
わ
り
、
大
き
な
雛
人
形

飾
り
は
ほ
と
ん
ど
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
そ
う
だ
。

「
お
雛
様
の
求
め
ら
れ
方
が
変
わ
っ
て

も
、
長
く
飾
っ
て
も
ら
え
る
も
の
を
作
り

た
い
と
い
う
思
い
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
お

顔
を
今
の
時
代
に
合
っ
た
可
愛
い
も
の
に

し
た
り
、
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
、
飾
り
や

す
く
、親
し
み
や
す
い
も
の
に
し
た
り
と
、

職
人
た
ち
で
日
々
試
行
錯
誤
し
な
が
ら

作
っ
て
い
ま
す
。」

さ
ら
に
、
節
句
人
形
師
と
し
て
の
思
い

を
、
こ
う
語
っ
て
く
れ
た
。

「
親
戚
同
士
の
付
き
合
い
が
希
薄
に
な
っ

て
い
る
こ
と
や
、
親
が
忙
し
く
て
ゆ
っ
く

り
と
子
供
と
話
せ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
、
何
か
大
切
な
も
の
を
失
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
雛
人
形

を
準
備
す
る
時
間
が
、
家
族
団
ら
ん
の
ひ

と
と
き
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
楽
し
い
家
族
と
の
思
い
出
が
、
寂
し
い

と
き
の
心
の
拠
り
所
に
な
る
こ
と
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
雛
人
形
を
飾

る
日
本
の
文
化
が
、
世
代
を
つ
な
ぐ
役

割
を
果
た
し
て
く
れ
る
と
も
思
っ
て
い

ま
す
。」

自
分
の
作
る
雛
人
形
が
、
家
族
の
絆
を

深
く
す
る
役
割
を
果
た
し
て
ほ
し
い
と
の

思
い
が
、
真
っ
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
雛
人
形
を
お
届
け
す
る
と
き
は
、
ど
ん

な
思
い
を
込
め
な
が
ら
作
っ
て
い
る
の
か

を
、
必
ず
お
客
様
に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
人
形
師
と
し
て
の
私
の
使
命
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
し
、
や
り
が
い
で
す
。」

真
一
氏
は
、
お
客
様
の
た
く
さ
ん
の
笑

顔
と
接
し
、
節
句
を
祝
う
文
化
を
伝
承
す

る
大
切
さ
を
強
く
感
じ
て
い
る
。そ
し
て
、

時
代
の
変
化
に
左
右
さ
れ
な
い
、
家
族
の

愛
情
を
象
徴
す
る
雛
人
形
を
制
作
す
る
仕

事
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
。

「
私
の
雛
人
形
を
買
っ
て
く
れ
た
小
さ
な

子
供
が
、
歳
を
重
ね
、
新
た
な
家
族
を
も

ち
、
こ
こ
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
日
を
今

か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。」

真
一
氏
の
情
熱
と
愛
情
は
、
世
代
を
超

え
て
人
の
心
を
つ
な
い
で
い
く
だ
ろ
う
。

氏

名

あ
お
う

し
ん
い
ち

生
年
月
日

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
三
日

住

所

岡
崎
市
市
場
町

伝
え
、
つ
な
が
り
、
輝
く

六
ツ
美
北
部
小
学
校

校
長

杉
原
惠
美
子

「
ア
ー
ト
マ
イ
ル
壁
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
参
加
し
て
五
年
目
と
な
る
。
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
て
海
外
の
子
供
た
ち
と
学
び
合
い
、
世

界
に
発
信
し
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
一
枚

の
壁
画
に
共
同
制
作
す
る
と
い
う
国
際
協

働
学
習
で
あ
る
。
完
成
し
た
壁
画
は
、
東

京
五
輪
で
飾
ら
れ
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
参
加
し
た
目
的
は
、

