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し
た
。
職
員
は
自
分
が
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
行
動
し
た
ら
よ
い
か
、
保
護
者
か
ら

の
問
い
合
わ
せ
に
ど
う
答
え
た
ら
よ
い
か

判
断
で
き
る
情
報
が
ほ
し
か
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
し
た
。

　

誰
に
何
を
ど
う
伝
え
る
か
。
子
供
た
ち

に
対
し
て
、
保
護
者
に
対
し
て
、
職
員
に

対
し
て
、
地
域
の
方
々
に
対
し
て
。
相
手

が
求
め
て
い
る
情
報
、
必
要
な
情
報
は
何

か
、
そ
れ
が
適
切
な
情
報
提
供
と
い
え
る

の
か
。
相
手
の
思
い
を
想
像
し
て
、
信
頼

し
て
い
た
だ
け
る
学
校
を
目
指
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
の
う
だ　

や
す
お
）

誰に何をどう伝えるか
～不審者侵入情報からの教訓～

愛知県立岡崎聾学校
校長　能田　康雄　氏

教
育
随
想

　

学
校
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
安
心
・

安
全
な
場
所
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

以
前
、
私
が
管
理
職
と
し
て
勤
務
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
で
す
。
学
校
に
怒
鳴
り
つ

け
る
よ
う
な
声
で
「
子
供
た
ち
を
傷
つ
け

る
ぞ
！
（
実
際
は
も
っ
と
過
激
な
表
現
）」

と
い
う
脅
し
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し

た
。
今
回
の
件
だ
け
で
は
な
く
、
学
校
に

は
匿
名
で
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら
電
話
が
か

か
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
、

丁
寧
に
対
応
し
教
頭
に
窓
口
を
一
本
化
し

て
い
ま
し
た
。
今
回
の
電
話
は
、
以
前
に

も
聞
い
た
よ
う
な
声
、
話
し
方
だ
っ
た
の

で
、嫌
が
ら
せ
の
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
、

子
供
の
命
に
係
わ
る
案
件
な
の
で
、
教
育

委
員
会
に
相
談
を
し
、
警
察
に
も
通
報
を

し
て
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
依
頼
し
ま
し

た
。Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
さ
ん
に
も
状
況
を
伝
え
、

協
力
を
依
頼
し
ま
し
た
。
過
激
な
反
応
や

憶
測
が
広
が
ら
な
い
よ
う
な
表
現
で
、
職

員
に
は
臨
時
職
員
会
議
で
、
保
護
者
に
は

学
校
メ
ー
ル
で
事
実
を
伝
え
ま
し
た
（
①

学
校
に
不
審
者
侵
入
情
報
が
あ
っ
た
こ
と

②
子
供
た
ち
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

教
育
委
員
会
と
警
察
に
相
談
し
、
警
察
に

巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
も
ら
う
こ
と　

③
子
供
た
ち
の
安
全
確
保
に
十
分
配
慮
し

た
上
で
、
授
業
は
通
常
ど
お
り
行
う
こ

と
）。
そ
の
後
、
職
員
か
ら
は
、
不
審
者

の
姿
が
分
か
ら
な
い
、
不
審
者
侵
入
情

報
っ
て
何
、
保
護
者
か
ら
聞
か
れ
て
も
説

明
で
き
な
い
と
い
う
管
理
職
に
不
信
を
抱

く
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
再
度
、
臨
時
職

員
会
議
で
よ
り
詳
細
に
状
況
を
説
明
し
ま
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信
頼
さ
れ
る
会
社
で
あ
り
続
け
る
た
め
に

　

服
部
工
業
株
式
会
社

　

代
表
取
締
役
社
長　

服
部　

俊
男 

氏

　

岡
崎
市
の
学
校
給
食
調
理
で
使
わ
れ
て

い
る
「
回
転
釜
」
は
、
す
べ
て
服
部
工
業

の
製
品
で
あ
る
。
創
業
一
三
〇
年
を
超
え

る
服
部
工
業
の
釜
は
、
国
内
の
み
な
ら
ず

世
界
各
地
で
使
わ
れ
て
い
る
。現
在
で
は
、

幅
広
い
業
種
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
成
長
し

た
。
多
方
面
か
ら
信
頼
さ
れ
る
会
社
の
五

代
目
社
長
、服
部
俊
男
氏
に
話
を
伺
っ
た
。

―
服
部
工
業
株
式
会
社
、ハ
ッ
ト
リ
グ
ル
ー

プ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
会
社
で
す
か
―

 

「
株
式
会
社
で
利
益
を
上
げ
て
、
財
団
法

人
で
社
会
貢
献
を
す
る
」と
い
う
思
い
で
、

初
代
社
長
は
、
株
式
会
社
と
同
時
に
公
益

財
団
を
設
立
し
ま
し
た
。

　

服
部
工
業
は
「
モ
ノ
」
を
作
る
会
社
で

す
。
た
だ
、
我
々
の
製
品
は
一
度
に
千
人

分
の
調
理
を
す
る
大
き
な
も
の
で
す
か
ら
、

「
お
客
様
目
線
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
本

当
の
意
味
で
は
お
客
様
に
寄
り
添
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
自
社
給
食
セ

ン
タ
ー
を
設
立
し
ま
し
た
。
自
社
の
製
品

を
使
っ
て
、給
食
や
弁
当
を
作
る
こ
と
で
、

よ
り
よ
い
厨
房
製
品
の
開
発
や
厨
房
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
グ
ル
ー
プ
会
社
「
ハ
ッ
ト
リ
グ

ル
ー
プ
」
と
し
て
、
そ
の
他
に
も
様
々
な

方
面
へ
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

―
グ
ル
ー
プ
会
社
の
社
長
と
し
て
、
意
識

し
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
―

　

私
が
偉
い
と
勘
違
い
し
な
い
こ
と
で
す
。

　

社
長
に
な
る
前
、
自
社
給
食
セ
ン
タ
ー

で
一
年
間
働
い
た
と
き
の
話
で
す
。
弁
当

の
配
達
に
行
っ
た
と
き
、
汗
だ
く
の
エ
プ

ロ
ン
姿
の
私
を
見
て
、
明
ら
か
に
嫌
な
顔

を
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
服
部
工
業

の
社
長
の
息
子
だ
と
分
か
っ
た
と
た
ん
に
、

対
応
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。こ
れ
は
将
来
、

絶
対
に
勘
違
い
し
て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
社
長
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
た

