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て
「
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
」
が
あ

る
。
ま
ず
は
学
校
が
開
か
れ
た
存
在
と
な

ら
な
け
れ
ば
そ
の
実
現
は
難
し
い
。

　

Ｏ
先
生
の
『
折
々
の
記
』（
第
七
集
）

か
ら
「
学
校
経
営
へ
の
願
い
」
を
紐
解
い

て
み
る
。「
教
師
の
熱
き
思
い
と
保
護
者

の
切
な
る
願
い
を
結
び
つ
け
る
。
生
徒
の

豊
か
な
企
画
力
と
行
動
力
で
校
風
を
地
域

に
広
げ
、
地
域
の
教
育
力
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
る
。
校
長
の
顔
が
見
え
る
経
営
目

標
を
立
て
る
」。

　

コ
ロ
ナ
禍
二
年
目
の
新
学
期
が
ス
タ
ー

ト
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
か
だ　

ゆ
た
か
）

校長の顔が見える
　　　　　学校経営

愛知県教育委員会
委員　岡田　  豊　氏

教
育
随
想

　

敬
愛
す
る
Ｏ
先
生
の
話
で
あ
る
。

　

校
長
に
な
り
た
て
の
頃
、「
校
長
と
し

て
の
仕
事
の
役
割
と
責
任
は
校
長
日
誌
を

書
く
こ
と
で
あ
る
」
と
、
先
輩
校
長
か
ら

励
ま
さ
れ
、
爾
来
学
校
で
の
「
ち
ょ
っ
と

い
い
話
」
を
冊
子
に
ま
と
め
『
折
々
の
記
』

と
し
て
版
を
重
ね
ら
れ
た
。
Ｏ
先
生
は
、

 

「
学
校
で
の
出
来
事
を
書
く
と
い
う
こ
と

は
、
子
供
た
ち
の
こ
と
、
先
生
方
の
こ

と
、
教
育
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
ひ
と

時
だ
」
と
言
わ
れ
る
。

　

校
長
に
限
ら
ず
教
育
に
携
わ
る
者
は

日
々
そ
ん
な
ひ
と
時
を
も
ち
、
思
い
を
他

に
伝
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
手
段

に
「
学
級
通
信
」
が
あ
る
。
多
く
の
教
師

が
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
発
揮
し
て
学
級
づ
く

り
へ
の
思
い
や
、
子
供
た
ち
の
「
今
」
を

伝
え
て
い
る
。
思
え
ば
私
も
か
つ
て
学
級

通
信
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時

は
ま
だ
ガ
リ
版
刷
り
が
中
心
の
時
代
で

あ
っ
た
。
空
き
時
間
の
少
な
い
日
々
の
中

で
、
子
供
た
ち
の
学
校
で
の
様
子
を
親
に

知
ら
せ
る
こ
と
を
第
一
義
に
、
毎
日
発
行

す
る
こ
と
を
自
分
自
身
に
課
し
て
い
た
。

　

愛
知
県
で
は
、
本
年
度
、「
あ
い
ち
の

教
育
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
５
―
第
四
次
愛
知

県
教
育
振
興
基
本
計
画
―
」を
策
定
し
た
。

ふ
る
さ
と
あ
い
ち
の
文
化
・
風
土
に
誇
り

を
も
ち
、
世
界
的
視
野
で
主
体
的
に
深
く

学
び
、
か
け
が
え
の
な
い
生
命
や
自
分
ら

し
さ
、
多
様
な
人
々
の
存
在
を
尊
重
す
る

豊
か
な
人
間
性
と
「
知
・
徳
・
体
」
に
わ

た
る
生
き
る
力
を
育
む
こ
と
を
基
本
理
念

と
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
大
き
な
柱
と
し
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5 月号

和
菓
子
の
魅
力
を
伝
え
た
い

　

和
菓
子
店　

四
代
目

　

小
野 　

悟 

氏　

　

大
正
十
一
年
創
業
の
和
菓
子
店
を
店

主
で
あ
る
三
代
目
の
父
親
と
共
に
切
り

盛
り
し
て
い
る
。
岡
崎
商
業
高
校
卒
業

後
、東
海
市
の
和
洋
菓
子
店
で
修
業
し
、

一
九
九
五
年
に
家
業
に
復
帰
。
新
商
品

の
開
発
や
、
市
内
の
小
学
校
か
ら
高
校

ま
で
、
学
校
で
の
出
張
授
業
等
も
精
力

的
に
行
っ
て
い
る
。

―
和
菓
子
作
り
で
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
―

　

季
節
感
を
も
つ
和
菓
子
は
、
人
生
の
大

切
な
場
面
に
寄
り
添
う
使
い
方
が
で
き
る

日
本
の
伝
統
文
化
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
今
も
一
つ
一
つ
全
て
手
作

り
し
て
い
ま
す
。
特
に
粒
あ
ん
と
羊
か
ん

は
薪
を
使
っ
て
炊
い
て
い
ま
す
。
薪
の
火

で
炊
く
と
、
熱
が
丸
く
伝
わ
っ
て
炊
き
あ

が
り
、風
味
が
と
て
も
よ
く
な
る
ん
で
す
。

手
作
り
で
行
う
こ
と
と
あ
ん
作
り
は
特
に

大
切
に
、
代
々
続
け
て
い
ま
す
。

―
伝
統
を
守
る
上
で
の
悩
み
や
ご
苦
労
は

あ
り
ま
す
か
―

　

伝
統
地
場
産
業
は
、
ど
こ
も
同
じ
悩
み

を
抱
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
う
ち
の

売
り
上
げ
も
右
肩
下
が
り
で
し
た
。店
に
、

若
い
方
や
子
供
は
ほ
と
ん
ど
買
い
に
来
て

く
れ
な
い
。
何
と
か
し
た
く
て
も
ど
う
し

て
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
戸
惑
う
日
々
で

し
た
。
し
か
し
、
悩
ん
で
い
る
だ
け
で
は

変
わ
ら
な
い
と
思
い
、
岡
崎
ビ
ジ
ネ
ス
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
に
行
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
様
々
な
人
脈
や
業
種
と
の

