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「
東
海
道
本
線
と
浜
松
駅
の
高
架
化

が
完
成
し
た
の
は
昭
和
54
年（
１
９
７
９

年
）10
月
。
駅
が
高
架
に
な
っ
た
こ
と

で
、
浜
松
の
ま
ち
は
見
違
え
る

ほ
ど
立
派
に
整
備
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の

ま
ち
な
か
の
形
成
は
、
こ
の

時
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
」。
浜
松
の
郷
土
史
に
詳

し
い
歴
史
研
究
家
の
神
谷
昌
志
さ
ん
＝

写
真
＝
は
、そ
う
語
り
ま
す
。

　

浜
松
駅
を
中
心
と
す
る
全
長
５
・３
３

キ
ロ
を
高
架
化
す
る
工
事
は
、
昭
和
47

年（
１
９
７
２
年
）３
月
に
ス
タ
ー
ト
。
工

事
期
間
は
７
年
、費
用
は
２
５
７
億
円
と

い
う
ビ
ッ
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

「
き
っ
か
け
は
昭
和
39
年（
１
９
６
４
年
）

に
東
海
道
新
幹
線
が
開
通
し
、
浜
松
駅

に
も
停
車
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
こ

れ
に
伴
い
、
ま
ち
の
活
性
化
の
た
め
駅
を

高
架
に
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
盛
り
上

が
り
ま
し
た
」。

　

当
時
、
浜
松
の
ま
ち
は
駅
と
線
路
に

よ
っ
て
南
北
に
分
断
さ
れ
、北
側
の
中
心

街
か
ら
南
側
へ
行
く
通
路
は
、
鍛
冶
町

か
松
江
町
の
狭
い
地
下
ガ
ー
ド
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
平
田
町
に
は

通
称「
平
田
の
踏
み
切
り
」が
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
こ
は
貨
物
列
車
が
頻
繁
に
往

来
し
、「
開
か
ず
の
踏
み
切
り
」と
し
て
有

名
。
こ
う
し
た
南
北
往
来
の
不
便
さ
が

地
域
間
の
格
差
を
生
む
要
因
と
な
っ
て

い
た
の
で
す
。

　
「
高
架
化
は
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
や

地
域
格
差
を
是
正
す
る
た
め
行
わ
れ
た

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
駅
舎
が

２
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
へ
移
動
し
た
の

を
ご
存
じ
で
す
か
？
昭
和
47
年
ま
で
旧

浜
松
駅
は
今
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
付
近
に

あ
り
、
駅
の
す
ぐ
北
側
は
板
屋
町
の
商

店
街
。
そ
こ
か
ら
、
新
幹
線
ホ
ー
ム
に
合

わ
せ
て
駅
を
南
に
移
動
さ
せ
た
ん
で
す
。

移
動
前
、そ
こ
は
新し

ん
ぽ
う豊

院い
ん

と
い
う
大
き
な

お
寺
の
敷
地
で
し
た
」。
駅
の
移
動
に

よ
っ
て
北
側
に
広
々
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
が

生
ま
れ
、
そ
こ
に
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
や
北

口
広
場
の
ほ
か
、
百
貨
店
な
ど
の
建
物

が
次
々
に
誕
生
。
ま
た
開
発
が
遅
れ
て
い

た
駅
南
に
も
、
近
代
的
な
ビ
ル
群
が
形

成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
も
う
一
つ
、
高
架
化
を
き
っ
か
け
に
大

