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は
じ
め
に 

５
月
３０
日
、
岡
山
県
立
東
岡
山

工
業
高
等
学
校
で
教
職
員
人
権
教

育
研
修
会
が
「
中
国
残
留
日
本
人

孤
児
の
歩
み
か
ら
人
権
を
考
え
る
」

と
題
し
て
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
高

杉
さ
ん
が
講
師
を
務
め
、
私
が
解

説
者
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。 

東
岡
工
で
は
初
め
て
の
研
修
会

で
し
た
が
、
県
総
体
前
で
忙
し
い
と

き
に
約
４０
人
の
教
職
員
が
、
最
後

ま
で
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。 

お
礼
状
の
紹
介 

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
に
初
め

て
会
う
先
生
が
、
校
長
を
は
じ
め
と

し
て
少
な
か
ら
ず
お
り
ま
す
。 

お
二
人
の
貴
重
な
お
話
を
通
じ

過
去
の
戦
争
の
傷
跡
を
生
々
し
く

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

新
支
援
法
施
行
後
も
ま
だ
、
解

第
４４
回
全
国
き
り
え
コ
ン
ク
ー
ル 

岡
山
き
り
え
の
会 

優
秀
作
や
入
選
作
続
出 

 
 

日
中
友
好
協
会
の
全
国
大
会
に

あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
、
全
国
き

り
え
コ
ン
ク
ー
ル
、
今
年
は
第
４４
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

岡
山
き
り
え
の
会
か
ら
も
多
数
の

出
品
が
あ
り
、
そ
の
作
品
の
水
準
の

高
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。 

最
優
秀
作
品
賞
に
、
岸
本
幾
代

さ
ん
の
「
鎮
守
さ
ま
」
、
優
秀
作
・
新

人
賞
に
平
谷
順
子
さ
ん
の
「
６６
年

目
の
広
島
」
、
優
秀
作
に
佐
々
木
ふ

さ
子
さ
ん
の
「
藤
の
咲
く
道
」
、
岸

本
幾
代
さ
ん
「
路
地
」
、
佳
作
に
竹

内
宣
子
さ
ん
「
阿
智
神
社
」
、
入
選

に
松
岡
多
喜
子
さ
ん
「
松
永
湾
」
、

竹
内
宣
子
さ
ん
「
街
角
の
バ
ラ
屋
さ

ん
」な
ど
多
数
選
ば
れ
て
い
ま
す
。 

今
後
の
皆
様
の
ご
活
躍
に
大
い

に
期
待
し
ま
し
ょ
う
。 

想
像
力
を
働
か
し
て 

聞
い
て
ほ
し
い 

私
は
、
自
分
の
体
験
を
も
と
に

「
孤
児
」
が
生
ま
れ
た
原
因
及
び
高

杉
さ
ん
の
戦
争
体
験
を
聞
く
上
で

大
切
な
こ
と
と
し
て
、
次
の
３
点
を

強
調
し
ま
し
た
。 

一
、
想
像
力
を
働
か
し
て
聞
い
て
ほ

し
い
。 

二
、
歴
史
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
、

相
手
の
側
か
ら
も
見
て
ほ
し
い
。 

三
、
死
者
の
数
字
を
見
る
と
き
に
、

人
々
が
ど
の
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た

の
か
、
ま
た
、
死
ん
だ
一
人
ひ
と
り

に
生
活
が
あ
り
家
族
が
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
て
ほ
し
い
。 

研
修
会
が
終
了
後
の
控
室
で
、

担
当
の
先
生
に
署
名
用
紙
１０
枚
を

渡
し
、
署
名
の
協
力
を
お
願
い
し
ま

し
た
。 

決
す
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。 

中
国
残
留
孤
児
た
ち
の
そ
れ
ぞ

れ
の
生
活
が
あ
り
、
家
族
が
あ
り
、

歴
史
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
い
と

思
い
ま
し
た
。 

教
職
員
一
同
、
と
っ
て
も
有
意
義

な
研
修
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

高
杉
さ
ん
「
配
偶
者
支
援
」
の

署
名
を
訴
え
る 

 

高
杉
さ
ん
は
、
中
国
で
の
生
活

（
「
孤
児
」
に
な
っ
た
経
緯
。
林
業
関

係
の
仕
事
、
肉
親
捜
し
の
努
力
な

ど
）
に
つ
い
て
、
話
し
ま
し
た
。
と
く

に
、
養
母
の
優
し
さ
（
冬
に
な
る
と

新
し
い
綿
入
れ
の
服
や
、
帽
子
な
ど

を
作
っ
て
く
れ
た
の
で
、
一
度
も
凍

傷
に
な
ら
な
か
っ
た
。
）に
ふ
れ
た
時

東
岡
工
教
職
員
人
権
教
育
研
修
会 

─

高
杉
さ
ん
の
「語
り
部
」活
動─

 