つ
な
が
り
を
使
っ
た
新
た
な
活
動
の
ア
イ

デ
ア
を
も
ら
い
、
一
気
に
動
き
出
し
た
感

じ
で
す
。
そ
の
後
、匠
の
会
に
も
入
会
し
、

更
に
つ
な
が
り
が
広
が
り
ま
し
た
。
違
う

世
界
で
活
躍
す
る
人
は
、
発
想
が
と
て
も

面
白
く
て
刺
激
が
あ
り
、
私
も
ど
ん
ど
ん

新
し
い
挑
戦
へ
の
思
い
が
膨
ら
み
ま
し

た
。
地
元
の
イ
チ
ジ
ク
や
宮
崎
茶
、
岡
崎

お
う
は
ん
の
卵
を
使
っ
た
新
商
品
は
、
こ

の
頃
開
発
し
ま
し
た
。
ま
た
、
高
校
の
調

理
科
で
和
菓
子
作
り
の
技
能
指
導
を
し
た

り
、
小
学
校
で
伝
統
地
場
産
業
を
守
る
者

と
し
て
授
業
を
し
た
り
す
る
機
会
も
で
き

ま
し
た
。

―
授
業
で
子
供
た
ち
と
接
し
て
み
て
、
何

を
感
じ
ら
れ
ま
し
た
か
―

 

「
あ
ん
こ
は
嫌
い
」
と
言
っ
て
い
た
小
学

生
が
、
う
ち
の
店
で
あ
ん
の
釜
炊
き
を
見

学
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
目
の
前
で
あ

ん
を
詰
め
た
ど
ら
焼
き
を
渡
す
と
、「
お

い
し
い
」
と
言
っ
て
喜
ん
で
食
べ
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
経
験
不
足
か
ら
の

食
わ
ず
嫌
い
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
ま
し
た
。
今
の
子
の
親
世
代
が
、
既
に

和
菓
子
離
れ
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ

な
ら
、
逆
に
子
供
た
ち
か
ら
家
族
に
広
が

れ
ば
と
考
え
、子
供
た
ち
に
向
け
て
、様
々

な
形
で
積
極
的
に
発
信
し
て
い
こ
う
と
思

い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
後
は
、
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
方
と
一
緒
に
仕
事
を
し

て
、
商
品
の
背
景
に
も
価
値
の
あ
る
和
菓

子
を
作
り
た
い
と
計
画
中
で
す
。
今
、
養

護
学
校
や
大
学
の
先
生
と
も
相
談
し
て
い

ま
す
。
思
い
が
形
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は

や
り
が
い
が
あ
り
、
ど
う
な
る
の
か
が
楽

し
み
で
す
。

―
岡
崎
の
子
供
た
ち
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

願
い
し
ま
す
―　
　
　
　
　
　

　

和
菓
子
は
日
本
の
四
季
に
触
れ
ら
れ
る

素
敵
な
文
化
で
す
。
せ
っ
か
く
日
本
に
生

ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
経
験
不
足
で
嫌
う
の

は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
、

丁
寧
に
作
っ
た
和
菓
子
は
お
い
し
い
で
す

よ
。
ど
ん
ど
ん
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

自
分
の
作
品
や
活
動
に
よ
さ
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
図
画
工
作
科
の
授
業

　

図
工
・
美
術
科
指
導
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居　

光
世　

 

「
絵
の
具
で
描
い
て
み
た
い
」「
違
う
や

り
方
を
試
し
た
い
」
な
ど
と
、
子
供
が
自

分
の
思
い
を
も
つ
と
、
そ
こ
に
豊
か
な
創

造
活
動
が
生
ま
れ
る
。
で
は
、
子
供
が
そ

の
よ
う
な
思
い
を
も
つ
に
は
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

小
学
校
二
年
生
の
題
材
「
え
の
ぐ
じ

ま
」。
授
業
の
導
入
で
Ａ
教
諭
は
、
大
胆

に
渦
を
巻
く
作
品
や
線
が
自
由
に
波
打
つ

作
品
な
ど
、
前
時
に
子
供
が
線
描
き
し
た

作
品
を
提
示
し
た
。
Ｂ
さ
ん
は
「
ぐ
る
ぐ

る
」「
く
ね
く
ね
」と
つ
ぶ
や
き
、筆
を
持
っ

て
描
く
ま
ね
を
し
た
。
作
品
の
提
示
に
よ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
線
の
描
き
方
と
絵
の
具

で
描
く
心
地
よ
さ
が
想
起
さ
れ
、「
え
の
ぐ

じ
ま
」を
描
き
た
い
気
持
ち
が
高
ま
っ
た
。

　

筆
を
画
用
紙
に
押
し
つ
け
る
感
覚
を
楽

し
み
、
点
を
た
く
さ
ん
描
き
始
め
た
Ｂ
さ

ん
を
見
て
Ａ
教
諭
は
、「
い
い
感
じ
だ
ね
」

と
活
動
を
後
押
し
す
る
言
葉
を
か
け
、
Ｂ

氏
名

　

お
の　

さ
と
る

生
年
月
日

　

昭
和
四
十
六
年

　

九
月
十
七
日

住
所

　

岡
崎
市
伝
馬
通

ふるさとシリーズ ― この人に聞く ―／羅針盤
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と
感
じ
た
。一
学
期
当
初
、給
食
は「
臭
い
」

と
鼻
を
つ
ま
み
、
母
が
持
た
せ
る
少
量
の

お
弁
当
も
、
私
が
握
る
ミ
ニ
お
に
ぎ
り
も

避
け
続
け
て
い
た
が
、
二
月
、
給
食
の
き

ん
か
ん
を
一
個
口
に
し
た
。
久
し
ぶ
り
の

給
食
だ
っ
た
。
Ａ
さ
ん
の
心
身
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
戻
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
た
。

　

Ａ
さ
ん
は
仲
間
や
自
然
の
生
き
物
等
、

多
く
の
も
の
と
関
わ
り
な
が
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
充
電
し
た
。
そ
し
て
次
第
に
、
周

り
を
受
け
入
れ
る
心
の
余
裕
を
つ
く
り
、

自
尊
感
情
を
高
め
て
い
っ
た
。

　

