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月報　岡崎の教育　平成 27 年 6 月

一滴の水から
教
育
随
想自然科学研究機構■■

分子科学研究所長■■
大峯　　巖　氏

ほ
ぼ
五
十
年
前
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
研
究
棟

の
三
階
に
あ
る
物
理
学
科
の
図
書
館
に
老
教
授

が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
日
曜
日
の
夜
、
十
二

時
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
で
す
。
他
に

こ
ん
な
時
間
に
図
書
館
に
い
る
の
は
、
別
に
行

く
と
こ
ろ
の
な
い
留
学
生
で
あ
る
私
と

H
ashim

だ
け
で
し
た
。
し
ば
ら
く
本
を
調
べ

出
て
行
き
ま
し
た
が
、そ
の
姿
は
、私
に
と
っ

て
授
業
を
受
け
る
よ
り
は
る
か
に
強
く
記
憶

に
残
り
ま
し
た
。
こ
の
老
教
授
は
そ
れ
か
ら

七
年
後
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
け
る

John V
an V

leck

で
す
。

私
の
大
学
院
の
指
導
教
授
のM

artin 
K

arplus

教
授
は
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
工
科

大
学
で
ポ
ー
リ
ン
グ
教
授
の
も
と
で
博
士
号

を
取
り
、
若
く
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
教
授

と
な
っ
た
輝
か
し
い
経
歴
を
持
つ
研
究
者
で

す
が
、
ど
こ
か
孤
独
さ
を
も
つ
人
で
し
た
。

数
年
前
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
彼
の
家
で
話
し

た
と
き
、「
自
分
の
人
生
は
常
にM

ajor

で
は

な
く
、
研
究
面
で
も
脇
流
を
歩
い
て
き
た
」

と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
少
年
期
、
ナ
チ

に
追
わ
れ
米
国
の
ボ
ス
ト
ン
に
逃
れ
、
そ
の

地
で
育
ち
ま
し
た
。
小
さ
い
と
き
か
ら
生
物

が
好
き
で
、
十
七
歳
で
ボ
ス
ト
ン
の
空
を
飛
ぶ

鳥
の
飛
行
ル
ー
ト
に
つ
い
て
初
め
て
の
論
文

を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
化
学
の
道
へ
と

進
み
化
学
反
応
の
理
論
に
関
し
て
数
多
く
の

重
要
な
研
究
を
行
い
、
理
論
化
学
の
研
究
者

と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。し
か
し
、

幼
い
と
き
か
ら
常
に
も
っ
て
き
た
彼
の
生
命
の

不
思
議
さ
へ
の
関
心
は
止
み
難
く
、
三
十
歳

の
後
半
、
化
学
と
生
命
を
理
論
で
結
ぶ
研
究

へ
と
踏
み
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
誰
も
辿
っ

た
こ
と
の
な
い
道
で
あ
り
、
そ
の
初
め
は
、

川
に
例
え
れ
ば
、
細
い
せ
せ
ら
ぎ
の
よ
う
な

も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん

と
水
を
集
め
、
四
十
余
年
の
間
に
大
河
と
な

り
、
そ
し
てK

arplus

教
授
は
一
昨
年
ノ
ー

ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

ど
ん
な
大
河
も
は
じ
め
は
一
滴
の
水
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
、K

arplus

教
授
の

場
合
、
子
供
の
と
き
に
も
っ
た
「
生
命
と
は

何
か
」
と
い
う
単
純
な
、
し
か
し
根
源
的
な

疑
問
で
あ
り
、
下
村
脩
教
授
の
場
合
は
ホ
タ

ル
イ
カ
や
ク
ラ
ゲ
の
青
い
光
の
不
思
議
さ
で

し
た
。
そ
し
てJohn V

an V
leck

教
授
の
よ

う
に
一
心
に
学
び
考
え
る
。
知
り
た
い
と
い

う
止
み
難
い
熱
情
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
一
人

ひ
た
す
ら
歩
み
続
け
る
う
ち
に
、
そ
れ
に
共

鳴
す
る
仲
間
が
増
え
、
渾こ

ん

々
と
し
た
大
き
な

流
れ
と
な
る
。

素
心
を
も
っ
て
真
っ
暗
な
中
を
孤
独
の
歩

み
を
つ
づ
け
ら
れ
る
人
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界

が
切
り
開
か
れ
る
。
こ
の
岡
崎
の
地
の
も
つ

純
朴
な
心
、
学
問
へ
の
憧
れ
と
、
粘
り
強
さ

が
、
次
の
世
代
を
支
え
る
大
き
な
礎
と
な
っ

て
い
く
こ
と
を
確
信
し
て
い
ま
す
。

（
お
お
み
ね　

い
わ
お
）
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ふるさとシリーズこの人に聞く／羅針盤

ホ
タ
ル
の
光

河
合
中
校
長
■
■
■

宇
都
宮　

森
和

　