だ
立
場
が
あ
る
だ
け
で
、
決
し
て
私
が
偉

い
わ
け
で
は
な
い
。だ
か
ら
、社
長
と
な
っ

た
今
、
社
員
に
も
「
私
が
偉
い
わ
け
じ
ゃ

な
い
ん
だ
よ
」と
よ
く
話
を
し
て
い
ま
す
。

社
員
か
ら
多
様
な
ア
イ
デ
ア
を
募
り
、
そ

の
中
か
ら
決
め
て
い
く
と
い
う
経
営
方
針

に
は
、
こ
の
経
験
が
生
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
社
員
全
員
が
会
社
の
方
針
を
き

ち
ん
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
、「H

ハ
ッ
ト
リ

attori 
W

ウ
ェ
イ

ay

」
と
い
う
指
針
を
作
っ
て
い
ま
す
。

―「H
attori W

ay

」に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
―

　

我
々
が
何
を
大
切
に
し
て
、
ど
ん
な
方

向
に
向
か
っ
て
進
む
の
か
を
ま
と
め
た
も

の
が
、「H

attori W
ay

」で
す
。
こ
の
指
針

の
中
に
、
社
員
と
し
て
大
切
に
し
て
ほ
し

い
考
え
方
な
ど
も
明
示
し
て
い
ま
す
。
私

自
身
も
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
の
で
、
判
断
に

迷
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と

き
は
、こ
の
指
針
に
必
ず
立
ち
返
り
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
冷
凍
給
食
の
納
品
時
に
、

契
約
の
温
度
よ
り
も
一
℃
だ
け
高
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。た
だ
、

契
約
の
温
度
を
厳
し
く
設
定
し
て
い
る
た

め
、
安
全
面
も
品
質
面
も
何
ら
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
納
品
し
て
よ
い
か

と
い
う
相
談
を
、
社
員
か
ら
受
け
ま
し
た
。

確
か
に
、
作
り
直
す
の
は
時
間
も
コ
ス
ト

も
か
か
り
ま
す
。し
か
し
、「H

attori W
ay

」

に
示
し
た
「
六
つ
の
約
束
」
の
一
つ
目
、

「
嘘
を
つ
い
て
い
ま
せ
ん
か
？
」
に
反
し

ま
す
。
そ
う
い
う
前
例
を
作
っ
て
し
ま
っ

た
ら
、
絶
対
に
会
社
内
外
の
不
信
感
に
つ

な
が
り
ま
す
。
す
べ
て
作
り
直
し
て
納
品

す
る
よ
う
に
指
示
を
し
ま
し
た
。

　

信
頼
さ
れ
る
会
社
で
あ
り
続
け
る
た
め
、

こ
の
指
針
は
改
変
を
重
ね
て
い
ま
す
。

―
社
長
の
立
場
か
ら
、
今
の
子
供
た
ち
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
―

　

失
敗
を
恐
れ
な
い
で
ほ
し
い
で
す
。
失

敗
を
恐
れ
て
い
て
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
失
敗
を
人
の
せ
い
に
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
人
に
言
わ
れ
て
決
め
た
こ
と

は
、
失
敗
し
た
と
き
に
人
の
せ
い
に
し
た

く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、自
分
で
考
え
て
、

自
分
で
挑
戦
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

私
自
身
も
失
敗
を
恐
れ
ず
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
人
材
を
ど
ん
ど
ん
採
用
し
、
地
元
岡

崎
か
ら
、
世
界
中
で
活
躍
で
き
る
会
社
に

な
れ
る
よ
う
、
日
々
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

 

「
深
い
学
び
」
を
具
現
化
す
る

　
　
　
　

岡
崎
小
学
校

校
長　

鈴
木　

勝
久　

 

『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
て
、
実
践
を
し
て
い
く

の
か
。
子
供
が
「
深
い
学
び
」
を
目
指
す

た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
教
師
が

行
う
こ
と
が
肝
要
だ
と
考
え
る
。

　

一
つ
目
は
、
子
供
が
新
し
い
問
題
に
立

ち
向
か
う
と
き
、
子
供
自
身
の
既
有
知
識

や
経
験
を
も
と
に
臨
め
る
よ
う
に
す
る
こ

と
だ
。
こ
の
と
き
教
師
が
そ
の
既
有
知
識

や
経
験
を
把
握
し
、
教
材
と
結
び
つ
け
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
大
切
で
あ
る
。

子
供
の
既
有
知
識
や
経
験
が
足
り
な
い
と

判
断
し
た
の
な
ら
ば
、
積
極
的
に
活
動
等

を
取
り
入
れ
、
足
り
な
い
知
識
や
経
験
を

補
う
必
要
が
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
子
供
の
問
い
を
生
み
出
す

こ
と
だ
。
子
供
の
問
い
は
、
具
体
的
で
、

生
活
場
面
に
則
し
た
状
況
か
ら
生
ま
れ
る
。

教
科
書
の
題
材
も
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
教
師
が
そ
の
教
科
書
に
書
か
れ
て
い

氏
名

　

は
っ
と
り

　

と
し
お

生
年
月
日

　

昭
和
六
一
年

　

九
月
十
日

住
所

　

岡
崎
市
柱
町

ふるさとシリーズ ― この人に聞く ―／羅針盤
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一
学
期
も
終
わ
り
に
近
づ
く
頃
に
は
、

さ
ら
に
変
化
が
表
れ
た
。
チ
ー
ム
で
学
習

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
き
に
、
外
国
籍
の

級
友
の
た
め
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
翻
訳
機
能

を
駆
使
し
て
、
意
見
を
聞
き
出
す
姿
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
、

清
掃
活
動
で
は
、
仕
事
が
う
ま
く
分
担
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
級
友
に
意

見
を
伝
え
て
い
る
姿
も
あ
っ
た
。

　

二
学
期
に
な
り
、
Ａ
さ
ん
か
ら
、

 