二
分
の
一
成
人
式
で
Ａ
さ
ん
は
「
気
遣

い
が
で
き
る
人
に
な
り
た
い
」
と
、
親
の

前
で
は
っ
き
り
と
決
意
を
述
べ
た
。
顔
を

上
げ
、
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
く
そ
の
眼
に
、

自
信
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
て
き
て
い
る

の
を
感
じ
た
。

ダ
ン
ゴ
ム
シ
王
国

　
　
　
　

梅
園
小
学
校

　
　
　
　
　

養
護
教
諭　

川
端　

匡
子

 

「
給
食
が
食
べ
ら
れ
な
い
か
ら
、
保
健
室

に
居
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
、
担
任
と
共
に

来
室
し
た
Ａ
さ
ん
。
う
つ
む
き
、
言
葉
を

発
し
な
い
。
何
も
受
け
入
れ
た
く
な
い
拒

絶
と
緊
張
感
を
全
身
か
ら
発
し
て
い
た
。

Ａ
さ
ん
が
抱
え
る
つ
ら
さ
の
原
因
に
寄
り

添
う
た
め
に
、
ま
ず
は
そ
の
緊
張
を
ほ
ぐ

す
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
三
年
生
の

十
二
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

新
年
度
、
Ａ
さ
ん
の
行
き
渋
り
は
激
し

く
な
っ
た
。「
マ
マ
、
早
く
迎
え
に
来
て
。

学
校
い
や
だ
」と
保
健
室
で
泣
き
続
け
た
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
保
健
室
に
は
、
精

神
的
に
不
安
定
な
子
供
た
ち
の
来
室
が
増

え
た
。
す
る
と
、
ま
す
ま
す
Ａ
さ
ん
が
教

室
へ
行
こ
う
と
す
る
気
持
ち
は
弱
く
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
Ａ
さ
ん
は
、
朝
昼
何
も
食

べ
ず
、体
重
が
激
減
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

ケ
ー
ス
会
議
を
開
き
、
担
任
、
役
職
、
保

護
者
、
Ｓ
Ｃ
と
共
通
理
解
を
図
っ
て
、
Ａ

さ
ん
の
状
況
に
合
わ
せ
た
支
援
を
行
う
体

制
を
作
り
、
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

六
月
中
旬
、
年
下
の
Ｂ
さ
ん
が
環
境
の

変
化
に
対
応
で
き
ず
、
保
健
室
に
来
る
よ

う
に
な
っ
た
。
二
人
は
す
ぐ
に
仲
良
く

な
っ
た
。
雨
上
が
り
の
あ
る
日
、
母
と
別

れ
て
か
ら
も
泣
き
止
ま
ず
、
駐
車
場
か
ら

動
け
な
い
Ａ
さ
ん
と
、
母
と
離
れ
ら
れ
な

い
Ｂ
さ
ん
は
、
と
も
に
保
健
室
に
入
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
そ
こ
で
気
分
を

変
え
よ
う
と
「
珍
し
い
ア
ジ
サ
イ
が
あ
る

ん
だ
っ
て
。
一
緒
に
探
そ
う
」
と
校
庭
の

散
歩
に
出
た
。
そ
し
て
畑
の
草
取
り
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
Ａ
さ
ん
が

ダ
ン
ゴ
ム
シ
を
何
匹
か
手
に
乗
せ
て
「
こ

れ
、
ど
う
し
よ
う
」
と
聞
い
て
き
た
。
私

は
し
ば
ら
く
考
え
、「
こ
の
中
に
入
れ
た

ら
ど
う
か
な
」
と
、
空
き
箱
を
渡
し
た
。

す
る
と
二
人
は
毎
日
ダ
ン
ゴ
ム
シ
を
探
し

始
め
た
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
特
別
支
援

学
級
の
子
供
た
ち
も
加
わ
り
、
箱
が
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
っ
た
。
保
健
室
に
ダ
ン
ゴ

ム
シ
王
国
が
出
来
上
が
っ
た
。
カ
ブ
ト
ム

シ
や
カ
エ
ル
が
入
っ
た
虫
か
ご
が
並
ぶ
こ

と
も
あ
っ
た
。
保
健
室
が
こ
れ
で
よ
い
の

か
と
も
思
っ
た
が
、
Ａ
さ
ん
の
笑
顔
が
見

ら
れ
た
の
で
、目
を
つ
ぶ
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
頃
か
ら
「
あ
ま
り
パ
ワ
ー
使
っ
た

ら
動
け
な
く
な
る
」「
算
数
に
行
く
た
め

に
パ
ワ
ー
を
残
し
て
い
る
」
な
ど
、
Ａ
さ

ん
が
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
話
す
こ

と
が
多
く
な
っ
た
。
お
腹
は
減
っ
て
い
る

さ
ん
の
表
現
活
動
に
対
す
る
価
値
付
け
を

行
っ
た
。

　

制
作
活
動
の
途
中
、「
い
ろ
い
ろ
な
描

き
方
を
使
っ
て
」
と
い
う
学
習
課
題
か

ら
、
表
し
た
い
も
の
を
見
つ
け
て
描
い
て

い
た
Ｃ
さ
ん
の
絵
を
鑑
賞
す
る
機
会
を
設

け
た
。
Ａ
教
諭
が
「
お
話
し
て
」
と
発
言

を
促
す
と
、
Ｃ
さ
ん
は
、「
線
が
ぐ
に
ゃ

ぐ
に
ゃ
細
か
っ
た
り
太
か
っ
た
り
、
面
白

い
と
思
っ
て
」
と
、
自
分
の
思
い
と
作
品

を
紹
介
し
た
。
Ｃ
さ
ん
へ
の
意
図
的
指
名

は
、
自
分
の
発
想
や
描
き
方
と
比
べ
た
Ｂ

さ
ん
に
、新
た
な
気
付
き
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
鑑
賞
支
援
の
後
、
Ｂ
さ
ん
は
作
品
に

線
の
表
現
も
取
り
入
れ
た
。

　