ホ
タ
ル
の
舞
う
季
節
が
到
来
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
梅
雨
の
時
季
、
宵
闇
に
光
を

放
っ
て
飛
ぶ
様
は
幻
想
的
で
あ
り
、
蒸
し

暑
さ
を
ひ
と
と
き
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
美
し
さ
の
陰
に
、
ホ
タ
ル

の
光
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
、地
道
に
保
護
・

育
成
し
、
自
然
愛
護
の
大
切
さ
を
啓
発
し

て
こ
ら
れ
た
、
先
人
の
功
績
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

三
月
二
十
三
日
、
岡
崎
市
ホ
タ
ル
学
校

で
、
ホ
タ
ル
の
幼
虫
放
流
式
が
開
催
さ
れ

た
。式
典
で
名
誉
校
長
の
古
田
忠
久
氏
は
、

「
参
加
し
た
子
の
中
か
ら
、
自
然
を
研
究

す
る
人
、
守
る
人
が
出
て
ほ
し
い
」
と
、

豊
富
小
学
校
の
児
童
に
語
り
か
け
ら
れ

た
。
氏
は
、
五
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
地
域

の
小
中
学
校
の
ホ
タ
ル
保
護
・
育
成
活
動

を
導
い
て
こ
ら
れ
た
。
現
在
も
日
本
中
か

ら
依
頼
を
受
け
、
指
導
、
助
言
さ
れ
て
い

る
。
氏
の
言
葉
に
、
経
験
か
ら
生
ま
れ
た

切
な
る
願
い
を
感
じ
る
。

（　
　
　
　
　
　

）

感
動
し
、
自
分
も
や
り
た
い
思
っ
た
こ
と

が
殻
を
打
ち
破
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
担
当
し
て
い
た

高
校
二
年
の
と
き
、
ハ
ー
プ
と
出
合
う
。

「
ハ
ー
プ
を
初
め
て
見
た
と
き
は
、
神
秘

的
で
な
ん
て
美
し
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
。
天
使
が
舞
い
降
り
て
く
る
よ
う
な

荘
厳
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。」

　

単
音
の
優
し
く
豊
か
な
音
色
と
、
和
音

も
同
時
に
奏
で
ら
れ
る
こ
と
で
幅
広
い
曲

を
演
奏
で
き
る
ハ
ー
プ
の
魅
力
に
惹
か
れ

た
。
練
習
す
る
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
ハ
ー
プ

に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。

　

音
大
卒
業
後
、
音
楽
の
道
に
進
み
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
が
、
音
楽
だ
け

で
は
生
活
し
て
い
け
な
か
っ
た
。
一
緒
に

演
奏
し
て
き
た
仲
間
た
ち
は
皆
、
違
う
道

に
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
少
し
は
音
楽

と
関
わ
り
た
い
と
思
い
、
下
山
小
学
校
で

教
員
補
助
を
始
め
た
。子
供
た
ち
の
前
で
、

ハ
ー
プ
や
ピ
ア
ノ
の
演
奏
を
す
る
中
で
衝
撃

的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。

「
大
き
な
音
が
苦
手
で
、
音
楽
の
時
間
は

ず
っ
と
耳
を
塞
い
で
い
た
子
が
い
ま
し

た
。
で
も
、
ハ
ー
プ
の
音
色
を
聴
く
と
、

い
つ
の
ま
に
か
手
を
放
し
近
寄
っ
て
来
ま

し
た
。
そ
し
て
、
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
音

を
出
し
始
め
た
の
で
す
。」

　

ハ
ー
プ
の
音
色
に
は
心
を
和
ら
げ
る
力

が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
瞬
間
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
ハ
ー
プ
に
出
合
っ

た
と
き
の
感
動
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
。

「
演
奏
の
場
が
私
の
居
場
所
、
も
っ
と
演
奏

を
多
く
の
人
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
と

い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。」

　

大
学
院
へ
入
学
し
、
再
び
ハ
ー
プ
の
勉
強

を
始
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ー
ス
国
際
音
楽

ア
カ
デ
ミ
ー
に
も
留
学
し
、
世
界
的
に
著
名

な
演
奏
家
に
も
教
え
を
乞
う
た
。
そ
こ
で

ま
た
、
音
楽
か
ら
大
き
な
力
を
得
る
こ
と

に
な
っ
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
で
の
リ
サ
イ
タ
ル
で
、
ト
ゥ

ル
ニ
エ
作
曲
の
曲
を
演
奏
し
た
と
き
に

は
、『
ト
ゥ
ル
ニ
エ
も
天
国
で
あ
な
た
の

演
奏
を
聴
い
て
と
て
も
幸
せ
よ
』
と
先
生

に
、
褒
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
ま
で
そ

う
い
う
褒
め
方
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
、
ぐ
っ
と
き
ま
し
た
。
こ

の
道
に
進
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。」

　