「
後
期
代
表
委
員
に
な
り
た
い
で
す
。
姉

に
少
し
近
づ
け
る
と
思
う
ん
で
す
。」

と
相
談
を
受
け
た
。

 

「
い
つ
も
授
業
中
、
チ
ー
ム
の
仲
間
の
た

め
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
よ
ね
。
Ａ
さ
ん
な

り
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
ば
い
い
。
み
ん
な

の
横
に
立
っ
て
、
一
緒
に
動
い
て
く
れ
る

そ
ん
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
。」

と
そ
っ
と
背
中
を
押
し
た
。

　

Ａ
さ
ん
は
納
得
し
た
様
子
で
う
な
ず

い
た
。
二
学
期
以
降
は
、
大
き
な
学
校
行

事
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
級
友
の
た
め
に
行

動
し
、一
歩
ず
つ
、自
分
な
り
の
リ
ー
ダ
ー

へ
と
成
長
し
て
い
く
。
そ
ん
な
Ａ
さ
ん
を

支
え
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

一
歩
ず
つ

　

六
ツ
美
西
部
小
学
校

教
諭　

中
島　
　

翼　
 

「
ど
う
し
て
も
、
手
を
挙
げ
て
意
見
が
言

え
な
い
ん
で
す
。」

　

一
学
期
の
半
ば
、
五
年
生
の
Ａ
さ
ん
は

生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
に
そ
う
記
し
た
。

　

普
段
、
教
師
や
級
友
に
対
し
て
分
け
隔

て
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
、

明
る
い
Ａ
さ
ん
の
姿
を
見
て
き
た
私
は
、

こ
の
悩
み
に
少
し
驚
い
た
。
確
か
に
、
休

み
時
間
の
様
子
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
授

業
中
の
Ａ
さ
ん
は
お
と
な
し
い
。
一
生
懸

命
に
ノ
ー
ト
を
と
り
、
学
習
に
集
中
し
て

い
る
が
、
な
か
な
か
発
言
を
し
な
い
。

　

Ａ
さ
ん
の
悩
み
を
何
と
か
し
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
Ａ
さ
ん
を
呼
ん
で
話
を

聞
く
こ
と
に
し
た
。「
手
を
挙
げ
て
意
見
を

言
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
け
ど
、
勇
気

が
出
な
い
」
と
言
う
Ａ
さ
ん
に
、「
そ
う

思
っ
た
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
の
」
と
聞
い

て
み
た
。
Ａ
さ
ん
は
、
少
し
悩
む
よ
う
な

表
情
を
し
た
後
、
重
い
口
を
開
い
た
。

 

「
私
、
自
信
が
無
い
で
す
。
失
敗
し
た
ら

ど
う
し
よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。」

少
し
間
を
置
い
て
か
ら
、

 

「
私
に
は
お
姉
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
と
て
も

優
秀
で
す
。
だ
か
ら
、
お
姉
ち
ゃ
ん
み
た

い
に
な
り
た
い
け
ど
、
無
理
な
ん
で
す
。」

と
、
Ａ
さ
ん
は
心
の
内
を
打
ち
明
け
て
く

れ
た
。
Ａ
さ
ん
の
よ
さ
を
引
き
出
す
た
め

に
は
、
少
し
ず
つ
自
信
を
育
ん
で
い
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

「
じ
ゃ
あ
算
数
の
授
業
の
始
め
に
、
前
の

授
業
の
復
習
問
題
を
出
す
か
ら
、
分
か
っ

た
ら
手
を
挙
げ
て
み
よ
う
よ
。」

　

Ａ
さ
ん
は
小
さ
く
う
な
ず
い
た
。

　

あ
る
日
の
算
数
の
授
業
の
始
め
に
、
約

束
通
り
、
復
習
問
題
を
提
示
し
た
。
教
室

全
体
を
見
渡
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
Ａ
さ

ん
の
手
が
、
お
そ
る
お
そ
る
挙
が
っ
た
の

が
分
か
っ
た
。

　

指
名
す
る
と
少
し
自
信
な
さ
げ
に
解

答
し
た
。
他
の
児
童
が
「
同
じ
で
す
」
と

言
う
と
、
よ
う
や
く
表
情
が
和
ら
い
だ
。

勇
気
を
出
し
て
挙
手
し
て
発
言
で
き
た
こ

と
が
う
れ
し
く
て
、
授
業
が
終
わ
る
と
、

Ａ
さ
ん
に
真
っ
先
に
駆
け
寄
っ
た
。
勇
気

を
出
し
て
発
言
し
た
こ
と
を
褒
め
る
と
、

Ａ
さ
ん
は
照
れ
く
さ
そ
う
に
は
に
か
ん
だ
。

 

「
ま
ず
は
自
信
の
あ
る
と
こ
ろ
で
い
い
か

ら
、
一
日
一
回
は
、
頑
張
っ
て
手
を
挙
げ

て
み
よ
う
。」

と
伝
え
る
と
、少
し
う
れ
そ
う
に
「
は
い
」

と
答
え
た
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
、
机
間
指
導
時
に
Ａ
さ

ん
の
ノ
ー
ト
を
見
て
、
よ
い
考
え
の
と
こ

ろ
に
赤
ペ
ン
で
丸
を
付
け
た
。
意
図
的
に

指
名
し
、
発
言
す
る
機
会
も
設
け
た
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
か
、Ａ
さ
ん
は
少
し
ず
つ
、

手
を
挙
げ
て
自
分
の
考
え
や
意
見
を
伝
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
授
業
中
に
発

言
す
る
Ａ
さ
ん
の
表
情
か
ら
も
、
自
信
が

う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

る
教
え
る
べ
き
内
容
を
読
み
解
い
た
う
え

で
、
目
の
前
の
子
供
の
日
常
生
活
か
ら
題

材
を
見
つ
け
、
具
体
的
で
真
実
味
の
あ
る

教
材
を
準
備
す
る
と
、
さ
ら
に
効
果
が
高

ま
る
。

　