授
業
の
振
り
返
り
で
Ｂ
さ
ん
は
、
作
品

を
見
せ
、「
Ｃ
ち
ゃ
ん
は
、
迷
路
島
を
つ

く
っ
て
い
た
か
ら
、僕
は
、点
々
島
。
点
々

の
と
こ
ろ
は
通
っ
て
い
い
け
ど
、
こ
こ
は

だ
め
。
そ
こ
を
考
え
ま
し
た
」と
語
っ
た
。

感
覚
的
に
描
い
て
い
た
Ｂ
さ
ん
は
、
画
用

紙
に
描
く
点
や
線
に
自
分
な
り
の
意
味
を

見
い
だ
し
、
描
き
た
い
も
の
を
表
現
で
き

た
自
分
に
満
足
す
る
姿
を
見
せ
た
。

　

導
入
の
工
夫
や
子
供
の
活
動
を
励
ま
す

教
師
の
言
葉
が
け
や
新
た
な
気
付
き
を
生

む
鑑
賞
が
、
子
供
に
表
現
し
た
い
と
い
う

思
い
を
も
た
せ
、
そ
の
実
現
を
支
え
る
有

効
な
手
だ
て
と
な
る
。
子
供
自
身
が
思
い

を
形
に
で
き
た
と
実
感
で
き
る
こ
と
が
、

自
分
の
作
品
や
活
動
に
よ
さ
を
見
い
だ
す

姿
と
言
え
る
。

ふれあい
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▲石工団地での石の加工体験（城南小）

これまで培ってきた匠の技を継承するとともに、新しい

時代のニーズにも対応していくために、他業種とのコラ

ボレーションを図り、新しい商品を生み出す試みが始ま

った。「失敗から、新しい視点が生まれる」というコン

セプトの基、「ミライおかざき匠プロジェクト」として、岡崎の

伝統産業は新しいかたちを模索している。

 

▲徳川家康公騎馬像（東岡崎駅前）

▲イオンカルチャーフェステイバルでの植え込み体験 ▲特産品「八丁味噌」の味噌蔵見学（連尺小）

▲匠の技を学び、披露する生徒たち（南中）

受け継いできた技術や文化を次の世代につなげることは「匠の会」
の目的の一つである。現在、様々なイベントを開催したり、市内小
中学生の見学・体験活動や、匠の会会員が学校を訪問して行う講
演・体験活動を行ったりするなど、幅広い活動に取り組んでいる。 

戸
松
政
洋
さ
ん
に
聞
く

匠の会の会員は、さくら

まつり・ふじまつり・秋ま

つり、商工フェアなど、岡

崎市内、また市外でも、伝

統工芸を身近に感じてもら

えるような体験イベントを

行っています。 

「モノ」は残ります。よい

ものを長く使ってもらえる

ような工夫を続け、これか

らも匠の会、そして岡崎の

地場産業が発展し続けるこ

とを願っています。

▲世界にたった一つの手彫印章 ▲長い歴史をもつ石工業

　
岡
崎
市
は
、
歴
史
豊
か
な
町
で
あ
り
、
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
町
、
徳
川
家
康

公
が
生
ま
れ
た
城
下
町
と
し
て
古
く
か
ら
栄
え
て
き
た
。
そ
こ
に
は
石
工
、
花
火

師
、
鋳
物
師
、
ま
た
三
河
仏
壇
、
和
ろ
う
そ
く
な
ど
、
様
々
な
伝
統
産
業
や
地
場
産

業
が
発
展
し
て
き
た
。
職
人
た
ち
は
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
自
ら
の
技
を
磨
き
、

次
代
に
伝
え
た
。
そ
の
流
れ
は
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
現
代
に
至
る
。

　
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
磨
か
れ
て
き
た
匠
た
ち
の
技
を
、
後
世
に
伝
え
る
と
と

も
に
、
そ
の
卓
越
し
た
技
術
力
を
活
か
し
た
新
し
い
「
モ
ノ
づ
く
り
」
に
挑
戦
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
三
年
、
「
お
か
ざ
き
匠
の
会
」
が
誕
生
し
た
。

　
現
在
、
匠
の
会
に
は
、
石
屋
、
三
河
仏
壇
、
花
火
、
節
句
人
形
、
和
ろ
う
そ
く
、

矢
作
り
、
太
鼓
、
三
河
木
綿
、
八
丁
味
噌
な
ど
、
様
々
な
分
野
の
職
人
、
作
家
、
ク

リ
エ
ー
タ
ー
が
、
会
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
職
種
の
垣
根
を
越
え
、
今
も
生
き

る
「
匠
の
技
」
の
継
承
と
新
た
な
モ
ノ
づ
く
り
へ
の
挑
戦
の
た
め
、
日
々
、
交
流
と

連
携
を
重
ね
て
い
る
。

　
匠
の
会
の
活
動
と
し
て
は
、
催
事
会
場
や
大
型
店
舗
に
作
品
を
出
展
し
た
り
、
制

作
実
演
を
行
っ
た
り
し
て
岡
崎
の
伝
統
産
業
を
広
く
発
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
学

校
に
お
け
る
伝
統
工
芸
の
学
習
、
中
学
校
で
の
職
場
体
験
な
ど
、
実
際
に
も
の
に
触

れ
る
体
験
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
に
匠
の
技
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
郷

土
へ
の
誇
り
と
愛
情
を
育
む
こ
と
に
も
つ
な
げ
て
い
る
。
一
方
、
通
信
網
の
発
達
や

技
術
革
新
に
よ
り
、
産
業
の
変
化
は
目
ま
ぐ
る
し
い
。
伝
統
を
守
る
こ
と
だ
け
で

は
、
産
業
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
た
め
購
入
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
て
伝
統
工

芸
を
捉
え
直
し
、
新
た
な
モ
ノ
づ
く
り
へ
の
挑
戦
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　
伝
統
産
業
、
地
場
産
業
の
持
続
可
能
な
発
展
を
願
い
、
伝
統
の
継
承
と
進
化
の
融

合
を
目
指
す
「
お
か
ざ
き
匠
の
会
」
は
、
岡
崎
の
も
の
づ
く
り
の
過
去
と
未
来
を
つ

な
ぐ
架
け
橋
と
な
っ
て
い
る
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
の
匠
の
技
を
引
き
継