高
田
さ
ん
は
現
在
、
音
楽
の
楽
し
さ
を

伝
え
る
リ
サ
イ
タ
ル
活
動
を
精
力
的
に

行
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
に
も
親
し
み
や

す
い
ア
ニ
メ
ソ
ン
グ
や
映
画
音
楽
な
ど

も
、自
分
で
ア
レ
ン
ジ
し
て
演
奏
し
て
い
る
。

「
今
ま
で
、
苦
し
い
と
き
に
い
つ
も
音
楽

か
ら
力
を
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
演
奏

に
ど
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
聞
い
て
く
れ
た
人
の
心
を
和
ま

せ
る
演
奏
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」

　

高
田
さ
ん
の
穏
や
か
な
表
情
の
中
に
、

よ
り
多
く
の
人
に
音
楽
の
力
を
届
け
た

い
、
と
い
う
強
い
意
志
を
感
じ
た
。

音
楽
の
力
を
届
け
た
い

　
　
　
　

ハ
ー
プ
奏
者

高
田　

知
子　

氏

　

待
ち
合
わ
せ
の
場
所
に
や
っ
て
き
た
の

は
、
荷
台
に
ハ
ー
プ
を
積
ん
だ
大
き
な

ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス
カ
ー
だ
っ
た
。

「
名
古
屋
か
ら
の
帰
り
で
す
。
以
前
は
専
門

の
方
に
ハ
ー
プ
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま

し
た
が
、
す
ぐ
に
演
奏
に
行
け
る
よ
う
、

自
分
で
や
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。」

　

小
柄
な
体
の
ど
こ
に
、
身
長
を
超
え
る

大
き
な
楽
器
を
運
ぶ
力
が
備
わ
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
高
田
さ
ん
の
音
楽
へ
の
熱
意

を
感
じ
た
。

「
中
学
生
の
こ
ろ
、
人
と
接
す
る
こ
と
が

苦
し
く
な
り
、
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
時
期

が
あ
り
ま
し
た
。
殻
に
閉
じ
こ
も
り
、
人

と
話
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

も
、音
楽
だ
け
は
好
き
で
し
た
。
だ
か
ら
、

な
ん
と
か
音
楽
を
や
り
た
い
と
考
え
、
姉

が
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
高
校
の
吹
奏
楽

部
の
先
生
に
相
談
に
行
き
ま
し
た
。」

　

そ
の
と
き
に
聴
い
た
吹
奏
楽
の
演
奏
に

氏　
　

名　

た
か
だ　

と
も
こ

住　
　

所　

岡
崎
市
滝
町
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ふれあい

　

ホ
タ
ル
を
守
る
に
は
、
ホ
タ
ル
の
生
態

を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
餌
の

カ
ワ
ニ
ナ
が
育
つ
水
質
や
ホ
タ
ル
が
産
卵

で
き
る
河
岸
、
成
虫
が
安
全
に
舞
う
こ
と

の
で
き
る
周
辺
環
境
を
整
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
豊
か
な
生
態
系
の
持
続
的
な
保

全
が
重
要
で
あ
り
、
各
地
域
の
「
ホ
タ
ル

保
存
会
」
や
行
政
の
果
た
し
て
き
た
役
割

も
大
き
い
。
氏
は
、
そ
れ
ら
に
も
関
わ
り

続
け
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

驚
い
た
こ
と
に
、
氏
は
現
在
も
新
た
な

テ
ー
マ
を
持
っ
て
実
践
研
究
を
し
て
お
ら

れ
る
。「
最
適
な
幼
虫
育
成
容
器
」
の
開

発
で
あ
る
。
ホ
タ
ル
へ
の
情
熱
は
い
さ
さ

か
も
衰
え
ず
、
研
究
の
現
状
を
語
ら
れ
る

氏
は
、
実
に
楽
し
そ
う
で
あ
り
、
若
々
し

い
。
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
姿
で
あ
る
。

　

教
師
に
は
、
心
の
中
に
絶
や
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
研
究

へ
の
情
熱
で
あ
る
。
た
ゆ
ま
ぬ
工
夫
と
実

践
、
改
善
を
重
ね
る
努
力
で
あ
る
。
そ
れ

を
支
え
る
の
は
、
専
門
的
な
知
識
と
、
物

事
の
本
質
を
見
極
め
る
目
で
あ
ろ
う
。
ホ

タ
ル
の
光
の
輝
き
よ
う
に
、
子
供
一
人
一

人
を
美
し
く
輝
か
せ
ら
れ
る
の
は
教
師
で

あ
る
。
我
々
岡
崎
の
教
師
は
、
た
ゆ
ま
ぬ

実
践
研
究
を
通
し
て
、
そ
れ
を
実
現
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
校
で
は
四
月
十
三
日
、「
第
四
十
八

