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岡崎で
育てていただいた
八丁味噌の役割

教
育
随
想

八丁味噌協同組合理事長

早川久右衛門　氏

家
康
公
は
、
桶
狭
間
の
合
戦
後
、
人
質

生
活
か
ら
解
放
さ
れ
、
岡
崎
に
帰
郷
。
そ

の
後
、
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
天

下
人
へ
の
道
を
歩
み
ま
し
た
。

当
家
の
伝
承
に
よ
る
と
、
先
祖
の
新
六

郎
勝
久
は
今
川
義
元
公
の
家
臣
で
、
義
元

公
の
討
た
れ
た
あ
と
は
舳
越
村
に
逃
れ
、

号
を
久
右
衛
門
と
改
め
、
帰
農
。
く
し
く

も
家
康
公
と
同
時
期
に
第
二
の
人
生
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
子
孫
が
、
東
海
道
と
矢
作
川
の
交

わ
る
交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
八
丁
村
に
移

住
し
、
味
噌
み

そ

屋
（
カ
ク
キ
ュ
ー
）
を
創
業
。

皆
様
の
お
陰
で
今
日
に
至
り
ま
す
。
三
百

六
十
五
年
間
伝
統
の
製
法
を
頑

か
た
く

な
に
守
り
、

八
丁
味
噌
の
味
を
伝
え
続
け
ま
す
。
匠

た
く
み

の

技
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
と
、
重
石
お
も
し

の
石
は

今
も
手
積
み
で
す
。
同
じ
八
丁
村
の
、
東

海
道
を
挟
ん
で
向
か
い
側
に
◯や
八
丁
味
噌

さ
ん
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
社
で
八
丁
味

噌
を
現
在
ま
で
守
っ
て
き
ま
し
た
。

当
家
は
幸
い
な
こ
と
に
戦
災
を
免
れ
ま

し
た
。
本
社
事
務
所
と
大
蔵
（
資
料
館
）

が
、
平
成
八
年
に
国
の
登
録
文
化
財
に
な

り
、
毎
年
多
く
の
見
学
者
が
訪
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
岡
崎
藩
・
商
工
会
議
所
・
学

校
・
銀
行
・
鉄
道
等
に
深
く
か
か
わ
っ
て

い
た
た
め
、
そ
の
関
係
史
料
が
残
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
販
売
経
路
が
全
国
に
及

ん
で
い
た
た
め
、
著
名
人
や
各
地
の
旅
館

か
ら
の
注
文
書
等
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
多
く
の
史
料
か
ら
、
当
時

の
先
人
た
ち
の
足
跡
と
時
代
を
垣か
い

間ま

見み

る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
旧
岡
崎
市

立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
一
部
の
貴

重
な
資
料
が
戦
災
で
失
わ
れ
、
と
て
も
残

念
で
あ
り
ま
す
。

当
家
に
残
さ
れ
た
史
料
を
、
岡
崎
市
民

の
共
通
の
財
産
と
と
ら
え
、
今
後
の
郷
土

史
研
究
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
幸

い
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
家
康
公
生
誕

の
岡
崎
の
地
で
、
皆
様
方
に
育
て
て
い
た

だ
い
た
八
丁
味
噌
二
社
の
役
割
か
と
思
い

ま
す
。

（
は
や
か
わ
き
ゅ
う
え
も
ん
）
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り
先
に
子
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の
は

本
当
に
受
け
入
れ
難
く
、
自
分
だ
け
別
の

世
界
に
と
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

感
覚
で
し
た
。」

そ
の
後
、
お
子
様
の
死
に
つ
い
て
、
自

身
を
責
め
続
け
る
日
々
が
一
年
ほ
ど
続
い

た
そ
う
だ
。
そ
ん
な
中
、
ラ
ジ
オ
か
ら
の

一
曲
の
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
に
心
が
動
か
さ
れ

た
。
そ
の
と
き
に
作
詞
・
作
曲
し
た
の
が

『
風
の
中
の
あ
な
た
』
で
あ
る
。

「
自
分
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
る
方
に

聞
い
て
も
ら
い
、
共
感
し
て
も
ら
っ
た
り
、

ほ
っ
と
し
て
も
ら
っ
た
り
で
き
れ
ば
と
思

い
作
り
ま
し
た
。
あ
の
こ
ろ
は
、
人
の
た

め
に
な
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
、
生
き

て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
自
責

の
念
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
こ
ろ

で
し
た
。」

そ
ん
な
思
い
か
ら
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

脳
症
の
会
」
の
活
動
に
四
年
間
没
頭
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
無
理
が
た
た
り
、
ご
自
身
が