ぐ
岡
崎
の
石
工
品
は
、
国
の
伝
統
工
芸
品

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

▶
毎
年
五
月
初
旬
に
行
わ
れ
る
お
茶
摘
み
会
（
宮
崎
小
）

和
太
鼓
の
女
性
演
奏
家
が
増
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
受
け
、
皮

革
製
品
事
業
を
展
開
す
る
会
社
と
協
力

し
て
開
発
さ
れ
た
商
品
。

日
本
最
大
級
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
「
徳
川
家
康

公
騎
馬
像
」
に
は
、
伝
統
の
三
州
鋳
物
の

製
法
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

業
界
で
は
、
機
械
化
が
進
む

中
、
伝
統
を
守
り
、
手
間
を

惜
し
ま
ず
、
人
の
手
だ
け
で

一
つ
一
つ
を
彫
り
上
げ
る
。

伝
統
工
芸
を
体
験
で
き
る
ブ
ー
ス

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
き
、
岡

崎
の
伝
統
産
業
や
匠
の
会
の
活
動

を
多
く
の
市
民
に
知
っ
て
も
ら
う

場
と
な
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
味
噌
の
作
り
方

を
今
も
大
事
に
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
す

ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
（
連
尺
小
児
童
）

三
浦
太
鼓
さ
ん
か
ら
、
心
で
太
鼓
を
た
た
く

こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
た
太
鼓
で
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
で
き
る

こ
と
も
教
わ
り
ま
し
た
。
　  

（
南
中
生
徒
）

石
工
団
地
で
働
く
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た

り
、
実
際
に
石
の
加
工
を
体
験
し
た
り
し
た
こ

と
で
、
職
人
さ
ん
た
ち
の
技
の
す
ば
ら
し
さ
や

伝
統
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
城
南
小
児
童
）

▶
和
太
鼓
専
用
グ
ロ
ー
ブ

匠
の
会
代
表

「
石
彫
の
戸
松
」

おかざき匠の会
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も
教
わ
り
ま
し
た
。
　  

（
南
中
生
徒
）

石
工
団
地
で
働
く
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た

り
、
実
際
に
石
の
加
工
を
体
験
し
た
り
し
た
こ

と
で
、
職
人
さ
ん
た
ち
の
技
の
す
ば
ら
し
さ
や

伝
統
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
城
南
小
児
童
）

▶
和
太
鼓
専
用
グ
ロ
ー
ブ

匠
の
会
代
表

「
石
彫
の
戸
松
」

おかざき匠の会
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5 月号

●
表　

彰

◆
第
五
十
二
回
愛
知
県
春
季
少
年

剣
道
大
会

○
中
学
男
子
の
部

　

二
位　
　
　
　
　
　
　

矢
作
中

○
中
学
女
子
の
部

　

二
位　
　
　
　
　
　
　

矢
作
中

◆
二
○
二
○
年
度
水
質
パ
ト
ロ
ー
ル

隊
事
業（
愛
知
県
）

【
優
秀
賞
】　

矢
作
北
中　

科
学
部

◆
第
三
十
三
回
中
部
日
本
個
人
重
奏

コ
ン
テ
ス
ト
本
大
会

〈
中
学
校
部
門
〉

○
重
奏
の
部　

　

打
楽
器
五
重
奏

　
【
金
賞
】　　
　
　
　
　

竜
海
中

○
重
奏
の
部

　

打
楽
器
六
重
奏

　
【
銅
賞
】　　
　
　
　
　
　

北
中

◆
第
三
十
二
回
読
書
感
想
画
中
央

コ
ン
ク
ー
ル

○
中
学
校
の
部

　
【
奨
励
賞
】

　
　
　

六
ツ
美
中　

萩
原　

光
希

◆
二
〇
二
〇
年
度
水
質
パ
ト
ロ
ー
ル

隊
事
業

　
【
優
秀
賞
】　　
　
　

矢
作
北
中

●
令
和
三
年
度
校
長
会
役
員

〈
小
中
学
校
長
会
役
員
〉

会
長　
　

伊
豫
田　

守（
竜
海
中
）

副
会
長　

小
田　

昌
男（
岡
崎
小
）

　
　
　
　

大
西　

和
夫（
矢
作
北
中
）

　
　
　
　

小
島　

寛
史（
岩
津
小
）

顧
問　
　

柵
木　

智
幸（
甲
山
中
）

会
計
監
査　

酒
井　

洋
一（
連
尺
小
）

　
　
　
　

荻
須　

文
裕（
葵
中
）

庶
務　
　

倉
地　

耕
治（
豊
富
小
）

　
　
　
　

中
野
渡
善
樹（
城
北
中
）

庶
務
補
佐　

吉
田　

章
二（
竜
美
丘
小
）

　
　
　
　

石
川　

敏
幸（
常
磐
中
）

会
計　
　

石
原　

真
吾（
大
門
小
）

　
　
　
　

加
藤　

有
悟（
南
中
）

会
計
補
佐　

児
玉　

洋
行（
翔
南
中
）

評
議
員　

片
桐　
　

徹（
藤
川
小
）

　
　
　
　

高
鍬　

利
行（
城
南
小
）

　
　
　
　

赤
﨑　

類
子（
奥
殿
小
）

　
　
　
　

小
田
喜
代
美（
三
島
小
）

　
　
　
　

近
藤
久
美
子（
常
磐
小
）

　
　
　
　

大
西　

裕
子（
美
合
小
）

　
　
　
　

高
橋　
　

誠（
六
ツ
美
北
部
小
）

　
　
　
　

丹
羽　

郁
人（
北
野
小
）

　
　
　
　

細
井　

太
郎（
夏
山
小
）

　
　
　
　

清
水　

良
隆（
矢
作
西
小
）

　
　
　
　

溝
口　

了
実（
岩
津
中
）

　
　
　
　

今
枝　

武
司（
東
海
中
）

お知らせ

　
　
　
　

近
藤　

浩
之（
河
合
中
）

　
　
　
　

柴
田　

和
美（
北
中
）

　
　
　
　