表
現
す
る
こ
と
が
苦
手
で
自
信
が
も
て
な

い
子
供
た
ち
を
応
援
し
た
い
か
ら
。
活
動

の
原
動
力
は
、「
東
京
五
輪
に
壁
画
が
飾

ら
れ
る
喜
び
」
で
あ
る
。

昨
年
末
、
ア
ー
ト
マ
イ
ル
事
務
局
の
理

事
長
か
ら
、「
東
京
2
0
2
0
大
会
に
参

加
す
る
二
百
余
国
の
中
に
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
交
流
不
可
能
な
国
が
あ
る
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
参
加
国
を
壁
画
で
応

援
し
た
い
の
で
、
交
流
不
可
能
な
国
を
応

援
す
る
壁
画
は
、
日
本
の
学
校
だ
け
で
単

ふるさとシリーズ－この人に聞く－／羅針盤
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自
信
を
も
っ
て
表
現
す
る

福
岡
小
学
校

教
諭

村
松

雅
子

四
月
。
Ａ
男
は
四
年
生
に
進
級
し
た
。

い
つ
も
に
こ
に
こ
と
笑
顔
を
絶
や
さ
ず
、

周
り
の
友
達
に
優
し
い
Ａ
男
で
あ
っ
た

が
、
自
分
の
思
い
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ

と
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、

苦
手
な
こ
と
を
前
に
す
る
と
、
体
の
調
子

を
崩
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
Ａ
男

自
身
の
言
葉
で
思
い
を
表
現
さ
せ
た
い
、

自
信
を
も
た
せ
た
い
、
そ
ん
な
強
い
願
い

を
も
っ
た
。

二
学
期
。
敬
老
会
で
、
学
年
の
音
楽
演

奏
が
あ
る
。
こ
の
機
会
を
利
用
し
、
や
れ

ば
で
き
る
と
い
う
自
信
を
も
た
せ
た
い

と
、
太
鼓
の
演
奏
を
Ａ
男
に
任
せ
る
こ
と

に
し
た
。
Ａ
男
が
音
楽
部
に
入
り
、
打
楽

器
の
パ
ー
ト
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
た
か

ら
だ
。
Ａ
男
は
、
毎
日
音
楽
室
で
練
習
に

励
ん
だ
。
発
表
当
日
、
太
鼓
の
前
の
席
に

座
っ
て
見
守
る
お
家
の
方
の
前
で
、
少
し

照
れ
て
は
い
た
が
、
最
後
ま
で
堂
々
と
演

奏
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

部
活
動
に
楽
し
く
参
加
で
き
た
こ
と
も

あ
り
、
朝
や
帰
り
の
挨
拶
も
徐
々
に
元
気

に
な
っ
た
。「
Ａ
男
の
元
気
な
挨
拶
を
聞

く
と
、
先
生
も
元
気
に
な
る
よ
」
と
伝
え

る
と
、
毎
日
、
下
校
前
に
教
室
の
出
口
で

く
る
り
と
振
り
向
き
、「
さ
よ
う
な
ら
」

と
ひ
と
際
大
き
な
声
で
挨
拶
し
て
部
活
へ

向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

三
学
期
に
入
り
、
Ａ
男
が
思
い
を
言
葉

に
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
、
国
語
科
で
連

詩
作
り
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
ず
、
言
葉
か

ら
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
練
習
と
し
て
、
一

行
詩
を
紹
介
し
て
、
そ
の
題
名
を
考
え
る

ク
イ
ズ
や
、「
氷
」
と
い
う
題
で
一
行
詩

を
作
る
活
動
を
行
っ
た
。
ク
ラ
ス
の
中
で

い
ろ
い
ろ
な
発
想
が
出
た
こ
と
や
、
一
行

で
よ
い
と
い
う
安
心
感
か
ら
か
、
普
段
な

か
な
か
書
き
始
め
な
い
Ａ
男
が
、
す
ぐ
に

鉛
筆
を
動
か
し
た
。
机
間
指
導
の
と
き
に

も
笑
顔
で
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
き
た
の
で
、

「
お
も
し
ろ
い
ね
」
と
声
を
掛
け
る
と
、

進
ん
で
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
題
名

か
ら
発
想
を
広
げ
、
短
い
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
か
ら
、
連