次
か
ら
次
へ
と
病
に
か
か
り
、
生
命
の
危

機
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
危
機
を
乗

り
越
え
る
き
っ
か
け
が
、
心
理
学
に
あ
っ

た
そ
う
だ
。

「
心
理
学
を
学
ん
だ
こ
と
で
、
自
分
は

『
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
』
と
い
う
、
い
ち

ば
ん
大
切
な
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
度
は
、
子
供
た
ち
に
『
生
き

て
い
る
こ
と
は
当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
、

与
え
ら
れ
た
命
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
』

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。」

宮
澤
さ
ん
が
出
版
さ
れ
た
著
書
『
あ
な

た
の
心
を
抱
き
し
め
た
い
』
は
、
子
供
た

ち
に
も
簡
単
に
読
め
る
易
し
い
内
容
で
あ

り
な
が
ら
、
人
生
や
生
命
に
つ
い
て
の
熱

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
今
の
時
代
の
子
供
た
ち
は
、
子
供
た
ち

同
士
で
も
気
を
遣
っ
て
い
て
、
壊
れ
た
人

間
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
親
が
も
っ
と
手
を
差
し
伸
べ

て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。」

宮
澤
さ
ん
ご
自
身
も
、
中
学
校
一
年
生

の
二
女
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
欠

か
さ
な
い
。

「
子
供
た
ち
は
、
元
気
で
幸
せ
で
あ
っ
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
い

っ
ぱ
い
し
て
、
命
を
輝
か
せ
て
ほ
し
い
で

す
。
そ
の
子
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
す
ば

ら
し
い
こ
と
で
す
し
、
何
よ
り
幸
せ
な
こ

と
な
の
で
す
か
ら
。」

力
強
く
、
そ
れ
で
い
て
に
こ
や
か
に
話

さ
れ
る
宮
澤
さ
ん
。
宮
澤
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
受
け
取
る
人
の
輪
は
、
こ
れ
か
ら
も

ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

龍
馬
語
録

竜
海
中
　
校
長
　
■

野
々
山
宏
司

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
龍
馬
伝
』
が
人

気
で
あ
る
。
龍
馬
役
の
福
山
人
気
な
の
か
、

混
沌と

ん

と
し
た
時
代
を
切
り
開
き
た
い
と
い

う
国
民
の
願
い
の
せ
い
か
。
今
後
の
展
開

が
楽
し
み
で
あ
る
。

書
店
を
の
ぞ
く
と
龍
馬
に
関
す
る
本
の

特
設
コ
ー
ナ
ー
が
出
来
て
い
る
。
多
く
の

先
生
方
は
、
司
馬
遼
太
郎
の
『
竜
馬
が
ゆ

く
』
を
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
先
日
、
龍

馬
語
録
が
特
集
し
て
あ
る
一
冊
を
買
い
求

め
た
。
彼
が
残
し
た
で
あ
ろ
う
言
葉
の

数
々
に
龍
馬
の
人
と
な
り
を
感
じ
る
し
、

我
々
が
生
き
る
指
針
と
も
な
る
い
い
言
葉

が
多
い
。

教
科
指
導
や
学
級
経
営
を
い
か
に
充
実

さ
せ
る
か
な
ど
、
私
た
ち
教
師
は
日
々
研

修
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
授
業
力
や

指
導
力
等
高
め
る
べ
き
内
容
は
多
い
が
、

大
切
な
の
は
教
師
力
、
と
り
わ
け
人
間
力

（

）

氏
　
　
名
　
み
や
ざ
わ
　
え
み
か

生
年
月
日
　
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
一
日

住
　
　
所
　
岡
崎
市
庄
司
田
三
丁
目

生
命
い
の
ち

の
大
切
さ
を
伝
え
た
い

一
級
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ス
ト

宮
澤
会
美
香
　
氏

昨
年
九
月
、
小
豆
坂
小
学
校
で
「
生
命
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
開
閉