小
田　

哲
也（
新
香
山
中
）

　
　
　
　

伊
澤　
　

勉（
六
ツ
美
中
）

〈
小
学
校
長
会
〉

会
長　
　

小
田　

昌
男（
岡
崎
小
）

副
会
長　

小
島　

寛
史（
岩
津
小
）

　
　
　
　

酒
井　

洋
一（
連
尺
小
）

会
計
監
査　

片
桐　
　

徹（
藤
川
小
）

庶
務　
　

倉
地　

耕
治（
豊
富
小
）

会
計　
　

石
原　

真
吾（
大
門
小
）

会
計
補
佐　

牧
野　
　

守（
井
田
小
）

〈
中
学
校
長
会
〉

会
長　
　

大
西　

和
夫（
矢
作
北
中
）

副
会
長　

荻
須　

文
裕（
葵
中
）

　
　
　
　

溝
口　

了
実（
岩
津
中
）

会
計
監
査　

今
枝　

武
司（
東
海
中
）

庶
務　
　

石
川　

敏
幸（
常
磐
中
）

会
計　
　

小
田　

哲
也（
新
香
山
中
）

会
計
補
佐　

山
内　

貴
弘（
矢
作
中
）

〈
専
門
委
員
会
・
委
員
長
〉

法
制　
　

天
野　

孝
志（
六
ツ
美
北
中
）

教
育
条
件　

平　
　

任
代（
竜
南
中
）

学
校
経
営　

岩
瀬　

竜
弥（
六
ツ
美
南
部
小
）

進
路　
　

山
内　

貴
弘（
矢
作
中
）

保
体　
　

今
枝　

武
司（
東
海
中
）

福
安　
　

保
田　

眞
美（
山
中
小
）

給
食　
　

長
谷
川
勝
一（
額
田
中
）

生
徒
指
導　

柴
田　

和
美（
北
中
）

特
別
支
援　

柴
田　

昌
一（
広
幡
小
）

広
報　
　

磯
村　

彰
久（
福
岡
小
）

●
本
年
度
の
特
別
委
員
会

　

本
年
度
は
以
下
の
十
四
の
特
別

委
員
会
を
設
置
し
、
岡
崎
市
の
教

育
活
動
の
充
実
・
発
展
を
図
る
。

【
月
報「
岡
崎
の
教
育
」編
集
委
員
会
】

　

長　

丹
羽　

郁
人（
北
野
小
）

　

副　

長
谷
川
勝
一（
額
田
中
）

【
教
職
員
の
研
修
検
討
委
員
会
】

 

「
教
員
研
修
必
携
編
集
」

　

長　

倉
地　

耕
治（
豊
富
小
）

【
教
職
員
の
研
修
検
討
委
員
会
】

 

「
新
任
教
師
の
集
い
企
画
・
運
営
」

　

長　

岩
瀬　

竜
弥（
六
ツ
美
南
部
小
）

【
新
し
い
学
校
デ
ザ
イ
ン
推
進
委
員
会
】

 

「
部
活
動
検
討
」

　

長　

今
枝　

武
司（
東
海
中
）

　

副　

宇
都
木
靖
弘（
細
川
小
）

【
新
し
い
学
校
デ
ザ
イ
ン
推
進
委
員
会
】

 

「
教
職
員
の
意
識
調
査
」

　

長　

安
藤　

眞
樹（
美
川
中
）

　

副　

寺
島　

真
澄（
六
ツ
美
西
部
小
）

【
岡
崎
版
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル

推
進
委
員
会
】

　

長　

夏
目　

弘
之（
六
ツ
美
中
部
小
）

【
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
委
員
会
】

　

長　

加
藤　

有
悟（
南
中
）

　

副　

坂
元　

干
城（
六
名
小
）

【
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
委
員
会
】

　

長　

森　
　

竜
師（
福
岡
中
）

　

副　

岡　
　

秀
之（
羽
根
小
）

【
郷
土
読
本
編
集
委
員
会
】

　

長　

石
原　

真
吾（
大
門
小
）

　

副　

中
西　
　

勉（
男
川
小
）

【
授
業
改
善
委
員
会
】

 

「
個
別
最
適
化
教
育
研
究
」

　

長　

牧
野　
　

守（
井
田
小
）

【
授
業
改
善
委
員
会
】

 

「
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
」

　

長　

磯
村　

彰
久（
福
岡
小
）

【
補
助
教
材
検
討
委
員
会
】

　

長　

竹
平　

真
仁（
矢
作
北
小
）

【
英
語
が
話
せ
る
お
か
ざ
き
っ
子

研
究
委
員
会
】

　

長　

石
川　

敏
幸（
常
磐
中
）

【
教
員
免
許
更
新
特
別
委
員
会
】

　

長　

佐
橋　

康
仁（
宮
崎
小
）

●
本
年
度
の
学
校
訪
問

○
岡
崎
市
教
育
委
員
訪
問

　

連
尺
小
学
校　

五
月
十
三
日
㈭

　

本
宿
小
学
校　

六
月
二
十
四
日
㈭

　
矢
作
南
小
学
校　

九
月
十
六
日
㈭

　
新
香
山
中
学
校　

十
月
二
十
一
日
㈭

　

葵
中
学
校　
　
十
一

月
十
一
日
㈭

　

豊
富
小
学
校　

一
月
二
十
日
㈭

　

小
豆
坂
小
学
校　

二
月
三
日
㈭

○
指
導
員
合
同
訪
問

　

梅
園
小
・
岩
津
中

　
　
　
　
　
　
　

六
月
十
七
日
㈭

　