詩
作
り
は
、
Ａ
男
が
思
い
を
伝
え
る
楽
し

さ
を
味
わ
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。

い
よ
い
よ
連
詩
作
り
で
あ
る
。
あ
ら
か

じ
め
「
月
」「
虫
」「
季
節
」「
四
年
生
」

と
い
う
四
つ
の
題
を
提
示
し
、
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
題
名
か
ら
発
想
を
広
げ
る
マ
ッ
ピ

ン
グ
を
行
っ
た
。
次
時
、「
虫
」
の
第
一

連
を
担
当
し
た
Ａ
男
は
、
真
剣
に
「
虫
」

の
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
見
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
夏
に
み
ん
な
／
た
の
し
く
う
れ
し
く
／

い
き
を
あ
わ
せ
て
／
ミ
ー
ン
ミ
ー
ン
」
と

書
い
た
。

「
セ
ミ
と
書
い
て
い
な
く
て
も
、
ミ
ー
ン

ミ
ー
ン
で
セ
ミ
だ
と
分
か
っ
て
い
い
ね
。」

と
声
を
掛
け
る
と
、
に
っ
こ
り
と
う
な
ず

き
、
そ
の
後
の
三
つ
の
詩
も
、
グ
ル
ー
プ

の
友
達
が
書
い
た
前
の
連
に
続
け
て
、
す

ぐ
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

で
き
あ
が
っ
た
四
つ
の
詩
を
グ
ル
ー
プ

の
友
達
と
読
み
合
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
自

信
を
も
っ
て
、
自
分
の
言
葉
で
思
い
を
表

現
す
る
Ａ
男
の
姿
が
あ
っ
た
。

独
制
作
で
き
る
」
と
聞
い
た
。

東
京
五
輪
ま
で
あ
と
一
年
。四
月
当
初
、

学
年
主
任
を
集
め
て
話
を
し
た
。

「
ア
ー
ト
マ
イ
ル
の
壁
画
単
独
制
作
に
、

全
ク
ラ
ス
で
取
り
組
ん
で
、
子
供
た
ち
の

夢
を
膨
ら
ま
せ
た
い
。
壁
画
は
、
五
輪
で

飾
ら
れ
る
前
に
、
お
か
ざ
き
っ
子
展
に
展

示
し
た
ら
ど
う
か
と
思
う
…
…
。」

私
の
中
の
小
さ
な
迷
い
が
伝
わ
っ
た
の

か
、
校
長
室
は
一
瞬
静
ま
り
返
っ
た
。
し

か
し
、
す
ぐ
に
主
任
の
一
人
が
言
っ
た
。

「
こ
ん
な
機
会
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。

や
り
ま
し
ょ
う
。」

こ
の
言
葉
が
う
れ
し
か
っ
た
。
子
供

と
先
生
を
全
力
で
応
援
す
る
覚
悟
が
決

ま
っ
た
。

未
来
を
生
き
抜
く
子
供
た
ち
に
は
、
他

者
に
伝
え
る
力
、
他
者
と
つ
な
が
る
力
、

そ
し
て
、
自
分
自
身
を
輝
か
せ
る
力
が
必

要
だ
。
そ
れ
ら
を
育
む
こ
と
が
、
教
師
の

使
命
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ

ら
の
力
は
、
教
師
自
身
こ
そ
が
磨
く
べ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
磨
い
た
教
師
の

人
間
力
が
、
子
供
た
ち
を
介
し
て
、
後
世

に
残
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

ア
ー
ト
マ
イ
ル
事
務
局
に
全
校
で
壁
画

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
と
決
め
た
こ

と
を
伝
え
る
と
、
す
ぐ
に
メ
ー
ル
が
届

い
た
。

「
み
ん
な
感
動
し
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち

も
応
援
し
て
い
ま
す
。」

子
供
た
ち
も
教
師
も
、
自
分
を
輝
か
せ

よ
う
と
、
今
、
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

ふれあい
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学校に息づく「書道作品」
～思いを受け継ぐ岡崎の子供たち～