会
式
の
際
に
歌
わ
れ
た
『
風
の
中
の
あ
な

た
』
は
、
宮
澤
さ
ん
自
身
の
作
詞
・
作
曲

で
あ
り
、
多
く
の
参
加
者
に
生
命
の
き
ず

な
を
強
く
印
象
付
け
た
。

現
在
、
宮
澤
さ
ん
は
、
心
理
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
・
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
仕
事
の
傍

ら
、
生
命
の
大
切
さ
を
訴
え
る
講
演
を
、

全
国
各
地
で
行
い
、
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

宮
澤
さ
ん
が
こ
の
仕
事
を
始
め
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
は
、
十
二
年
前
に
当
時

三
歳
で
あ
っ
た
長
女
を
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

脳
症
で
亡
く
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

「
第
一
子
で
し
た
し
、
こ
の
時
代
、
親
よ
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
未
来
を
担
う
子
供

た
ち
の
成
長
を
支
え
る
教
師
が
、
人
と
し

て
の
魅
力
が
な
け
れ
ば
子
供
は
つ
い
て
こ

な
い
。

龍
馬
語
録
の
中
で
、
私
の
好
き
な
言
葉

を
紹
介
す
る
。
ま
ず
第
一
に
「
日
本
を
今

一
度
洗
濯
い
た
し
申
し
候
」
を
挙
げ
た
い
。

な
ん
と
視
野
が
広
い
の
だ
ろ
う
。
宇
宙
か

ら
地
球
を
、
日
本
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。

日
本
と
い
う
国
を
手
づ
か
み
に
し
、
洗
い

清
め
刷
新
し
た
い
と
い
う
大
き
な
志
を
感

じ
る
。
も
う
一
つ
。「
丸
く
と
も
　
一
か

ど
あ
れ
や
人
心
　
あ
ま
り
ま
ろ
き
は
　
こ

ろ
び
や
す
き
ぞ
」
こ
れ
も
い
い
。
龍
馬
が

剣
術
を
学
ん
だ
日
根
野
道
場
「
小
栗
流
」

の
書
物
に
似
た
歌
が
存
在
す
る
よ
う
だ

が
、「
柔
」
＝
「
丸
」
だ
け
で
は
だ
め
、

「
剛
」
＝
「
角
」
も
持
ち
合
わ
せ
ろ
と
い

う
意
味
だ
ろ
う
。

我
々
教
師
も
、
目
の
前
の
子
供
の
学
力
、

心
を
ど
う
育
て
る
の
か
、
い
か
に
幸
せ
な

人
生
を
歩
ま
せ
る
の
か
、
教
師
と
し
て
大

き
な
ポ
リ
シ
ー
を
持
ち
た
い
。
不
易
と
流

行
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
子
供
の
前
に

立
つ
と
き
、
流
行
や
そ
の
場
の
雰
囲
気
に

流
さ
れ
ず
、
確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
い

た
い
。

「
俺
が
や
ら
な
け
れ
ば
、
誰だ

れ

が
こ
の
子
を

救
う
の
か
」「
岡
崎
の
教
育
の
先
達
を
私

が
務
め
る
」
と
言
え
る
気
概
を
持
ち
続
け
、

日
々
過
ご
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

迷
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
と
き
、
Ａ
子
が
生
活
ノ
ー
ト
に

次
の
よ
う
に
書
い
て
き
た
。

「
も
う
曲
が
完
成
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
み
ん
な
そ
れ
な
り
に
歌
っ