回
岡
崎
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
幼
虫
放
流
式
」
を

行
っ
た
。
乙
川
で
、
無
数
の
ホ
タ
ル
が
舞

う
こ
と
を
、
皆
が
今
、
夢
見
て
い
る
。

ム
の
仕
組
み
だ
っ
た
。
難
し
い
仕
組
み
で

は
あ
っ
た
が
、
そ
の
発
想
を
何
と
か
生
か

し
た
い
と
思
っ
た
。
ア
ー
ム
の
角
度
や
輪

ゴ
ム
の
位
置
を
調
整
し
、練
習
し
て
は
失
敗
、

ま
た
調
整
の
繰
り
返
し
。
そ
れ
で
も
、
最
高

難
度
と
も
い
え
る
缶
を
積
む
こ
と
に
こ
だ

わ
っ
て
き
た
。

「
も
う
い
や
だ
。
何
で
私
た
ち
は
う
ま
く

い
か
な
い
の
。
や
っ
ぱ
り
無
理
な
の
か
も
。」

　

諦
め
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な

と
き
に
は
、「
今
ま
で
頑
張
っ
て
作
っ
て

き
た
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
い
か
。
Ａ
子
が
考

え
た
仕
組
み
を
生
か
し
て
い
こ
う
」
と
励

ま
し
続
け
た
。
そ
し
て
、遂
に
完
成
し
た
。

「
先
生
、
見
て
く
だ
さ
い
。
缶
を
積
め
ま

し
た
。
諦
め
な
く
て
良
か
っ
た
で
す
。」

　

Ａ
子
の
う
れ
し
そ
う
な
表
情
は
、
今
で

も
忘
れ
な
い
。
そ
れ
以
降
、
Ａ
子
は
何
度

失
敗
し
よ
う
と
、
弱
音
を
吐
か
な
く
な
っ

た
。
そ
し
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
す
る
Ａ
子

の
愛
着
は
強
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に
負
け
て

い
く
こ
と
が
悔
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

Ａ
子
の
訴
え
に
、
私
は
決
断
し
た
。

「
よ
し
、自
分
た
ち
の
力
を
出
し
切
ろ
う
。

ど
の
チ
ー
ム
も
ま
だ
や
り
遂
げ
て
い
な
い

缶
積
み
に
挑
戦
し
よ
う
。」

　

私
の
言
葉
に
、一
瞬
Ａ
子
は
戸
惑
っ
た
。

失
敗
す
れ
ば
一
点
も
取
れ
ず
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た

こ
と
を
一
度
も
試
さ
ず
に
終
わ
る
の
は
、
大

き
な
悔
い
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
Ａ
子
は
し

ば
ら
く
考
え
た
後
に
口
を
開
い
た
。

「
や
っ
て
み
ま
す
。
み
ん
な
、
や
ろ
う
。」

　

最
後
の
試
合
、
Ａ
子
が
操
縦
す
る
ロ
ボ

ッ
ト
に
仲
間
た
ち
が
指
示
を
出
す
。

「
も
う
少
し
右
。
も
う
少
し
前
。」

　

そ
の
指
示
に
熱
が
こ
も
る
。
リ
モ
コ
ン

を
握
る
Ａ
子
の
手
に
も
、
自
然
と
力
が
入
っ

た
。
あ
と
少
し
で
缶
が
積
め
る
。
そ
の
と

き
、
試
合
終
了
の
ブ
ザ
ー
が
な
っ
た
。

「
負
け
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
よ
く
最
後
ま

で
諦
め
な
か
っ
た
な
」
と
い
う
私
の
言
葉

に
、
Ａ
子
は
初
め
て
笑
顔
を
見
せ
た
。

　

全
て
の
リ
ー
グ
戦
が
終
わ
っ
た
後
、
相
手

校
の
先
生
と
生
徒
が
、
Ａ
子
た
ち
の
元
に

近
寄
っ
て
来
た
。

「
缶
を
積
む
仕
組
み
は
ど
う
な
っ
て
い
る

ん
で
す
か
。」

　

Ａ
子
の
頑
張
り
が
認
め
ら
れ
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。自
分
た
ち
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
見
せ
、

熱
心
に
説
明
す
る
Ａ
子
の
顔
は
、
自
信
と

誇
り
に
満
ち
て
い
た
。

最
後
ま
で
諦
め
な
い

南
中　

河
合　
　

巧

「
絶
対
勝
て
な
い
。」

　

ロ
ボ
コ
ン
県
大
会
当
日
、
こ
れ
か
ら
対
戦

す
る
精
巧
な
ロ
ボ
ッ
ト
を
見
た
瞬
間
、
生
徒

た
ち
は
自
分
た
ち
の
ロ
ボ
ッ
ト
と
の
差
を

感
じ
た
。
予
感
は
的
中
し
、
チ
ー
ム
の
敗
戦

は
続
く
。
こ
の
ま
ま
一
勝
も
で
き
ず
に
、

終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
思
っ
た
と
き
、

Ａ
子
に
詰
め
寄
ら
れ
た
。

「
先
生
、
ど
う
し
た
ら
勝
て
ま
す
か
。
私

た
ち
だ
っ
て
練
習
し
て
き
た
ん
で
す
。
こ

こ
で
諦
め
た
く
な
い
。」

　