算
数
・
数
学
の
場
合
で
考
え
る
と
、
子

供
は
、
解
き
明
か
し
た
い
問
い
が
生
ま
れ

れ
ば
、
簡
潔
・
明
瞭
・
的
確
に
物
事
を
整

理
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
に
共
通
点
を

探
し
、
統
合
す
る
こ
と
で
新
た
な
概
念
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
学
校
二
年

生
の
九
九
の
場
面
で
、「
こ
の
方
法
は
、
ど

こ
か
で
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
似
た
よ
う

な
こ
と
が
前
に
も
あ
っ
た
ぞ
」「
例
え
ば
、

九
九
の
２
の
段
と
３
の
段
を
足
す
と
５
の

段
が
で
き
る
」「
１
の
段
と
４
の
段
を
足
し

て
も
５
の
段
が
で
き
る
」「
だ
っ
た
ら
、
６

の
段
は
２
の
段
と
４
の
段
を
足
せ
ば
で
き

る
の
か
な
」「
九
九
は
習
っ
た
こ
と
を
使
え

ば
、
覚
え
な
く
て
も
作
る
こ
と
が
で
き
る

ぞ
」
と
い
う
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
算
数
・
数
学
は
や
り
方
を
暗
記
し
て

覚
え
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
考
え
て

創
り
出
す
も
の
だ
と
い
う
主
体
的
に
動
き

出
す
子
供
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

い
ず
れ
も
子
供
の
姿
を
捉
え
た
う
え
で
、

そ
の
教
科
の
見
方
・
考
え
方
を
研
究
し
、

教
材
を
創
り
上
げ
る
こ
と
で
、
子
供
は
新

鮮
な
驚
き
や
面
白
さ
と
共
に
学
び
の
よ
さ

を
感
じ
、「
深
い
学
び
」
を
具
現
化
で
き

る
の
で
あ
る
。

ふれあい



（4）

12 月号

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪♪春春風風そそよよぐぐ  菜菜のの花花（（六六ツツ美美地地区区））  

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

♪♪ホホタタルル舞舞いい（（鳥鳥川川地地区区ななどど））  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
♪♪御御田田植植歌歌のの  響響くく空空((中中島島町町))  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

  
 
 
 
    

▲鬼祭りの様子 

 
 
 
 

 

 

  

天皇陛下即位の大嘗祭で用いる新米を収穫するために選ばれた田を斎田という。京都より東日本の斎田を悠紀斎田、西日本の斎田を主基斎田
と呼ぶ。大正天皇即位の大嘗祭で六ツ美村中島が悠紀斎田に選ばれた。その際に行われた「御田植歌」、「御田植踊り」などが、今も伝承される。 
 

悠悠紀紀斎斎田田  

 
 

浄浄瑠瑠璃璃姫姫  

 
 

 岡崎市出身の物理学者。当時最強の永久磁石だったＫＳ鋼、新
ＫＳ鋼の発明者で「鉄鋼の父」とも呼ばれる。光太郎氏が残した
言葉「つとめてやむな」は、矢作南小学校の校訓になっている。 

本本多多光光太太郎郎  

 
 

▲岡崎のハーモニーでは毎年「夢ふくらませ」を合唱している 

岡崎の矢作の宿が主な舞台。身分を隠して京から奥州
に向かう源義経が、矢作の長者の娘である浄瑠璃姫と出
会い、惹かれ合う仲になるものの、悲恋の結末を迎える。 

 
 

十
月
十
九
日
︑
岡
崎
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
で
︑﹁
夢
ふ
く
ら
ま
せ
﹂
の
大
合
唱
が
行
わ

れ
た
︒
毎
朝
︑﹁
夢
ふ
く
ら
ま
せ
﹂
の
歌
で
ス
タ
ー

ト
す
る
小
学
校
も
あ
る
︒
各
小
学
校
で
歌
い
継
が

れ
て
い
る﹁
夢
ふ
く
ら
ま
せ
﹂は
︑十
三
年
前
︑﹁
岡

崎
の
心
を
醸
成
す
る
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら

れ
た
︒
中
学
校
で
歌
わ
れ
る
﹁
夢
受
け
継
い
で
﹂︑

小
・
中
学
校
に
お
け
る
表
現
運
動
に
活
用
で
き
る

﹁
夢
お
ど
る
﹂と
合
わ
せ
て﹁
お
か
ざ
き
の
心
の
歌 

夢
三
部
作
﹂
と
な
る
︒
今
回
は
︑﹁
夢
ふ
く
ら
ま
せ
﹂

に
描
か
れ
た
岡
崎
の
魅
力
を
写
真
で
紹
介
す
る
︒ 

﹁
夢
ふ
く
ら
ま
せ
﹂は
︑一
番
か
ら
順
に
岡
崎
の

四
季
を
表
し
て
お
り
︑
歌
詞
に
は
岡
崎
の
歴
史
と

伝
統
を
築
い
て
き
た
様
々
な
人
・
も
の
・
こ
と
が
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︒
岡
崎
の
ど
こ
に
住
む
子
供

に
と
っ
て
も
我
が
町
の
歌
だ
と
分
か
る
内
容
で
あ

る
︒ま
た
︑歌
詞
を
き
っ
か
け
に
自
分
の
ま
ち
に
興

味
を
も
ち
︑
総
合
学
習
の
テ
ー
マ
と
し
て
学
ぶ
子

供
の
姿
も
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
た
︒
子
供
た
ち

が
ふ
る
里
に
愛
着
を
も
ち
︑
将
来
な
り
た
い
自
分

へ
と
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
作
成
者

の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
夢
受
け
継
い
で
﹂

﹁
夢
お
ど
る
﹂
の
二
曲
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
︒ 

各
校
で
は
︑
地
域
に
学
び
︑
先
人
に
学
び
︑
岡
崎

の
心
を
育
む
子
供
た
ち
の
姿
が
あ
る
︒﹁
お
か
ざ
き

の
心
の
歌
﹂は
︑ふ
る
里
の
風
景
や
思
い
出
と
共
に

子
供
た
ち
の
心
に
根
付
い
て
い
く
だ
ろ
う
︒ 

今
回
紹
介
し
た
他
に
も
︑﹁
ふ
る
里
お
か
ざ
き
﹂

の
良
さ
は
歌
詞
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

歌
を
聴
き
︑頭
に
浮
か
ぶ
場
所
や
︑足
を
運
ん
だ
こ

と
の
あ
る
場
所
は
い
く
つ
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
私
た

ち
教
職
員
こ
そ
︑岡
崎
の
歴
史
や
偉
人
︑地
域
か
ら

学
び
︑
子
供
た
ち
に
培
い
た
い
﹁
岡
崎
の
心
﹂
を
深

く
知
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
歌
に
あ
る
場
所
を
訪

れ
︑﹁
ふ
る
里
お
か
ざ
き
﹂
の
良
さ
を
再
発
見
す
る

き
っ
か
け
と
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
︒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲寺や家康の魅力を紹介する「大樹寺っ子ガイド」（大樹寺小） 