新
し
い
時
代
、
令
和
が
始
ま
っ
た
。

時
は
移
っ
て
も
、
学
び
舎
に
集
う
子
供

た
ち
の
笑
顔
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
ん
な

子
供
た
ち
を
見
守
り
続
け
る
、
先
人
の

言
葉
を
記
し
た
書
が
あ
る
。
あ
る
書
は

体
育
館
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
、
汗
を
流
す

子
供
た
ち
の
心
を
鼓
舞
し
、
あ
る
書
は

校
庭
に
石
碑
と
し
て
建
ち
、
毎
朝
子
供

た
ち
を
元
気
づ
け
て
い
る
。

郷
土
に
ゆ
か
り
の
あ
る
書
家
や
偉

き
ご
う

人
、
著
名
な
作
家
に
揮
毫
し
て
い
た
だ

い
た
書
を
、
子
供
の
目
に
触
れ
さ
せ
た

り
、
教
育
活
動
に
生
か
し
た
り
し
て
い

る
学
校
も
あ
る
。

東
海
中
学
校
に
は
「
学
而
不
厭
」
と

墨
書
さ
れ
た
湯
川
秀
樹
博
士
の
額
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
論
語
の
一

節
で
あ
り
、
湯
川
博
士
が
座
右
の
銘
に

し
て
い
た
、
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切

さ
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

矢
作
南
小
学
校
で
は
、
本
多
光
太
郎

博
士
の
「
つ
と
め
て
や
む
な
」
を
校
訓

と
し
、
努
力
を
続
け
る
強
い
心
を
育
ん

で
い
る
。
ま
た
、
本
多
博
士
の
命
日
を

「
本
多
光
太
郎
の
日
」
と
し
、
彼
の
業

績
や
生
き
方
を
伝
え
て
い
る
。

矢
作
東
小
学
校
で
は
、
同
校
出
身
の

考
古
学
者
、
石
田
茂
作
氏
の
言
葉
、

し
ち
お
う
は
っ
と
つ

「
七
凹
八
凸
」
を
紹
介
し
、
く
じ
け
な

い
心
を
育
ん
で
い
る
。

根
石
小
学
校
で
は
、
木
村
資
生
博
士

の
言
葉
を
、
毎
年
、
色
紙
に
し
て
卒
業

生
に
贈
っ
て
い
る
。

学
校
に
残
さ
れ
て
い
る
書
道
作
品

や
、
そ
の
言
葉
に
目
を
向
け
、
そ
の
思

い
を
伝
え
て
い
き
た
い
。

学校に息づく「書道作品」～思いを受け継ぐ岡崎の子供たち～

▲「学而不厭」（東海中）湯川秀樹（物理学者）

◀「二度とない人生だから」（三島小）
坂村真民（詩人）

坂村真民（1909～2006年）仏教詩人
「すべては光る」など氏の作品には
あたたかいメッセージが込められて
いる。

尾崎士郎（1898～1964年）作家
新聞連載小説「人生劇場」が大ベストセラー
となる。西尾市出身。愛知県立第二中学校
（現・愛知県立岡崎高等学校）卒。

◀「故山白雲尽くるときなし」（美川中）
尾崎士郎（作家）
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木村資生（1924～1994年）生物学者
遺伝子レベルの進化は自然淘汰ではなく、「運のいいもの
が生き残る」という「分子進化の中立説」を立て、分子進化
学の創始者と称えられる。文化勲章受章。岡崎市名誉市民。
根石小出身。

▲ 石田茂作氏について学ぶ（矢作東小）
石田茂作（1894～1977年）仏教考古学者
仏教遺物や仏教遺跡を対象とした仏教考古学を提唱。法隆
寺再建説を実証した。岡崎市名誉市民。矢作東小出身。

▲「帰夢」（額田中）
鈴木紫龍（書家）

学校に息づく「書道作品」～思いを受け継ぐ岡崎の子供たち～

◀「誇」（山中小）
青山浩之（横浜国立大学教授）
「歴史の深い山中。温か
い人たちと自然に囲まれ
た故郷。ここに生まれた
ことをこれからも誇りに
思い続けます」という言
葉が添えられている。