Ａ
子
の
腕
に
は
、
自
分
た
ち
の
ロ
ボ
ッ

ト
が
大
事
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
。

　

思
え
ば
Ａ
子
た
ち
の
ロ
ボ
ッ
ト
作
り

は
、
試
行
錯
誤
の
連
続
だ
っ
た
。
初
め
の

こ
ろ
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
使
い
方
で
す
ら

お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
Ａ
子
に
、
ロ
ボ
ッ
ト

の
組
み
立
て
方
や
仕
組
み
を
一
か
ら
教
え

た
。
そ
ん
な
Ａ
子
自
ら
が
、
初
め
て
自
分

で
考
え
出
し
た
の
が
、
缶
を
つ
か
む
ア
ー
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祭りを彩る　岡崎の山車

▲ 山車の舞台で「奉納の舞」を披露する子供たち（能見神明宮大祭）

山だ

し車
に
乗
っ
た
踊
り
子
が
、
三
味
線
の
音
色
に

合
わ
せ
て
、
扇
子
を
回
し
な
が
ら
艶
や
か
に
舞
う
。

山
車
の
起
源
は
古
く
、
神
が
降
臨
す
る
た
め
の

「
山
」
を
模
し
た
飾
り
物
「
築
山
」
を
祭
場
に
作

る
神
事
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
山
」
を

車
の
上
に
取
り
付
け
て
引
っ
張
っ
た
も
の
が
山
車

と
な
っ
た
。
山
車
は
そ
の
地
方
に
よ
っ
て
、
屋や

台た
い

（
高
山
）、
山や
ま

鉾ほ
こ

（
京
都
）、
壇だ
ん
じ
り尻
（
関
西
）、
楽が
く
し
ゃ車
、

花は
な
ぐ
る
ま
車
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
る
。
起
源

と
な
る
原
型
が
一
つ
で
は
な
い
た
め
、
地
域
に

よ
っ
て
形
が
異
な
り
、
多
種
多
様
な
山
車
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

市
が
選
定
し
た
『
岡
崎
観
光
き
ら
り
百
選
』
に

は
、
三
つ
の
岡
崎
の
山
車
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

能
見
神
明
宮
、
矢
作
神
社
、
須
賀
神
社
の
山
車
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
異
な
り
、
違
っ
た
魅

力
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

ど
の
祭
り
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
伝
統
を

伝
え
る
大
人
た
ち
と
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
子
供
た

ち
の
姿
だ
。
山
車
と
と
も
に
祭
り
の
精
神
と
歴
史

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

山
車
の
多
く
は
、
寺
院
や
神
社
の
宮

大
工
や
彫
刻
師
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
。

装
飾
や
彫
刻
の
細
部
に
そ
の
技
術
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

岡崎市役所

小
学
校
に
入
っ
て
す
ぐ
、
わ
け
も

わ
か
ら
ず
山
車
を
引
っ
張
っ
て
い
た

こ
と
、
高
学
年
に
な
っ
て
笛
や
太
鼓

な
ど
、
慣
れ
な
い
楽
器
を
一
生
け
ん

命
練
習
し
た
こ
と
、
雨
の
中
の
宮
入

で
、
み
ん
な
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
り
な
が

ら
が
ん
ば
っ
た
こ
と
が
、
今
は
す
べ

て
な
つ
か
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
い

つ
も
は
あ
ま
り
話
を
し
な
い
近
所
の

お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
小
さ
な

子
た
ち
も
お
祭
り
の
と
き
は
不
思
議

と
話
が
は
ず
み
ま
し
た
。
ぼ
く
が
大

人
に
な
っ
て
も
こ
の
お
祭
り
が
ず
っ

と
続
く
と
い
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

い
え
、
続
け
た
い
で
す
。

広
幡
小
六
年
児
童

（
平
成
八
年
度
刊
行
、
市
制
八
十
周

記
念　

子
ど
も
岡
崎
風
土
記
よ
り
）

▲ 山車が保存されている神社

▲ 能見神明宮

だ 　

し
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祭りについて学ぶ子供たち

▲ 山車の前面から舞台が出る仕組み

▲ 山車に乗って奏でられるお囃
はや

子
し

▲ 8 台の山車が境内に集結する「宮入り」
▲ の中で披露される「奉納の舞」

　現在８台の山車がある。５
月の大祭では、各町独自のお
囃
はや

子
し

を奏でながら山車の町曳
きが行われる。山車の前面か
ら踊り用の舞台が引き出され
るのが特徴である。辻々で踊
り子となった子供たちの踊り
が披露され、「はな」と呼ばれ
る御祝儀が投げられる。