き
く
変
わ
っ
た
の
が
駅
の
東
側
。
か
つ
て
、

そ
の
場
所
は
旧
国
鉄
の
広
大
な
貨
物
駅

で
し
た
が
、
貨
物
駅
機
能
は
森
田
町
に

移
転
し
、
跡
地
を
浜
松
市
が
取
得
し
ま

し
た
。
こ
の
跡
地
に
建
設
さ
れ
た
の
が
ア

ク
ト
シ
テ
ィ
浜
松
と
い
う
わ
け
で
す
」。

ま
さ
に「
ま
ち
な
か
の
原
点
は
高
架
化
に

あ
り
」と
言
え
そ
う
で
す
。

現
在
の
ま
ち
な
か
形
成
の
原
点

浜
松
駅
の
高
架
化
工
事
が
完
成

高架化された浜
松駅を浜松郵便
局の屋上から見た
風景。手前で現
在の浜松駅北口
広場の整備工事
が行われている
（昭和54年ごろ）

昭
和
54
年

わ
が
心
の
浜
松



ウィリアム・スミス・クラーク博士
（1826～1886）

Dr. William Smith Clark

「Boys, be ambitious」
（少年よ、大志を抱け）

米マサチューセッツ州生まれの植物学者で、1876年（明治9年）

7月からおよそ1年間、札幌農学校（現北海道大学）教頭を務

めました。有名な「少年よ、大志を抱け」の言葉は、離日をひ

かえ、札幌農学校第1期生との別れの際にクラーク博士が語っ

たとされています。教育の将来を考える時、この言葉は今も

なお、わたしたちの心に強く響きます。

由来特集タイトルの

11     Vol.2

THE
MAYOR’S
POST

市長への
紙手

子
育
て
は
自
分
肯
定
か
ら
始
め
よ
う

「
市
長
へ
の
手
紙
」コ
ー
ナ
ー
に
数
多
く
の
手
紙
を
お

寄
せ
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今

回
は
、
そ
の
中
か
ら
市
内
在
住
の
Ｓ
さ
ん
か
ら
の
お

便
り
を
紹
介
し
ま
す（
誌
面
の
都
合
で
内
容
を
一
部

編
集
し
て
い
ま
す
）。

　

近
年
の
子
ど
も
た
ち
は「
自
分
が
好
き
で
な
い
」

子
が
増
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
自
尊
感
情

の
低
さ
は
、
い
じ
め
、
不
登
校
、
性
行
動
の
低
年

齢
化
に
つ
な
が
る
も
の
。
自
尊
感
情
は
生
き
る
土

台
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
そ
の
子
の
心
を
生

か
す
教
育
が
必
要
で
す
。
で
は「
心
を
生
か
す
」と

は
？
わ
た
し
は「
自
分
が
好
き
」と
自
分
肯
定
か
ら

始
ま
り
、
そ
こ
か
ら「
自
分
が
大
事
だ
か
ら
ほ
か
の

子
も
大
事
」と
、
思
い
を
派
生
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

「
心
を
生
か
す
」こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
の
自
尊
感
情
を
高
め
る
た
め
に

は「
あ
る
が
ま
ま
を
受
け
止
め
る
」こ
と
も
重
要
。

で
も
、
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
自
身
、
日
々
の
子
育
て
で
イ
ラ
イ
ラ
し
、
声

を
荒
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
か
？
わ
た
し
は
、
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
子

育
て
の
中
心
に
い
る
母
親（
受
け
止
め
る
側
）の
自

尊
感
情
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。「
受
け
止
め
て
あ

げ
た
い
」と
思
っ
て
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
母
親
。

頑
張
り
す
ぎ
て
し
ま
う
母
親
。
夫
の
協
力
が
得
ら

れ
な
い
母
親
。
母
親
自
身
の
自
尊
感
情
が
低
い
た

め
、
こ
ん
な
ふ
う
に
歯
車
が
狂
っ
て
し
ま
う
場
合

も
あ
る
の
で
す
。
そ
ん
な
母
親
の
心
に
焦
点
を
当

て
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。

　

子
育
て
の
悩
み
が
尽
き
な
い
中
、
今
こ
そ
子
ど

も
た
ち
を
本
来
の
姿
に
戻
し
て
い
く
時
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
に
は
長
い
年
月
が
か
か
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
あ
せ
ら
ず
変
わ
っ
て
い
く
未
来
を
楽
し
み

に
し
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
、
浜
松
市

が「
自
分
大
好
き
！
」な
子
ど
も
の
最
も
多
い
都
市

に
な
れ
ば
い
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（「
小
学
校
、
中
学
校
の
教
育
」を
テ
ー
マ
に
、
市
長
へ

の
手
紙
を
広
聴
広
報
課
ま
で
郵
便
で
お
願
い
し
ま
す
。

字
数
は
６
０
０
字
程
度
。
匿
名
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

あ
て
先
は
裏
表
紙
に
記
載
。
締
め
切
り
は
平
成
21
年

２
月
13
日
）

※当コーナーへ寄せられた主なお手紙は次回の誌面で紹介させていただきます。なお、個別に回答はいたしません。