▲「翔南中校訓」（翔南中）
小嶋和晃（書家）

▶
「
未
知
の
偉
大
な
る
も
の
を
求
め

価
値
あ
る
人
生
を
」（
根
石
小
）

木
村
資
生

▲「豊かな情操 逞しい創造力」（甲山中）
神谷葵水（書家）

▶
「
七
凹
八
凸
」（
矢
作
東
小
）
石
田
茂
作

▲ 本多光太郎博士の業績、生き方を学ぶ
「本多光太郎の日」（矢作南小）

本多光太郎（1870～1954年）物理学者、金属工学者
ＫＳ鋼、新ＫＳ鋼の発明者。「鉄の神様」「鉄鋼の父」などとも
呼ばれ、鉄鋼の世界的権威者として知られる。岡崎市名誉市民。
矢作南小出身。

▲ 大樹寺で学ぶ家康学習（大樹寺小）

▲「虎」「龍」（河合中）浅田蓬村（書家）

▲「欣浄」（大樹寺小）
中村康雅（大樹寺第64世貫主）

▶
「
つ
と
め
て
や
む
な
」（
広
幡
小
）

本
多
光
太
郎
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8月号

●
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事

に
伴
う
、
施
設
利
用
の
制
限

○
大
ホ
ー
ル

九
月
以
降
利
用
不
可

○
駐
車
場

第
4
、
第
5
駐
車
場
利
用
不
可

第
1
、
第
2
、
第
3
駐
車
場
の

み
利
用
可

●
教
育
図
書
室
の
活
用

教
育
研
究
所
内
に
あ
る
教
育
図

書
室
に
は
、
約
六
千
七
百
冊
の
教

育
図
書
の
他
に
、
学
習
指
導
案
、

学
芸
会
脚
本
、
運
動
会
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
積
極
的
に
活

用
し
、教
育
活
動
に
生
か
し
た
い
。

○
休
館
日

日
曜
日
・
月
曜
日
・
祝
日

（
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
、

火
曜
日
も
休
館
日
）

○
開
館
時
間

午
前
九
時
〜
午
後
七
時
ま
で

（
土
曜
日
は
午
後
五
時
ま
で
）

○
図
書
の
貸
出
し
方
法

①
初
回
の
み
受
付
に
て
個
人
登
録

②
一
回
に
借
り
ら
れ
る
の
は
五
冊

ま
で

③
二
週
間
以
内
に
返
却

○
学
習
指
導
案
・
学
芸
会
脚
本
・

蔵
書
の
検
索
方
法

【
職
員
室
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
】

「
Ｏ
Ｋ
リ
ン
ク
」↓「
先
生
の
ペ
ー
ジ
」

↓「
検
索
メ
ニ
ュ
ー
画
面
」

【
教
育
図
書
室
で
検
索
・
印
刷
】

①
教
育
図
書
室
の
パ
ソ
コ
ン
で
検

索
し
、
閲
覧
す
る
。

②
希
望
す
る
資
料
の「
分
類
番
号
」

を
伝
え
、
印
刷
し
て
も
ら
う
。

※
紙
文
書
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
学

習
指
導
案
は
、
複
写
で
き
る
。

●
プ
レ
ク
ラ
ス「
希
望
」だ
よ
り

明
日
に
輝
け

室
長

荒
井

留
美

「
校
長
先
生
は
、
校
長
と
い
う
名

前
の
先
生
だ
と
思
っ
た
。」

こ
れ
は
先
生
の
名
前
で
盛
り
上

が
っ
た
と
き
の
生
徒
た
ち
の
言
葉

で
あ
る
。

日
本
語
初
期
指
導
教
室「
希
望
」

は
、
外
国
か
ら
日
本
に
来
て
間
も

な
い
中
学
生
で
、
平
仮
名
、
片
仮

名
の
読
み
書
き
が
ま
ま
な
ら
ず
、

学
校
で
の
日
々
の
生
活
に
困
難
を

き
た
す
生
徒
が
対
象
で
あ
る
。
現

在
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

中
国
、
そ
し
て
日
本
の
四
か
国
の

生
徒
十
六
人
が
、
九
つ
の
中
学
校

か
ら
通
っ
て
き
て
い
る
。
生
徒
た

ち
は
、
月
曜
日
か
ら
木
曜
日
ま
で

は
「
希
望
」
に
、
金
曜
日
は
在
籍

校
に
登
校
し
、
学
習
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
学
習
期
間
は
約
三
か