祭りを彩る　岡崎の山車

▲ 2 階部分でお囃
はや

子
し

を奏でる山車

▲ 「花車」（チャラポコ車）と呼ばれる山車

▲ 小中学生も参加してお囃子を披露
▲ する式典「御照覧」

　4 月に行われる春の大祭は
「樫山の山車祭り」と呼ばれ、
5 台の山車が巡行される。山車
とお囃

はや

子
し

は、岡崎市無形民俗
文化財に指定されている。氏
子総出で出しを曳

ひ

く様が、蟻
が群がって大きな餌を曳く様
に似ていることから「蟻子祭
り」とも呼ばれている。

◀ 
金
箔
を
押
し
た
彫
刻
飾
り
が
見
事
な
山
車

▲ 高さ 7m の山車を保管する格納庫

▲ 各区の保存会によって大切に保存
▲ されている 2 台の山車

　祭りの紀元は約 300 年前と
伝えられ、五穀豊穣や住民の
健康と安全を願い開催される。
祭りが週末に重なる年は、山
車の曳

ひ

き回しが行われる。か
つては矢作町の 4 区に 1 台ず
つの山車があったが、現在で
は、江戸末期に製作された 2
台のみ残されている。

須賀神社 矢作神社 能見神明宮

学区に能見神明宮がある広幡小学校では、地域
の人々を招き、総合的な学習の時間に祭りについ
て学ぶ取組が行われている。

小
学
校
に
入
っ
て
す
ぐ
、
わ
け
も

わ
か
ら
ず
山
車
を
引
っ
張
っ
て
い
た

こ
と
、
高
学
年
に
な
っ
て
笛
や
太
鼓

な
ど
、
慣
れ
な
い
楽
器
を
一
生
け
ん

命
練
習
し
た
こ
と
、
雨
の
中
の
宮
入

で
、
み
ん
な
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
り
な
が

ら
が
ん
ば
っ
た
こ
と
が
、
今
は
す
べ

て
な
つ
か
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
い

つ
も
は
あ
ま
り
話
を
し
な
い
近
所
の

お
じ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
小
さ
な

子
た
ち
も
お
祭
り
の
と
き
は
不
思
議

と
話
が
は
ず
み
ま
し
た
。
ぼ
く
が
大

人
に
な
っ
て
も
こ
の
お
祭
り
が
ず
っ

と
続
く
と
い
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

い
え
、
続
け
た
い
で
す
。

広
幡
小
六
年
児
童

（
平
成
八
年
度
刊
行
、
市
制
八
十
周

記
念　

子
ど
も
岡
崎
風
土
記
よ
り
）

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

▲ 踊りの体験学習 ▲ 町ごとにデザインが異なる法被の試着 ▲ お囃
はや

子
し

に使う小太鼓の練習
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今
年
度
も
芸
術
鑑
賞
会
を
行
う
。

芸
術
・
文
化
活
動
の
優
れ
た
作
品

等
の
鑑
賞
や
体
験
活
動
を
通
し
て
、

子
供
た
ち
の
感
性
を
育
み
、
未
来

を
担
う
子
供
た
ち
の
健
や
か
な
成
長

を
図
る
。

　

参
加
対
象
は
、
小
学
校
六
年
生

全
員
と
教
職
員
で
、「
劇
団
四
季
」

の
「
こ
こ
ろ
の
劇
場
」
と
し
て
、

岡
崎
市
で
招
待
公
演
す
る
。
作
品

は
、『
む
か
し
む
か
し
ゾ
ウ
が
き

た
』
を
予
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
機
会
が
、
子
供
た
ち
に
大

き
な
感
動
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
。

○
日
時

　

八
月
四
日
（
火
）

　

・
午
前
の
部　

十
時
三
十
分
〜

　

・
午
後
の
部　

十
四
時
〜

　

八
月
五
日
（
水
）

　

・
午
前
の
部　

十
時
三
十
分
〜

○
場
所　

岡
崎
市
民
会
館

○ 

演
目　
『
む
か
し
む
か
し
ゾ
ウ

が
き
た
』

○ 
参
加
日
時
は
学
校
ご
と
に
指
定

す
る
。

◆
第
69
回
愛
鳥
週
間
平
成
27
年
度

野
生
生
物
保
護
功
労
者
表
彰

　

環
境
大
臣
賞　
　

河
合
中
学
校

　

林
野
庁
長
官
感
謝
状美

合
小
学
校

◆
第
18
回
中
日
本
中
学
生
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
大
会

50
・
30
Ｍ
部
門
女
子　

四
位

　

東
海
中
三
年　
　

内
田　

裕
乃

◆
西
三
河
北
地
区
吹
奏
楽
コ
ン
テ
ス
ト

　

優
秀
賞　
　
　
　

美
川
中
学
校

◆
Ｊ
Ａ
Ｅ
Ｔ
日
本
教
育
工
学
協
会

学
校
情
報
化

　

優
良
校　
　
　
　

葵
中
学
校

●  

芸
術
鑑
賞
会

　

教
員
補
助
者
は
十
三
名
増
員
さ

れ
、
二
〇
四
名
と
な
り
、
う
ち
八

名
は
養
護
教
諭
支
援
員
で
あ
る
。

英
語
支
援
員
は
十
八
名
、
Ａ
Ｌ
Ｔ

は
二
十
名
で
、
変
わ
ら
な
い
。

　