 

♪♪平平和和をを願願うう家家康康 
 

▲「三河武士のやかた家康館」の見学（根石小） 

 

▲家康学習から発展「ジュニア家康公検定」 

 

▲悠紀斎田 御田植祭りの様子（六ツ美南部小） 

 
▲ホタルの幼虫を放流する様子（河合中） 

 
▲菜種油作り体験の様子（六ツ美中部小） 

 

♪♪玉玉石石をを積積むむ  大大樽樽のの（（八八丁丁町町））  
 

▲八帖味噌工場見学の様子（広幡小） 

 

♪♪春春告告ぐぐ祭祭りり  滝滝山山寺寺（（滝滝町町））  
 

▲滝山寺 ▲鬼祭りの様子 

▲光太郎の勉強部屋が残る本多光太郎資料館(東公園内) 

 

♪♪努努めめててややままぬぬ光光太太郎郎（（新新堀堀町町））  
 

♪♪浄浄瑠瑠璃璃姫姫をを  物物語語るる（（吹吹矢矢町町））  
 

▲浄瑠璃姫の墓（成就院） 

 
▲瑠璃山 成就院 

 

おかざきの心の歌 「夢ふくらませ」に見る岡崎再発見
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♪♪春春告告ぐぐ祭祭りり  滝滝山山寺寺（（滝滝町町））  
 

▲滝山寺 ▲鬼祭りの様子 

▲光太郎の勉強部屋が残る本多光太郎資料館(東公園内) 

 

♪♪努努めめててややままぬぬ光光太太郎郎（（新新堀堀町町））  
 

♪♪浄浄瑠瑠璃璃姫姫をを  物物語語るる（（吹吹矢矢町町））  
 

▲浄瑠璃姫の墓（成就院） 

 
▲瑠璃山 成就院 

 

おかざきの心の歌 「夢ふくらませ」に見る岡崎再発見
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12 月号 お知らせ

●
四
季
の
会
・
冬
研
修
会
開
催

時　

十
二
月
二
十
四
日
㈫
十
四
時

所　

総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
多
目
的

ホ
ー
ル
・
各
学
校
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

講
師

・
東
京
経
営
短
期
大
学
こ
ど
も
教

育
学
科
特
別
講
師

・
幼
児
教
室
講
師
兼
経
営
者

・
競
泳
・
池
江
璃
花
子
選
手
の
母

　

池
江　

美
由
紀　

氏

講
師
紹
介

　

約
三
十
年
間
、
子
ど
も
の
た
め

の
能
力
開
発
教
室
に
お
い
て
指
導

し
て
き
た
。
子
ど
も
の
才
能
を
引

き
出
し
、
本
番
力
、
人
間
力
、
何

が
あ
っ
て
も
あ
き
ら
め
な
い
強
い

心
を
育
む
指
導
を
し
て
い
る
。

●
ジ
ュ
ニ
ア
家
康
公
検
定

時　

令
和
七
年
一
月
十
七
日
㈮

所　

各
小
学
校

対
象　

小
学
校
六
年
生

申
し
込
み　

各
担
任
に
申
し
込
み

（
本
年
度
は
申
し
込
み
終
了
）

方
法　

マ
イ
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
よ
り

検
定
を
行
う
。

〇
女
子
カ
ヤ
ッ
ク
四
人
乗
り

　

2
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

板
倉　

ゆ
い
・
市
名　

柚
月

　
　

内
田　

真
緒
・
鈴
木　

杏
梨

　

3
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

長
谷
川
理
央
・
梶　

絵
美
梨

　
　

小
山
日
菜
乃
・
沼
沢　

瑠
那

〇
男
子
カ
ヤ
ッ
ク
四
人
乗
り

　

3
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

藤
川　

耀
斗
・
水
野　
　

樹

　
　

瀧
澤　

航
平
・
針
生
虎
之
助　

◆
第
13
回
日
本
学
校
合
奏
コ
ン
ク
ー
ル

２
０
２
４
全
国
大
会
グ
ラ
ン
ド
コ
ン
テ
ス
ト

〇
中
学
校
の
部

　

最
優
秀
賞　
　
　
　
　

翔
南
中

　

優
秀
賞　
　
　
　
　
　

福
岡
中

◆
第
91
回
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
学
校
音
楽

コ
ン
ク
ー
ル
全
国
コ
ン
ク
ー
ル

優
良
賞　
　
　
　
　
　
　

三
島
小

◆
第
67
回
中
部
日
本
吹
奏
楽
コ
ン

ク
ー
ル
本
大
会 

〇
中
学
校
部
門
小
編
成

　

銀
賞　
　
　
　
　
　
　

矢
作
中

◆
第
38
回
東
海
マ
ー
チ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト

〇
パ
レ
ー
ド
コ
ン
テ
ス
ト
の
部

　

銀
賞　
　
　
　
　
　
　
　

南
中　

◆
令
和
6
年
度
愛
知
県
中
学
生
技

術
・
家
庭
科
創
造
も
の
づ
く
り

フ
ェ
ア　

愛
知
県
大
会
「
創
造
ア

イ
デ
ア
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」

〇
計
測
・
制
御
部
門

　

2
位　
　
　
　
　
　
　

福
岡
中

　
　

梅
村　

明
煌
・
垣
花　

竜
翔

　

3
位　
　
　
　
　
　
　

福
岡
中

　
　

樋
口
琥
央
真
・
大
石　
　

新

　
　