月
で
、
十
二
週
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
組
ん
で
い
る
。
終
了
時
に
は
、

在
籍
校
の
友
達
と
簡
単
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
、
学
校
で

の
生
活
や
学
習
の
規
律
、
給
食
や

清
掃
の
方
法
な
ど
を
理
解
し
、
小

学
校
二
年
生
程
度
の
漢
字
の
読
み

書
き
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。

学
習
を
進
め
て
い
く
と
、
ど
の

生
徒
に
も
、
表
情
が
緩
み
、
個
性

が
輝
き
出
す
瞬
間
が
あ
る
。
そ
れ

に
出
会
え
る
と
き
が
、
ス
タ
ッ
フ

の
至
福
の
と
き
で
あ
る
。

●
表

彰

◆
Ｎ
Ｈ
Ｋ
杯
全
国
中
学
校
放
送
コ

ン
テ
ス
ト
愛
知
県
大
会

○
テ
レ
ビ
番
組
部
門

優
秀
賞
（
全
国
大
会
出
場
）

北
中
学
校

入
選

新
香
山
中
学
校

○
ラ
ジ
オ
番
組
部
門

入
選

北
中
学
校

○
ア
ナ
ウ
ン
ス
部
門
男
子

入
選

北
中

堤

昴

○
ア
ナ
ウ
ン
ス
部
門
女
子

優
秀
賞
（
全
国
大
会
出
場
）

六
ツ
美
北
中

稲
垣

愛

○
朗
読
部
門
女
子

優
良
賞
（
全
国
大
会
出
場
）

竜
南
中

稲
垣
玲
花

お知らせ

▲ 学習の成果の発表（「希望」）

▲ 生徒同士で挨拶の練習（「希望」）

クリック
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●
授
業
力
・
教
師
力

ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

今
年
度
も
、
夏
季
休
業
中
に
授

業
力
・
教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
す
る
。

「
基
礎
編
」
で
は
、
七
月
二
十
九

日
、
三
十
日
に
、
下
の
表
の
よ
う

に
十
八
の
講
座
を
設
け
て
い
る
。

「
応
用
編
」
は
、「
岡
崎
市
免
許

状
更
新
講
習
」
の
選
択
講
習
を
兼

ね
た
内
容
で
行
う
。

今
年
度
は
、
八
月
二
日
、
六
日
、

七
日
の
三
日
間
に
わ
た
り
、
二
十

八
の
講
座
を
設
定
し
て
い
る
。

本
セ
ミ
ナ
ー
を
通
し
て
、
新
た

な
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
、
教

師
と
し
て
の
専
門
性
を
高
め
て
ほ

し
い
。

開講式
閉講式
9：00
12：10
9：00
12：00
9：15
11：40
9：00
12：00
9：15
11：50
9：10
12：00
9：10
11：50
9：30
12：00
9：00
12：00
9：30
11：50
8：50
11：45
9：10
16：10
9：15
11：50
9：15
15：00
9：00
11：50
9：30
11：30
9：40
11：50
8：45
13：15