大
門
小
・
東
海
中

　
　
　
　
　
　
　
十
一

月
十
八
日
㈭



（7）

No. 5 7 6お知らせ

令和 2 年度　岡崎市教育研究論文　入賞者

■小学校個人の部
最優秀賞
教科名 学校名 氏　名 主　　　　　題

体　育 広幡小 中野　翔太 体育の見方・考え方を育むために、対話的に学びを深め、自らの意思で判断・実行していく子供の育成

優秀賞
特別支援教育 美合小 酒井久美子 日常生活と学習との結び付きを実感できる生活単元学習の追究

生　活 六名小 中西　歩澄 主体的な活動を通して、事実と思いを表現し、気付きを高める子どもの育成

生　活 三島小 勝本ゆき子 主体的・協働的な学びを通して、共によりよく生きようとする子供の育成

国　語 竜美丘小 鈴木　幸太 学びを楽しみながら伝え合う力を伸ばす国語の授業の工夫

体　育 竜美丘小 加藤　雅也 踊ることの楽しさや特性にふれる中で、技能を高めることができる体育学習

道　徳 竜美丘小 稲垣　拡大 思いやりの心を育む道徳教育

体　育 連尺小 佐宗　敬泰 仲間と協働し、戦術的気付きを深め、できる喜びを味わうことのできる子供の育成

書　写 広幡小 小川　貴子 主体的に学び、深め、広げていく書写の学習

外国語活動 広幡小 繁原　悠太 英語で自分の思いを伝え合う児童の育成

算　数 福岡小 吉形　友亜 学ぶ楽しさを実感し、自分の考えを説明できる子の育成

社　会 常磐東小 福田しのぶ 主体的に学び、よりよい社会づくりへの参画を目指す社会科の授業

理　科 細川小 日下部教子 科学的事象を多面的に捉え、他者と関わりながら問題解決に取り組もうとする子の育成

算　数 城南小 濱中　利矩 問題解決の過程を大切にすることを通して、数学的な見方・考え方を働かせて考えることができる児童の育成

体　育 城南小 松﨑　俊介 仲間と関わりながら、ゲームに主体的に取り組む児童の育成

国　語 六ツ美西部小 山中　　隼 物語の内容を正確に理解し、端的に伝える子供の育成

社　会 豊富小 中西　　悠 ふるさとの社会的事象に関わる課題を自分事として追究する子供の育成

社　会 夏山小 安原　宏紀 仲間との交流を通して、課題を多面的に捉える児童の育成

学校保健 形埜小 向井　麻由 自分に合った電子メディアとのつきあい方を考え、健康な生活を送ることのできる子の育成

佳作
国　語 梅園小 川口　真生
国　語 梅園小 岡田　優希
家　庭 梅園小 本郷　水紀
国　語 根石小 今泉　雄大
国　語 根石小 福永えりな
社　会 根石小 松浦　圭祐
学校保健 根石小 斎藤優亜子
図画工作 美合小 戸田　優花
体　育 美合小 落合　湧也
特別支援教育 美合小 池田　康江
音　楽 羽根小 出真　菜香
体　育 羽根小 片岡　沙織
学習情報 羽根小 手嶋　夕菜
算　数 岡崎小 筒井麻由加
外国語活動 岡崎小 立石安祐美
体　育 六名小 豊田　操平
外国語活動 六名小 安藤　翔太
道　徳 六名小 石田みのり
体　育 三島小 新村　栄基
学校保健 三島小 鈴木　滋子
体　育 竜美丘小 藤田　　茜
生　活 連尺小 木里　悠乃
図画工作 連尺小 河合　教恵
算　数 広幡小 里見　涼多
国　語 井田小 福田　　琴
社　会 井田小 岡田　淳也
体　育 井田小 落合　志帆
体　育 井田小 伊奈　　亨
生　活 愛宕小 生駒　謙汰
体　育 竜谷小 谷口　瑞季
算　数 山中小 安藤　怜菜
生　活 本宿小 矢澤　花歩

理　科 生平小 水谷　真夢
総　合 生平小 中島　　翼
体　育 常磐小 太田　志穂
国　語 奥殿小 内堀　麻衣
社　会 細川小 杉浦　功宜
外国語活動 細川小 鈴木　睦子
国　語 岩津小 出村　柊太
生　活 岩津小 小川　昇汰
社　会 大樹寺小 星野　智史
算　数 大樹寺小 柴田　博巳
理　科 大樹寺小 玉腰　理江
社　会 大門小 田中章太郎
算　数 大門小 沓名　和貴
理　科 大門小 金澤　　徹
算　数 矢作北小 植村　知史
図画工作 矢作北小 杉山　和泉
理　科 六ツ美南部小 近藤　智也
社　会 城南小 酒井　孝康
国　語 上地小 杉本　　光
特別支援教育 上地小 明石満百実
国　語 小豆坂小 戸林　　凌
国　語 小豆坂小 羽原茉莉愛
社　会 小豆坂小 矢澤　　舞
算　数 小豆坂小 松本紗耶香
学習情報 小豆坂小 鈴木　由理
算　数 北野小 松井　望海
算　数 六ツ美西部小 鈴木沙也加
総　合 豊富小 海藤　健児
体　育 夏山小 原山　昇士
音　楽 宮崎小 鈴木　美沙
学校保健 宮崎小 渡邉　美奈