て
く
れ
る
の
だ
け
ど
、
な
ん
か
お
も
し
ろ

く
な
い
と
い
う
か
。」

そ
の
日
か
ら
、
Ａ
子
と
私
の
大
作
戦
が

始
ま
っ
た
。
全
員
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
も

う
一
度
や
る
気
を
奮
い
起
こ
さ
せ
る
た
め

に
、
思
い
切
っ
て
歌
の
変
更
を
み
ん
な
に

訴
え
る
こ
と
を
決
断
で
き
た
。
Ａ
子
に
は
、

み
ん
な
の
中
心
に
な
っ
て
、
変
更
す
る
候

補
曲
を
選
ぶ
こ
と
を
頼
ん
だ
。

「
み
ん
な
が
『
自
分
ら
し
く
』
を
歌
い
た

い
っ
て
。
歌
詞
に
も
あ
る
け
ど
、
今
は
毎

日
を
た
だ
過
ご
し
て
い
る
だ
け
で
、
合
唱

コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
一
組
ら
し
く
も
っ
と

元
気
よ
く
歌
い
た
い
。」

そ
う
話
し
か
け
て
く
る
Ａ
子
の
目
は
再

び
輝
き
を
取
り
戻
し
て
い
た
。「
ド
ラ
マ
を

作
る
」
と
い
う
魔
法
の
言
葉
に
感
化
さ
れ
、

生
徒
た
ち
の
エ
ン
ジ
ン
も
か
か
り
始
め
た
。

そ
ん
な
矢
先
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
態
が

発
生
し
た
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ

る
学
級
閉
鎖
だ
っ
た
。
ク
ラ
ス
の
半
分
の

生
徒
に
、
そ
の
症
状
が
出
た
。
間
に
合
う

の
か
、
曲
を
戻
す
べ
き
か
、
だ
れ
も
い
な

い
教
室
で
一
人
悩
ん
だ
。
そ
ん
な
と
き
、

Ａ
子
の
「
一
組
ら
し
く
」
の
言
葉
が
頭
に

浮
か
ん
だ
。
や
る
し
か
な
い
。

新
し
い
曲
を
Ｃ
Ｄ
に
録
音
し
、
三
十
七

名
全
員
の
家
に
届
け
た
。
伴
奏
者
の
Ｂ
子

は
、
熱
を
出
し
な
が
ら
も
、
ピ
ア
ノ
を
弾

い
て
く
れ
た
。
歌
う
こ
と
が
あ
ま
り
好
き

で
な
い
Ｃ
男
も
、「
先
生
、
あ
り
が
と
う
。

早
く
覚
え
る
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

本
番
ま
で
一
週
間
し
か
時
間
が
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
生
徒
た
ち
は
一
回
の
練
習