場 所

岡崎市民会館
（リハーサル室1号室）

岡崎市消防本部・本署

岡崎市民会館
（集会室 大会議室）

小豆坂小学校

総合学習センター2Ｆ
（教育研究室2）
総合学習センター3Ｆ
（教材開発室1・2）

竜海中学校（音楽室）

北野小学校

井田小学校（体育館）

城北中学校（パソコン室）

連尺小学校（家庭科室）

総合学習センター2Ｆ
（教育研究室2）
額田センター こもれび館
（集会室Ａ・Ｂ）

愛知県立みあい特別支援学校

羽根小学校

岡崎市立南中学校（図書室）

竜美丘会館（301号室）

愛知学園

教科・領域

国語・書写

社会

算数・数学

理科

生活

総合的な学習の時間

音楽

図工・美術

保健体育

技術・家庭科
（技術分野）

家庭科

外国語活動・英語

道徳

特別支援教育

学習情報

学校図書館

学校保健

生徒指導
（問題行動・不登校）

月日

7／29㈪

7／30㈫

7／29㈪

7／30㈫

7／29㈪

7／30㈫

7／29㈪

7／29㈪

7／30㈫

7／29㈪

7／30㈫

7／30㈫

7／30㈫

7／30㈫

7／30㈫

7／30㈫

7／30㈫

7／29㈪

お知らせ

◆令和元年度授業力・教師力アップセミナー【基礎編】

▲ 昨年度の様子（音楽）

◆令和元年度授業力・教師力アップセミナー【応用編】

▲ 昨年度の様子（保健体育）

講 師

大西 裕子

中西 勉

北村 文啓

山元 嘉与

寺島 真澄

高橋 誠

淺井 貞人

夏目 弘之

石川 敏幸

柴田 和美

会 場

総合学習センター2Ｆ 教育研究室2

総合学習センター2Ｆ 教育研究室3

総合学習センター2Ｆ 教育研究室1

総合学習センター3Ｆ 教材開発室2

美川中学校 音楽室・図書室

常磐中学校 美術室

竜南中学校 体育館・図書室

城北中学校 金工室・パソコン室

総合学習センター3Ｆ 教材開発室1

総合学習センター2Ｆ 小ホール

講 習 名

小学校国語科教育

中学校社会科教育

小学校算数科教育

中学校理科 教 育

小学校音楽科教育

小学校図画工作科教育

小学校体育科教育

中学校技術科教育

中学校英語科教育

健 康 教 育

【8月2日㈮】

講 師

丹羽 郁人

尾崎 智佳

佐橋 康仁

荻須 文裕

細井 鶴貴

長谷川勝一

清水佐知子

小田喜代美

都筑 香理

蒲野 由紀

鈴木 晴美

会 場

総合学習センター2Ｆ 教育研究室1

総合学習センター3Ｆ 教材開発室1

総合学習センター2Ｆ 教育研究室3

総合学習センター3Ｆ 教材開発室2

竜海中学校 音楽室・図書室

北野小学校 パソコン室・図工室

六ツ美中学校 体育館・1年教室

連尺小学校 家庭科室・図書室

総合学習センター2Ｆ 教育研究室2

総合学習センター2Ｆ 教育研究室4

総合学習センター2Ｆ 小ホール

講 習 名

中学校国語科教育

小学校社会科教育

中学校数学科教育

小学校理科 教 育

中学校音楽科教育

中学校美術科教育

中学校保健体育科教育

小・中学校家庭科教育

小学校外国語活動

命 の 教 育

幼 児 教 育

【8月6日㈫】

講 師

坂元 干城

神谷 明良

船越 学

川本 祐二

河合由起子

中垣 明道

山本 照司

会 場

総合学習センター2Ｆ 教育研究室2

総合学習センター2Ｆ 教育研究室3

総合学習センター2Ｆ 教育研究室1

山中小学校 パソコン室

総合学習センター2Ｆ 小ホール

総合学習センター3Ｆ 教材開発室2

総合学習センター3Ｆ 教材開発室1

講 習 名

道 徳 教 育

特別活動・学級経営

生活科・総合的な学習

情 報 教 育

発達障がい児の理解と支援

生 徒 指 導

保 健

【8月7日㈬】選択講習Ⅲ
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昭
和
五
十
年
代
、
市
内
で
は
新
設
校
開
校
や
校