■中学校個人の部
最優秀賞
教科名 学校名 氏　名 主　　　　　題

保健体育 竜南中 松本　良太 保健体育科の見方・考え方を働かせた深い学びの構築

優秀賞
数　学 美川中 河上　翔太 数学的な見方・考え方を働かせながら学びを深める生徒の育成

社　会 東海中 太田　　信 仲間とかかわりながら、よりよい社会づくりへの参画をめざす社会科の授業

国　語 河合中 吉岡英里奈 描写への関心を高め、見つめ、表現できる生徒の育成

国　語 六ツ美中 石田　勝重 だれもが楽しく、わかる授業を目指して（６年次）

社　会 北　中 平岩　大督 仲間と関わりながら自分の考えを構築し、考えを伝え合う生徒の育成

総　合 額田中 鈴木　広樹 「学びに向かう力」を引き出す教師の出

国　語 翔南中 石川　俊之 未来をたくましく生きる力を育む国語科の授業

佳作
国　語 甲山中 鈴木　慶輝

保健体育 甲山中 浅岡　哲平

道　徳 甲山中 吉井　裕規

社　会 竜海中 新實　弘章

英　語 竜海中 武井　　翔

保健体育 東海中 石原　薫子

英　語 東海中 天野　圭祐

英　語 岩津中 古山　美紀

社　会 矢作中 中根　良輔

学習情報 矢作中 長谷川誉幸

英　語 六ツ美中 伊奈由紀乃

生徒指導 六ツ美中 石川　定次

数　学 矢作北中 和多田真規子

英　語 矢作北中 天野眞理子

理　科 新香山中 岩瀬　美瑚

美　術 新香山中 杉浦　貴恵

学習情報 竜南中 中山美奈子

保健体育 六ツ美北中 森　　友輝

国　語 額田中 三井　靖子

社　会 額田中 福田　忠大

英　語 額田中 加藤　星也

道　徳 額田中 松山　衣里

理　科 翔南中 柴田　翔平

技術・家庭 翔南中 水越　裕介

総　合 羽根小 内田　裕斗

■共同の部
最優秀賞
教科名 学校名 氏　名 主　　　　　題

教育全般 額田中 現職研修部
代表　永井　利昌 「学びに向かう力」を発揮する生徒の育成

優秀賞

教育全般 羽根小 現職研修部 
代表　杉浦　有子 プログラミング的思考育成からはじめる創造的に学ぶ子の育成

教育全般 三島小 研究推進部 
代表　日置　正敏

主体的・対話的な学びを通して思考力・判断力・表現力を育み、
よりよい生き方を目指す子どもの育成

佳作

教育全般 広幡小 現職研修部 
代表　加藤　良彦

教育全般 竜谷小 現職教育研修部 
代表　前田　康幸

総　合 城南小 ６年生部会 
代表　松﨑　俊介

〈論文入賞者数〉
賞 最優秀 優秀 佳作 合計／応募数

小学校 個人 1 18 63 82 ／ 197
中学校 個人 1 7 25 33 ／ 77
小中学校 共同 1 2 3 6 ／ 15

合　計 3  27  91  121 ／ 289
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5 月号

　「今日」には、これから起こることの萌芽が
ある。現在を見つめれば、未来をつかむことは
できる。時代の潮流に乗って発展を遂げた元日
本マイクロソフト社長の著者は語る。本書には、
あらゆるデータから導き出されるありのままの
20 年後の未来予測が淡々と記されている。
　近未来に描かれていた「ＧＩＧＡスクール構
想」は、新型コロナによって加速した。ＩＣＴ教
育を推進するにあたって乗り越えなければなら
ないハードルはいくつかあるが、この機会を「バ
カにするか、チャンスにするか」は教師次第だ。

＊対話の技法 納富　信留
　　笠間書院  ￥1,400
＊学びの｢エンゲージメント｣ 櫻井　茂男
　　クレイス叢書 ￥1,980
＊子どもの心の受け止め方 川上　康則
　　光村図書出版 ￥1,300
 山本　則夫

＊2040 年の未来予測 成毛　 眞
　　日経ＢＰ ￥1,700

心に残った一文~~~ ~~~

ホと

ッ皐 月皐 月

▲田植え（緑丘小）

テクノロジーの変革を知り、バカにするか、
チャンスにするかは自分次第だ。

岡崎聾学校との交流
（昭和57年）
写真提供：岩津中学校

　

写
真
は
、
岡
崎
聾
学
校
と
岩
津
中
学
校
の
生
徒
が

交
流
す
る
様
子
で
あ
る
。
学
校
の
文
化
祭
を
互
い
に

訪
問
し
合
い
、
そ
の
後
、
両
校
の
生
徒
作
品
の
交
換

展
示
も
始
ま
っ
た
。

　

岩
津
中
学
校
は
、
昭
和
五
十
六
年
よ
り
岡
崎
聾
学

校
中
学
部
と
の
交
流
教
育
を
開
始
し
た
。
豊
か
な
心

を
育
む
た
め
の
重
要
な
活
動
と
捉
え
、
様
々
に
形
を

変
え
な
が
ら
四
十
年
間
続
い
て
い
る
。
本
年
度
は
、

二
年
生
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
交
流
を
行
っ
た
。
手

話
や
指
文
字
を
使
っ
て
、
自
己
紹
介
や
し
り
と
り
、

ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
な
ど
を
し
て
楽
し
ん
だ
。

　

共
に
尊
重
し
合
い
、
協
働
し
て
生
活
す
る
態
度
を

育
む
教
育
の
継
続
が
、
誰
も
が
活
躍
し
、
互
い
を
支

え
合
う
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
つ
な
が
る
は

ず
で
あ
る
。

　

保
守
的
な
考
え
や
、
今
の
取
り
組
み
に
留
ま
っ
て
い

る
だ
け
で
は
、
前
に
進
め
な
い
。

　

伝
統
産
業
を
受
け
継
ぐ
和
菓
子
職
人
は
「
次
世
代
を

担
う
子
供
た
ち
に
発
信
す
る
」
こ
と
で
現
状
を
乗
り
越

え
よ
う
と
し
て
い
た
。動
き
始
め
た
老
舗
菓
子
店
に
は
、

親
子
連
れ
や
高
校
生
の
客
が
増
え
た
そ
う

で
あ
る
。

　

積
み
重
ね
ら
れ
た
歴
史
。
匠
に
は
、
長
き
に
わ
た

り
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
守
り
続
け
て
き
た
確
か
な

技
が
あ
る
。

　

伝
統
を
守
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
進
化
さ
せ
、
未
来

に
つ
な
ぐ
。
守
る
こ
と
も
、
創
造
す
る
こ
と
も
、
常
に

前
を
見
て
挑
戦
す
る
。
そ
の
心
は
、
着

実
に
次
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

　

土
地
の
利
用
方
法
は
場
所
に
よ
っ
て
異
な

る
。
時
代
と
と
も
に
田
畑
の
面
積
は
減
り
、

見
え
る
景
色
も
、
人
々
の
生
活
も
変
化
し
た
。

　

初
め
て
の
田
植
え
体
験
。
子
供
た
ち
は
戸
惑
い
な
が
ら

も
、
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
、
田
植
え
に
打
ち
込
む
。
土
の

匂
い
、
手
に
し
た
苗
の
感
触
は
き
っ
と
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。

子
供
た
ち
の
周
り
に
は
学
び
の
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
る
。

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

・
カ　

ッ　

ト

井

田

小

岩　

田　

恵　

子