小
林
軍
治 

は
、
原
稿
を
見
ず
に

前
を
向
い
て
語
り
か

け
る
よ
う
に
話
し
ま

し
た
。  

日
本
に
帰
国
し
て

か
ら
は
、
日
本
語
学

習
や
仕
事
の
苦
労
、

な
ぜ
裁
判
を
起
こ
し

た
か
な
ど
に
つ
い
て
述

べ
ま
し
た
。 

最
後
に
「
中
国
帰

国
者
の
尊
厳
を
回
復

す
る
岡
山
の
会
」
が
取

り
組
ん
で
い
る
「
配
偶

者
支
援
の
国
会
請
願

署
名
」
へ
の
協
力
を
訴

え
ま
し
た
。 

原稿を見ずに話をする高杉さん 

解説をする小林さん 

６
月
５
日
火
曜
日
、
私
は
芳
田

公
民
館
で
開
催
さ
れ
た
中
国
帰
国

者
の
日
本
語
学
習
講
座
を
見
学
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

日
本
語
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方
々
は
、
自
作
の
絵
カ
ー
ド

や
プ
リ
ン
ト
を
準
備
し
、
時
折
中
国

語
を
交
え
な
が
ら
、
熱
心
に
授
業

を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。 

学
習
者
の
方
々
も
母
語
を
話
せ

る
安
心
感
か
ら
か
、
終
始
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
て
お
り
、
楽
し
そ
う
な
表
情
を

し
て
い
ま
し
た
。 

私
に
と
っ
て
と
て
も
印
象
的
だ
っ

た
の
が
、
こ
の
講
座
で
は
日
本
人
も

中
国
人
も
対
等
な
立
場
で
接
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
教
え
る
日
本
人
が

「
先
生
」
、
学
ぶ
中
国
人
が
「
生
徒
」

と
い
う
上
下
関
係
が
な
く
、
一
緒

に
わ
き
あ
い
あ
い
と
活
動
し
て
い
る

中
国
帰
国
者
の
日
本
語
学
習
講
座
を
見
学
し
て 

吉
田
絵
美 

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
私

自
身
も
皆
の
前
で
自
己
紹
介
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
上
、
授
業
に
も
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
楽
し

い
時
間
が
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
中
国
帰
国
者
の
日
本
語
学
習

講
座
に
は
、
誰
も
が
こ
こ
に
「
居
場

所
」
を
見
い
だ
せ
る
と
い
う
素
敵
な

魅
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。 

日本語学習講座の授業風景 

講師の宇垣さん 

最優秀作 岸本幾代さん「鎮守さま」 

2259 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

７
月
２
（月
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

貝吹 

竹内和 

竹内袈 

三垣 

て
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

辛
亥
革
命
記
念
館
で
の
交
流

や
意
見
交
換
で
は
、
「
さ
す
が
日

中
友
好
協
会
、
こ
の
ツ
ア
ー
に
参

加
し
て
良
か
っ
た
」
と
思
い
ま
し

た
。
き
ち
ん
と
歴
史
に
残
し
伝
え

て
行
く
、
中
国
の
底
力
も
感
じ
ま

し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 

つ
づ
く 

私
は
、
１
９
９
８
年
に
仕
事
で

上
海
へ
、
２
０
０
０
年
に
は
、
旧
満

州
で
７
歳
ま
で
過
ご
し
た
父
と
長

春
や
大
連
に
い
き
ま
し
た
。
次
は

「
ウ
ー
ロ
ン
茶
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
よ

う
な
中
国
に
行
き
た
い
」
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。 

「
璃
江
下
り
が
で
き
る
」
と
参

加
し
た
５
日
間
の
中
国
旅
行
で
感

じ
た
事
や
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
ぶ
や

き
ま
す
。 

『
中
国
は
お
お
ざ
っ
ぱ
で
、 

え
ー
か
げ
ん
で
、
お
お
ら
か
な
国
』 

上
海
も
広
州
も
大
都
会
で
し

た
。
道
路
は
広
く
立
体
交
差
で
ど

こ
ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
周
り
は

高
層
ビ
ル
や
写
真
付
の
大
き
な
宣

伝
パ
ネ
ル
が
「
こ
れ
で
も
か
」
と
思

う
く
ら
い
に
続
き
ま
す
。 

近
代
的
な
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ

ン
で
も
、
ト
イ
レ
の
水
が
出
な
か
っ

た
り
、
ド
ア
の
鍵
や
水
道
の
蛇
口

が
壊
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。 

飛
行
機
が
遅
れ
る
の
は
あ
た
り

ま
え
で
、
の
ん
び
り
と
待
っ
て
い
る

の
で
す
。
出
な
い
は
ず
の
機
内
食

も
あ
り
、
夕
食
タ
イ
ム
が
２
回
も

あ
る
日
も
あ
り
ま
し
た
。 

『
中
国
を
知
り
た
い
。 

親
し
み
た
い
。
』  

 
 