飯
島
章
之
亮

◆
第
68
回
日
本
学
生
科
学
賞　

愛
知
県
展

学
校
賞　
　
　
　
　
　
　
　

南
中

最
優
秀
賞（
愛
知
県
教
育
委
員
会
賞
）

　

南
中　
　
　
　
　

西
本　
　

紬

最
優
秀
賞（
名
古
屋
市
科
学
館
賞
）

　

南
中　
　
　
　
　

古
田　

志
織

　

岩
津
中　
　
　
　

犬
塚　

大
介

最
優
秀
賞（
読
売
新
聞
社
賞
）

　

東
海
中　
　
　
　

丸
山　

喜
生

内
容　

徳
川
家
康
公
の
関
連
問
題

五
十
問
出
題
（
四
者
択
一
）

受
検
記
念
品　

オ
リ
ジ
ナ
ル
ク
リ

ア
フ
ァ
イ
ル（
全
員
）

表
彰
式　
令
和
七
年
三
月
一
日（
予
定
）

●
О
Ｋ
―
Ｅ  

Ｆｅｓ
ｔａ
２
０
２
４

　

十
一
月
九
日
㈯
岡
崎
市
総
合
学

習
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、「
О
Ｋ
―
Ｅ

Ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
２
０
２
４
」を
行
っ
た
。

英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
向
上
や
国
際
理
解
を
深

め
よ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
等
を

目
的
と
し
て
お
り
、平
成
三
十
年
か

ら
今
年
で
五
回
目
の
開
催
と
な
る
。

　

対
象
は
、
小
学
校
六
年
生
、
中

学
校
一
・
二
年
生
で
、
日
頃
、
外

国
語
活
動
や
英
語
学
習
で
各
校
に

派
遣
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｌ
Ｔ
た
ち
が

講
師
と
な
り
、
オ
ー
ル
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
で
の
体
験
活
動
を
行
っ
た
。

●
表　

彰

◆
Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
カ
ッ

プ
第
18
回
Ｕ
18
第
55
回
Ｕ
16
陸
上
競
技
大
会

〇
円
盤
投（
１
．５
０
０
ｋｇ
）

　

10
位　

福
岡
中　

宮
地　

嵐
俄

◆
第
6
回
愛
知
県
中
学
校
新
人
陸
上
競
技
大
会

○
男
子
３
０
０
０
ｍ 

　

1
位　

大
会
新

　
　
　
　

福
岡
中　

坂
井　

俊
太

〇
男
子
１
５
０
０
ｍ

　

1
位　

南
中　
　

尾
田　

祥
太

〇
男
子
８
０
０
ｍ

　

1
位　
六
ツ
美
中　

村
松　

支
葵

〇
女
子
円
盤
投（
１
．０
０
０
ｋｇ
）

　

1
位　

翔
南
中　

鈴
木　

万
結

〇
男
子
円
盤
投（
１
．５
０
０
ｋｇ
）

　

2
位　

福
岡
中　

瀧
川　

創
介

〇
男
子
走
高
跳

　

2
位　

竜
海
中　

田
井
中
大
和

◆
第
31
回
愛
知
県
中
学
校
カ
ヌ
ー
大
会
新
人
戦 

○
男
女
総
合

　

1
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

〇
女
子
総
合

　

1
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

〇
男
子
総
合

　

2
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

〇
男
子
カ
ヤ
ッ
ク
一
人
乗
り

　

1
位　
新
香
山
中　

水
野　
　

樹

〇
女
子
カ
ヤ
ッ
ク
一
人
乗
り

　

1
位　
新
香
山
中　

市
名　

柚
月

〇
男
子
カ
ヤ
ッ
ク
二
人
乗
り

　

1
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

水
野　
　

樹
・
針
生
虎
之
助

〇
女
子
カ
ヤ
ッ
ク
二
人
乗
り

　

2
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

板
倉　

ゆ
い
・
市
名　

柚
月

　

3
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

内
田　

真
緒
・
鈴
木　

杏
梨

〇
男
子
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
二
人
乗
り

　

2
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

伊
藤　

壱
映
・
中
澤　

一
護

　

3
位　
　
　
　
　
　

新
香
山
中

　
　

小
野
田
圭
杜
・
末
吉　

悠
真

◆
第
72
回
統
計
グ
ラ
フ
全
国
コ
ン
ク
ー
ル

〇
第
1
部（
小
学
校
1
～
2
年
生
）

　

佳
作　

三
島
小　

浅
野　

新
太

〇
第
2
部（
小
学
校
3
～
4
年
生
）

　

入
選　

井
田
小　

加
藤
日
々
希

〇
第
3
部（
小
学
校
5
～
6
年
生
）

　

佳
作　
竜
美
丘
小　

中
野　

莉
絵

〇
第
4
部
（
中
学
生
）

　

佳
作　

竜
海
中　

野
田
紗
恵
理

〇
パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部 

　

佳
作　
新
香
山
中　

藤
井
星
史
郎

◆
第
68
回
愛
知
県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

〇
第
1
部（
小
学
校
1
～
2
年
生
）

　

金
賞　

三
島
小　

秋
葉　

奏
志

　
　
　
　
　
　
　
　

浅
野　

新
太

〇
第
2
部（
小
学
校
3
～
4
年
生
）

　

金
賞　

三
島
小　

中
西　

真
優

　
　
　
　

井
田
小　

加
藤
日
々
希

〇
第
3
部（
小
学
校
5
～
6
年
生
）

　

金
賞　

三
島
小　

判
治　

里
紗

　
　
　
　

三
島
小　

丸
山　

明
莉

　
　
　
　
竜
美
丘
小　

中
野　

莉
絵

〇
第
4
部
（
中
学
生
）

　

金
賞　

竜
海
中　

織
田
浩
太
朗

　
　
　
　

竜
海
中　

野
田
紗
恵
理

〇
パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部

　

金
賞　
新
香
山
中　

早
川　

琴
美

　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井
星
史
郎

◆
令
和
6
年
度
み
ど
り
の
少
年
団
表
彰

み
ど
り
の
奨
励
賞

（
国
土
緑
化
推
進
機
構
理
事
長
賞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形
埜
小