平
成
二
十
七
年
度
岡
崎
市
内
の

小
中
学
校
の
概
要
が
ま
と
ま
っ

た
。
五
月
一
日
現
在
の
学
校
数
や

学
級
数
、
児
童
生
徒
と
教
職
員
の

数
を
表
に
示
し
た
。

　

一
校
当
た
り
の
児
童
・
生
徒
数

は
、
小
学
校
が
増
減
な
く
、
中
学

校
が
一
名
減
と
な
っ
た
。
一
校
当

た
り
の
学
級
数
（
特
別
支
援
学
級

数
含
む
）
は
、
小
学
校
、
中
学
校

と
も
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
学

級
（
特
別
支
援
学
級
数
含
む
）
当

た
り
の
児
童・生
徒
数
も
、小
学
校
、

中
学
校
と
も
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

岡
崎
市
内
の
児
童
・
生
徒
数
の

合
計
は
、
昨
年
よ
り
も
三
十
六
名

減
少
し
た
。

　

再
任
用
教
職
員
は
、
八
十
五
名
で

あ
る
。

●  

表　
　

彰

●  

小
中
学
校
の
よ
う
す

●学校・学級の規模（市内平均）

●学年別児童・生徒数（人）（平成27年度5月1日現在）

●児童・生徒・教職員数（人）（平成27年度5月1日現在）

小学校 中学校

１ 校 当 た り
児童・生徒数 462人 555人

１ 校 当 た り
学　 級　 数 17学級 18学級

１学級当たり
児童・生徒数 27人 31人

小学校 中学校

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

男 1,913 1,931 1,894 1,792 1,841 1,830 1,931 1,858 1,908

女 1,779 1,727 1,783 1,732 1,767 1,706 1,753 1,818 1,841

計 3,692 3,658 3,677 3,524 3,608 3,536 3,684 3,676 3,749

区分 学校数
学級数

〈内特別支援〉

児童・生徒
（人）

校長・教頭・教諭（人）
＊養護教諭・期限付き講師・再任用含む

栄養教諭・職員
（人）

事務職員
（人）

養護教諭
（人）

男 女 計 男 女 計 県 県 県

小学校 47 806〈 97〉 11,201 10,494 21,695 413 644 1,057 9 50 50

中学校 20 358〈 45〉 5,697 5,412 11,109 347 284 631 4 26 24

合計 67 1,164〈142〉 16,898 15,906 32,804 760 928 1,688 13 76 74
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〈教育費の内訳〉 〈一般会計予算〉

◆平成27年度のあらまし◆ ◆  一般会計予算と教育費の推移

◆  児童・生徒の推移（数字は毎年5月1日現在）

小　中 六ツ美中学校柔剣道場整備
学校費 本宿小学校プール施設改築
 柔剣道場非構造部材耐震化
  （甲山中・南中・竜海中・葵中・城北中・福岡中・東海中・

常磐中・岩津中・矢作中・矢作北中・新香山中・竜南中・北中・
六ツ美北中・額田中・翔南中）

 便所簡易改修（細川小・男川小・上地小・竜美丘小）
 屋体・校舎外壁等改修
  （愛宕小・矢作西小・六ツ美北部小・六ツ美南部小・竜海中・

六ツ美中）
 便所全面改修（常磐南小・常磐小・美川中）
 高圧受電設備改修（緑丘小・広幡小）
 配膳室整備（夏山小・宮崎小・形埜小・下山小・額田中）
 強化ガラス取替（矢作西小・矢作南小・六ツ美北部小）
 太陽光発電設備設置（矢作北小・矢作南小・六ツ美北部小） 
 ※小中学校名は予定
 就学援助事業（要・準要保護児童生徒、特別支援教育就学奨励）

学　校 行事開催事業委託及び指導研修
教育費 教育の振興、研究助成
 児童・生徒の健康診断・健康維持
 小中学校各種スポーツ大会開催
 児童・生徒の健全育成、生き方教育の推進
 ESD（持続可能な開発のための教育）の推進
 スーパーサイエンススクールの推進
 英語・数学・理科指導用タブレット型端末の導入・活用
 学校情報メールシステム運用業務
 理科観察実験支援事業
 成績処理・進路指導システムの開発
 100周年記念演奏会開催準備
 新教育センター整備の検討
 学齢簿・就学援助システムの開発・運用管理
 総合学習センター・教育相談センター管理運営
 学校給食事業

社　会 生涯学習推進事業
教育費 家庭教育推進事業
 青少年健全育成推進事業
 文化財保存管理事業
 文化財整備活用事業
 視聴覚事業
 少年自然の家管理運営及び施設整備事業

教　育 奨学金関連業務
総務費 私立高等学校等授業料補助業務

平成27年度　岡崎市の教育予算
夢 あ る 新 し い 岡 崎 を 創 る 予 算
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フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