 
 

 
 

 

観
光
気
分
で
参
加
し
た
私
と

ち
が
っ
て
、
団
長
の
栗
本
泰
治
さ

ん
を
先
頭
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皆
様

が
中
国
へ
の
想
い
を
強
く
持
た
れ

て
い
て
、
し
っ
か
り
と
準
備
学
習
し

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？  

竹内和夫 

 

 

 

〈 討論 ２ つづき 〉 

Ｃ.：そんなに古いこと？どんなカナヅカイ？ 

《明治の中ごろから敗戦（１９４５）まで、７０年ものあいだ

国定教科書で、天皇制政府が国民におしつけてきた仮

名遣いだよ。おじいさん、おばあさんも忘れているかも

ね。昔のﾊ行音はﾌァ行音だったんだ。それがハからワに

変わった歴史があるんだ。》 

A.： そういえば「今日
コンニチ

は晴天なり」なんか、「は」を書いて「ワ」

と読む。ふしぎだなあと思っていたのが、とけた、万才！ 

Ｂ.：ファ→ハ→ワだけでなく、「家へ帰る」のへも発音はエだも

んね。  《清少納言の『枕草子』のはじめは？》 

C.：春はあけぼの。    《そうそう》 

B.：ファルファアケボノと言ってたの？ 《そう、助詞の「は」は

ハ～ワだったかもしれないが》 

A.：『広辞苑』など国語辞典の付録には「現代かなづかい」 

（１９４６）がのっている。 

古いのより、ずっと話しことばに近づいているけれど、「ただ

し書き」がおおくて妥協の産物っていう感じがする。「こん

にちは」などは、もう「こんにちわ」でいいんじゃない？ 

ニホン人のだれひとり「オトウサン」なんて発音してない

んだから「おとおさん」のほうがいな。《漢字音のかなづか

いは、もっともっと複雑だったんだ。學校はガクカウ、教室

はキヤウシツ、蝶はテフ、十條はジフデウ、有名な婦人運

動家の平塚雷鳥（１８８６－１９７１）はライテウ、太郎はタラ

ウ、なんだから。やれやれ》 

つづく 

⑱ 

辛亥革命記念博物館 

〔
太
極
拳
〕
劣
等
生
の
ひ
と
り
ご
と 

パ
ー
ト
⑧ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
坂
信
代 

＝
日
中
友
好
協
会
主
催
の
ツ
ア
ー
に
参
加
し
ま
し
た
＝ 

  

平和の波２０１２おかやまのスケジュール 

「北辰斜めにさすところ」 

６月１７日（日） 第４７回 反戦・平和・名作のつどい 

                １０時（１１１分） 無料  

岡山市中央公民館視聴覚室（小橋町） 

伝えたい志がある。残したい想いがある。あの熱き日々、決

して忘れない・・・激動の昭和を生き抜いた青春の輝き。 

（平和の波おかやま実行委員会） 
 

 『釈迦内柩唄』岡山公演 

６月１７日（日） 劇団希望舞台          

          開場 １３時３０分 開演 １４時 （上演時間 １時間４０分） 

         入場料 一般 ３０００円 小～大学生 １５００円 全自由席 

作：水上勉 演出：米倉斉加年 出演：有馬理恵ほか 

[わけへだてなき優しさと勇気、時代に問いかける人間賛歌] 

（劇団希望舞台『釈迦内柩唄』岡山公演実行委員会） 

（０８６-２３３-１７３１） 
 

第１９回戦争・戦災遺跡めぐり 

① 岡山大学構内（戦争遺跡）コース 

 ６月１７日（日） ９時３０分集合  

岡山大学創立５０周年記念館前 

衛兵所・橋梁演習場跡など１０か所 

② 市内中心地域（戦災遺跡）コース  

―青年の取り組みー 

       ６月２４日（日） １０時集合 

                岡山城天守閣前 

焼け跡が残る天守閣の石垣・禁酒会館・蓮昌寺

など１０か所 

（岡山の戦争と戦災を記録する会） 
 

第１４回 平和七夕まつり 

   ６月２２日（金）～７月２０日（金）予定 （終日） 

表町商店街・岡山駅前商店街 

戦争と戦災犠牲者の鎮魂と平和への願いをこめて、

折鶴を広げましょう。 

（平和の波おかやま実行委員会） 