◆
令
和
6
年
度
全
国
緑
の
少
年
団
活
動
発
表
大
会

大
会
会
長
賞　
　
　
　
　

形
埜
小

◆
第
35
回
伊
藤
園
お
～
い
お
茶
新
俳
句
大
賞

佳
作
特
別
賞（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
掲
載
）

　
　
　

南
中　
　
　

大
谷
美
沙
希　
　
　

佳
作　

南
中　
　
　

髙
田　

真
緒　

時時 所所 講
師

対
象

内
容

方
法

講
師
紹
介

申
し
込
み

表
彰
式

受
検
記
念
品

お知らせ
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No. 6 1 9お知らせお知らせ

番号 相談窓口 電話番号 相談受付日時

1 岡崎市教職員相談ダイヤル 0564-64-3322 火曜日～金曜日　12:00 ～ 19:00
土曜日　　　　　12:00 ～ 16:30

2 岡崎市こころのホットライン 0564-64-7830 月曜日～金曜日　13:00 ～ 20:00
3 愛知県総合教育センター教育相談 0561-38-2217 月曜日～金曜日　 9:00 ～ 16:00
4 あいちこころのホットライン 365 052-951-2881 年中無休　9:00 ～ 16:30
5 名古屋いのちの電話 052-931-4343 年中無休　24 時間

教職員の相談窓口
【対象】全教職員　　【相談内容】・勤務のこと・家庭のこと・心や体のこと　等

令和 6 年度全国学力・学習状況調査　岡崎市の分析結果
《小学校 6 年生》
科 調査結果から捉えられる傾向

国
語

できている
・人物像や物語の全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりする力がたいへん優れている。
・日常的に読書に親しみ、読書が、自分の考えを広げることに役立つことに気付くことができている。
・目的や意図に応じて、事実と感想、意見とを区別して書くなど、自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫する力が優れている。
・登場人物の相互関係や心情などについて、描写を基に捉える力がやや弱い。
・学年別配当漢字表に示されている漢字を、文の中で正しく使う力が弱い。

算
数

たいへんよくできている
・除数が小数である場合の除法の計算をする力がたいへん優れている。
・問題場面の数量の関係を捉え、式に表す力がたいへん優れている。
・速さの意味についてたいへんよく理解している。
・除数が小数である場合の除法について、除数と商の大きさの関係についてたいへんよく理解している。
・直方体の見取り図について理解し、かく力がやや弱い。

学
習
状
況

・「自分と違う意見について考えるのは楽しい」と感じている児童の方が、正答率が高い傾向にある。
・学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると感じている児童の方が、正答率が高い。
・分からないことや詳しく知りたいことがあったとき、自分で学び方を考え、工夫することができる児童の方が、高い正答率を得ている。
・「朝食を毎日食べる」「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」「毎日、同じくらいの時刻に起きている」など、規則正しい生活を送る児童の方が、正答率が高い。
・「自分にはよいところがある」「先生はよいところを認めてくれている」など、自己肯定感が高く、承認欲求が満たされている児童の方が、正答率が高い。

生
活
状
況

・「人が困っているときは、進んで助けている」「困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談できる」と答えた児童の
割合は、全国平均を上回っている。

・学校の授業時間以外の普段（月曜日から金曜日）や、土曜日や日曜日など学校が休みの日の１日当たりの勉強時間（学習塾や家庭教師、インター
ネットを活用した学び等も含む）は、全国平均を下回っている。

《中学校 3 年生》
科 調査結果から捉えられる傾向

国
語

よくできている
・目的や意図に応じて、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にする力がたいへん優れている。
・文章の全体と部分との関係に注意しながら、主張と例示との関係を捉える力がたいへん優れている。
・文の成分の順序や照応について、たいへんよく理解している。
・具体や抽象など、情報と情報との関係についてよく理解している。
・必要に応じて質問しながら話の内容を捉える力がやや弱い。

数
学

よくできている
・グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈する力がたいへん優れている。
・確率を求める力がたいへん優れている。
・与えられたデータから最頻値を求める力がたいへん優れている。
・等式を目的に応じて変形する力がたいへん優れている。
・連続する二つの偶数を、文字を用いた式で表す力がやや弱い。

学
習
状
況

・「朝食を毎日食べる」生徒は、そうではない生徒に比べ、高い正答率を得ている。
・「学校に行くのは楽しい」「自分と違う意見について考えるのは楽しい」と感じている生徒の方が、正答率が高い傾向にある。
・「自分にはよいところがある」「先生はよいところを認めてくれている」など、自己肯定感が高く、承認欲求が満たされている生徒の方が、正答率が高い。
・「1、2年生のときに受けた授業で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器をどの程度使用したか」との質問に対し、「ほぼ毎日」と回答した生徒の方が、高い正答率を得ている。

生
活
状
況

・「人が困っているときは、進んで助けている」「いじめは、どんな理由があってもいけないことだ」「困りごとや不安があるときに、先生や学校
にいる大人にいつでも相談できる」と答えた生徒の割合は、全国平均を上回っている。

・放課後や週末において「部活動」や「習い事」に取り組んでいると答えた生徒の割合は、全国平均を上回っている。
・「毎日同じくらいの時刻に起きている」「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」と答えた生徒の割合は、全国平均を下回っている。

◆
令
和
六
年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

に
お
け
る
岡
崎
市
立
小
中
学
校
児
童
生
徒

の
結
果
に
つ
い
て

１　

調
査
分
析
概
要（
全
国
の
平
均
正
答
率

と
比
較
し
て
）

　
　

小
学
校
に
お
い
て
は
、
国
語
の「
書
く
こ

と
」「
読
む
こ
と
」が「
で
き
て
い
る
」、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」が「
お
お
む
ね
満
足

で
き
る
」状
況
で
あ
る
。
算
数
の「
数
と
計

算
」「
変
化
と
関
係
」が「
た
い
へ
ん
よ
く
で

き
て
い
る
」、「
図
形
」「
デ
ー
タ
の
活
用
」

が「
で
き
て
い
る
」状
況
で
あ
る
。

　
　