伊勢湾台風の爪跡
（昭和35年）
写真提供：南中学校

昭
和
三
十
四
年
九
月
二
十
六
日
、
五
千
人
を

超
え
る
死
者
を
出
し
た
伊
勢
湾
台
風
は
、
岡
崎

市
に
も
大
き
な
爪
跡
を
残
し
た
。

　

南
中
学
校
の
沿
革
史
に
よ
る
と
、「
台
風
十
五

号
（
伊
勢
湾
台
風
）
に
よ
り
校
舎
の
被
害
甚
大

の
た
め
一
週
間
授
業
を
休
み
、
後
整
理
を
す
る
」

と
あ
る
。
そ
の
年
十
二
月
に
文
部
省
技
官
が
来

校
し
、
被
害
状
況
の
視
察
を
行
い
、
復
旧
工
事

が
始
ま
っ
た
。
写
真
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月

の
授
業
風
景
で
あ
る
。

　

修
繕
が
行
わ
れ
る
中
、
真
剣
に
先
生
の
話
に
耳

を
傾
け
る
生
徒
た
ち
の
姿
が
胸
を
打
つ
。
こ
の
災

害
に
も
負
け
な
い
「
学
ぶ
意
欲
」
と
そ
れ
に
応
え

る
「
指
導
力
」
は
、
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た

今
こ
そ
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

・
カ　
　

ッ　
　

ト 

　

六　

名　

小 

　

滋
野
井　

貴
子

~~~ ~~~

＊ぼく、牧水！ 伊藤　一彦・堺　雅人
　　角川書店 ￥781

心に残った一文
「子ども時代の遊びを覚えていない俳優にい
い俳優はいない」って。

　俳優・堺雅人は宮崎県出身で、高校時
代の恩師が、歌人であり、現在は若山牧
水記念文学館館長の伊藤一彦である。伊
藤との縁から同郷の歌人・牧水を知り、
その人生と短歌の魅力に惹かれていく。
　牧水は、優しい眼差しで子供を詠んで
いる。上記「俳優」の語は、「歌人」「教師」
に置きかえても読むことができる。子供
の時代、無心に飽きることなく遊んだ記
憶は、進む道は違えども、仕事の質を深め、
豊かにしてくれるのである。

＊21世紀に生きる君たちへ 司馬遼太郎
　　朝日出版社 ￥850
＊小布施まちづくりの奇跡 川向　正人
　　新潮新書 ￥720
＊歌に私は泣くだろう 永田　和宏
　　新潮文庫 ￥460

夏山小　　菅沼　　健

と
こ
と
ん
こ
だ
わ
っ
て
製
作
し
た
世
界
で

た
っ
た
一
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
。
そ
の
動
き
を
じ
っ

と
見
つ
め
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
表
情
に
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
へ
の

愛
情
と
と
も
に
未
完
成
な
部
分
へ
の
不
安
が
浮
か
ん
で
い

た
。「
も
っ
と
改
良
し
た
い
」
そ
の
思
い
が
新
た
な
ロ
ボ
ッ

ト
作
り
へ
と
駆
り
立
て
る
。

よ
り
良
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
中
学
生
た
ち
の
熱

い
思
い
は
、「
も
の
づ
く
り
愛
知
」
の
未
来
を
明
る
く
照
ら
す
。

辻
々
で
踊
り
子
た
ち
が
舞
う
。
神
明
宮
大
祭
が
五
月
十
日

に
行
わ
れ
た
。
山
車
を
曳ひ

く
男
た
ち
、
お
囃は
や
し子
を
奏
で
る
女

た
ち
、
振
袖
や
法
被
を
着
た
子
供
た
ち
、
お
ひ
ね
り
を
投
げ

る
人
々
、
外
国
の
方
も
い
る
。
老
若
男
女
が
一
体
と
な
り
、

祭
り
の
熱
気
が
渦
巻
い
て
い
る
。「
準
備
は
そ
り
ゃ
も
う
大
変

で
す
よ
。
で
も
、
私
が
子
供
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ

と
あ
っ
た
も
の
だ
か
ら
。」
伝
統
を
守
る
人
々
は

活
気
に
満
ち
て
い
た
。

褒
め
ら
れ
て
、
う
れ
し
く
な
い
人
は
い
な
い
。
慣
れ
な
い

異
国
の
地
で
の
リ
サ
イ
タ
ル
の
あ
と
、
著
名
な
先
生
に
褒
め

ら
れ
て
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
と
高
田
さ
ん
も
話
さ

れ
て
い
た
。
褒
め
ら
れ
る
こ
と
で
自
信
が
付
き
、
さ
ら
な
る

挑
戦
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
私
た
ち
教
師
は
、
子
供
た
ち

を
次
の
活
動
へ
踏
み
出
さ
せ
る
よ
う
な
褒
め
方

を
常
に
心
掛
け
て
い
き
た
い
。

水無月

（スイレン　岡崎小）