舎
の
新
築
、
増
築
が
相
次
い
で
行
わ
れ
た
。
常
磐

小
学
校
も
昭
和
五
十
一
年
に
、
木
造
建
て
の
校
舎

か
ら
、
一
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
現
在
の
校
地
・
校
舎

へ
移
転
し
た
。
写
真
は
旧
校
舎
と
の
お
別
れ
式
の

様
子
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

移
転
の
日
、
校
長
と
校
旗
を
持
っ
た
児
童
を
先

頭
に
、
全
児
童
が
自
分
の
椅
子
を
持
っ
て
、
新
校

舎
へ
引
越
し
を
し
た
。
こ
の
日
は
、
大
勢
の
地
域

の
方
も
、
学
校
の
荷
物
を
運
び
、
新
し
い
学
校
づ

く
り
に
協
力
し
た
そ
う
だ
。

校
舎
は
、
そ
こ
で
学
ん
だ
思
い
出
と
密
接
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。建
物
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

「
学
び
舎
」
は
、
思
い
出
と
共
に
、
心
の
中
に
い

つ
ま
で
も
残
る
に
違
い
な
い
。

＊人を創って夢を実現する 古澤 武雄
中経マイウェイ新書 ￥800

心に残った一文
人間は最終的に、他人との関わり合いで

動いている

岡崎市北部の花園工業団地にある東海光
学。その会長であり、岡崎市出身の古澤氏が、
自身の半生について綴っている。
「脳まで心地よくなる画期的な脳科学メガネ
レンズ」を作り上げた古澤氏が、最も必要な
のは「機動的・組織的に対応できる人材の厚
みであり、人づくりである」と述べている。
人づくりの根幹である学校教育の重要性を再
認識する。
新しい事業を進めるには、明確な動機と決
断力が必要と著者は語る。失敗を経験しなが
らも、たくさんの人との関わりの中で、常に
信念に基づいて行動する姿に多くを学ぶ。

＊発達障害グレーゾーン 姫野 桂
扶桑社新書 ￥820

＊12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる！ ランディー由紀子
ＷＡＶＥ出版 ￥1，400

＊具体と抽象 細谷 功
ｄＺＥＲＯ ￥1，800

生平小 長坂 博子

本
多
光
太
郎
博
士
の
「
つ
と
め
て
や
む
な
」、

石
田
茂
作
氏
の
「
七
凹
八
凸
」。
先
人
の
残
し

た
言
葉
は
、
今
も
岡
崎
の
子
供
た
ち
の
心
を
励

ま
し
続
け
て
い
る
。

美
し
い
言
葉
は
、
美
し
い
心
を
つ
く
る
。

日
々
を
大
切
に
暮
ら
す
た
め
、
力
を

く
れ
る
言
葉
を
心
に
留
め
た
い
。

疲
れ
た
旅
人
た
ち
を
癒
し
て
き
た
藤
川
宿
。

当
時
の
面
影
を
残
す
街
並
み
の
中
に
、
ひ
と
き

わ
趣
の
あ
る
建
物
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族

の
笑
顔
を
思
い
描
き
な
が
ら
、
心
を
込
め
て
雛

人
形
を
つ
く
る
職
人
が
い
る
。

幼
い
頃
、
お
雛
様
を
囲
ん
だ
温
か

い
思
い
出
が
蘇
る
。

鳥
が
飛
び
立
つ
瞬
間
を
写
真
に
収

め
る
た
め
に
、
カ
メ
ラ
マ
ン
は
様
々

な
情
報
を
集
め
、
万
全
の
準
備
を
整
え
る
。

よ
い
結
果
を
得
る
た
め
に
は
、
現
状
を
変
え

る
行
動
が
必
要
で
あ
る
。
笑
顔
あ
ふ
れ
る
二
学

期
の
た
め
に
、
夏
休
み
の
時
間
を
利
用
し
て
、

自
分
を
高
め
る
研
鑽
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

ホ

ッ

と

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

���

���

旧校舎とのお別れ式
（昭和51年）

写真提供：常磐小学校

葉 月

２学期も学校大好き（北野小）

・
カ

ッ

ト

矢
作
北
中

中

根

勅

子