中
学
校
に
お
い
て
は
、
国
語
の「
読
む

こ
と
」が「
た
い
へ
ん
よ
く
で
き
て
い
る
」、

「
書
く
こ
と
」が「
よ
く
で
き
て
い
る
」、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」が「
で
き
て
い
る
」

状
況
で
あ
る
。
数
学
の「
デ
ー
タ
の
活
用
」

が「
た
い
へ
ん
よ
く
で
き
て
い
る
」、「
関

数
」が「
よ
く
で
き
て
い
る
」、「
数
と
式
」

「
図
形
」が「
で
き
て
い
る
」状
況
で
あ
る
。

２　

岡
崎
市
教
育
委
員
会
の
指
導
改
善
等
の

取
組

⑴　

国
語
、
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
、
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
詳
細
に
把
握
し
ま
す
。

⑵　

⑴
の
分
析
結
果
を
受
け
、
そ
の
授
業
改

善
案
等
を
教
育
委
員
会
が
各
学
校
へ
伝

え
、
必
要
に
応
じ
て
担
当
指
導
主
事
等
が

学
校
訪
問
を
行
い
、
改
善
状
況
を
確
認
し

た
り
、
指
導
し
た
り
し
ま
す
。

⑶　

各
学
校
で
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
し
ま
す
。

⑷　

子
供
た
ち
の
生
活
習
慣
や
学
習
環
境
が

学
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
、
家
庭
や

地
域
に
周
知
し
た
上
で
、
家
庭
や
地
域
と

連
携
し
な
が
ら
改
善
を
図
る
取
組
を
行

い
、
総
合
的
な
学
力
の
向
上
に
努
め
る
よ

う
、
各
学
校
に
対
し
指
示
し
ま
す
。
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12 月号

心に残った一文~~~ ~~~

ホと

ッ

簡単だと思っていても、必ずしもうまく
いかないのが研究なのだ。

▲長距離走大会（六ツ美中学校）

師　走

　身近な魚たちが見せるヒトのような振
る舞いに「心」を感じた筆者は、「魚類心
理学」を志す。魚の心をのぞいてみたい
と、工夫を凝らした実験と行動観察を繰
り返す。敵がいない環境で過ごしている
と、餌の取り方が大胆になるヒラメ。「釣
られてたまるか」と釣りの仕掛けを見極
めるタイ。見えてくるのは、想像以上に
賢くて柔軟な魚の心である。
 「ヒトに魚と親しむ心があれば、魚もそ
れに応じる心がある」。タイトルに沿った
研究の数々は、すべて魚の心を想像した
仮説に基づいている。そこには、子供の
思いに沿って手だてを講じる、日々の授
業づくりのヒントが隠れている。

＊クスノキの女神 東野　圭吾
　　実業之日本社 ¥1,800
＊はたらく土の虫 藤井　佐織
　　瀬谷出版株式会社　 ¥2,400
＊かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった
 新井　洋行
　　株式会社パイインターナショナル ¥1,350
 常磐南小学校　林　　幸康

＊ヒト心あれば魚心 高橋　宏司
　　京都大学学術出版会 ￥2,200

・
カ　

ッ　

ト

六
ツ
美
中

大　

竹　

紗
弥
加

中庭で一学期終業式
（昭和60年）
写真提供：北野小学校

　

本
音
を
打
ち
明
け
て
く
れ
た
Ａ
さ
ん
。子
供
た
ち
は
、周

囲
と
の
関
わ
り
の
中
で
、様
々
な
思
い
を
も
つ
。手
を
挙
げ

ら
れ
な
い
、自
信
が
も
て
な
い
。悩
ん
だ
末
に
Ａ
さ
ん
は
教

師
に
本
音
を
伝
え
る
。成
長
し
よ
う
と
陰
で
努
力
し
続
け
て

い
る
そ
の
表
情
は
少
し
ず
つ
、
晴
れ
や
か
に
な
っ
た
。

　

一
年
の
終
わ
り
に
、
Ａ
さ
ん
に
心
の
変
化

に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
い
。

　

次
の
世
代
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
「
お
か
ざ

き
の
心
の
歌
」。
岡
崎
の
子
供
た
ち
が
考
え
た
言
葉
を
使

い
、
豊
か
な
自
然
と
歴
史
と
伝
統
あ
る
岡
崎
の
魅
力
が
、

歌
詞
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
々
の
忙
し
さ
の
中
で
少
し
立
ち
止
ま
り
、
岡
崎
の

自
然
に
触
れ
、
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に

思
い
を
は
せ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

ト
ッ
プ 
オ
ブ 
メ
ー
カ
ー
と
し
て
、
半
端

な
製
品
は
提
供
で
き
な
い
と
い
う
プ
ラ
イ
ド

が
、社
長
の
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
に
じ
み
出
る
。「Hattori 

W
ay

」
で
理
念
や
目
標
を
共
有
す
る
こ
と
で
、社
員
が
一

枚
岩
と
な
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

信
頼
さ
れ
る
会
社
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
努
力
を
惜
し

ま
な
い
。
私
た
ち
教
員
も
見
習
う
べ
き
姿
勢
で
あ
る
。

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

　

写
真
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
に
開
校
し
た
北
野

小
の
一
学
期
の
終
業
式
の
様
子
で
あ
る
。
体
育
館

が
建
設
中
だ
っ
た
た
め
、
全
校
児
童
が
中
庭
に
集

ま
り
、
青
空
の
下
の
終
業
式
と
な
っ
た
。

　

こ
の
中
庭
は
、
上
履
き
の
ま
ま
外
に
出
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
休
み
時
間
に
は
多
く
の
子
供
た

ち
が
楽
し
く
過
ご
し
、
憩
い
の
場
、
交
流
の
場
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
に
行
う
「
こ
い
の
ぼ

り
集
会
」
な
ど
の
全
校
が
集
ま
る
場
所
と
し
て
の

役
割
も
担
っ
て
い
る
。

　

ど
の
学
校
に
も
、
子
供
た
ち
が
集
ま
る
特
別
な

場
所
が
あ
る
。
何
年
か
後
、
母
校
を
訪
れ
た
と
き

に
懐
か
し
さ
と
共
に
、そ
の
頃
の
思
い
出
も
蘇
る
。