に
気
持
ち
を
込
め
て
歌
っ
た
。
歌
う
ご
と

に
曲
が
よ
く
な
っ
て
い
く
の
を
み
ん
な
が

実
感
で
き
た
。
Ａ
子
は
必
死
に
な
っ
て
練

習
を
呼
び
か
け
、
み
ん
な
は
そ
れ
に
応
え

た
。
そ
ん
な
生
徒
た
ち
と
同
じ
空
間
で
過

ご
せ
る
幸
せ
を
感
じ
た
。

「
先
生
が
提
案
し
た
ド
ラ
マ
を
完
結
さ
せ

る
瞬
間
が
や
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
学

級
紹
介
で
始
ま
っ
た
本
番
。
結
果
は
優
秀

賞
で
あ
っ
た
が
、
最
高
の
歌
声
だ
っ
た
。

帰
り
の
時
間
、
昇
降
口
で
、

「
二
週
間
の
ド
ラ
マ
作
り
は
、
最
高
に
楽

し
か
っ
た
。」

こ
う
言
っ
た
Ａ
子
の
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ

な
い
も
の
と
な
っ
た
。

二
週
間
の
ド
ラ
マ

城
北
中
　
廣
瀬
　
浩
司

「
二
週
間
で
ド
ラ
マ
を
作
ら
な
い
か
。」

必
死
で
考
え
、
切
り
出
し
た
言
葉
が
こ

れ
だ
っ
た
。

「
変
な
こ
と
を
言
う
け
ど
、
真
剣
に
聞
い

て
く
れ
。
実
は
、
合
唱
曲
を
替
え
た
い
と

思
う
ん
だ
。」

合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
二
週
間
前
の
朝
の
会
。

前
代
未
聞
の
私
の
提
案
に
、
生
徒
た
ち
は

ま
さ
に
「
目
が
点
」
の
状
態
だ
っ
た
。

一
瞬
凍
り
つ
い
た
教
室
中
に
、

「
面
白
そ
う
。
や
っ
て
み
た
い
。」

Ａ
子
の
声
が
響
い
た
。

一
学
期
最
後
の
音
楽
の
授
業
で
、
二
年

一
組
の
合
唱
曲
は
『
道
』
と
い
う
歌
に
決

定
し
た
。
本
番
に
向
け
て
、
生
徒
間
で
温

度
差
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
く
、
何
と
な

く
最
優
秀
賞
を
取
ろ
う
と
い
う
目
標
に
向

か
っ
て
歌
う
日
が
続
い
た
。
歌
は
徐
々
に

完
成
に
近
づ
い
て
い
る
が
、
生
徒
の
気
持

ち
に
熱
が
入
ら
な
い
。
思
い
切
っ
て
曲
を

変
え
よ
う
か
、
こ
の
ま
ま
で
い
こ
う
か
、
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昔
か
ら
、
人
々
は
豊
作
や
幸
せ
、
加
護
へ
の
祈
り
、

感
謝
を
、
自
然
の
神
々
や
先
祖
の
霊
に
さ
さ
げ
る
た

め
に
祭
り
を
行
い
、
芸
能
を
奉
じ
て
き
た
。

し
か
し
、
社
会
や
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
り
、
郷

土
の
伝
統
芸
能
の
保
存
、
継
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
折
、
市
内
に
は
郷
土
の
伝
統
芸
能
を
学
ぶ
取

組
を
進
め
て
い
る
小
中
学
校
や
地
域
が
あ
る
。

細
川
小
学
校
や
連
尺
小
学
校
で
は
、
ク
ラ
ブ
活
動

の
時
間
に
地
域
の
指
導
者
を
招
い
て
郷
土
の
伝
統
芸

能
を
学
び
、
学
習
発
表
会
や
敬
老
会
で
、
そ
の
成
果

を
披
露
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
細
川
小
学
校
の
郷
土

芸
能
ク
ラ
ブ
は
、
浅
草
の
「
時
代
祭
」
に
招
か
れ
て

披
露
し
た
り
、
連
尺
小
学
校
の
伝
承
文
化
ク
ラ
ブ
は
、

老
人
ホ
ー
ム
の
慰
問
公
演
を
し
た
り
す
る
な
ど
、
活

動
の
場
を
広
げ
て
い
る
。
ま
た
、
六
ツ
美
南
部
小
学

校
、
六
ツ
美
北
部
小
学
校
、
豊
富
小
学
校
、
形
埜
小

学
校
は
、
学
校
行
事
の
中
で
、
郷
土
に
伝
わ
る
民
謡

や
踊
り
な
ど
を
披
露
し
、
地
域
へ
の
愛
着
を
深
め
て

い
る
。
新
香
山
中
学
校
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時

間
に
チ
ャ
ラ
ボ
コ
を
学
ぶ
機
会
を
設
け
て
い
る
。

地
域
、
町
内
に
目
を
向
け
る
と
、
和
太
鼓
、
神
楽

な
ど
を
習
い
、
祭
り
で
重
要
な
一
役
を
担
っ
て
い
る

児
童
生
徒
も
い
る
。
岩
津
学
区
の
「
天
神
太
鼓
」、

形
埜
小
学
校
の
「
日
近
太
鼓
」
な
ど
は
、
町
内
で
練

習
し
た
児
童
生
徒
が
地
域
の
行
事
で
演
奏
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
芸
能
の
継
承
に
は
、
地
域
で
「
保
存
会
」

な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
方
々
が
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
。

古
く
か
ら
守
り
育
て
ら
れ
て
き
た
芸
能
は
、
地
域

の
人
々
が
そ
の
担
い
手
と
な
っ
て
、
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
。
子
供
た
ち
が
、
郷
土
に
誇
り
と
愛
着

を
も
ち
、
地
域
の
歴
史
や
人
々
の
思
い
と
と
も
に
、

伝
統
芸
能
を
次
世
代
に
伝
え
る
継
承
者
に
育
つ
こ
と

を
願
う
。

▲東京浅草の「時代祭」で三河万歳の披露（細川小郷土芸能クラブ）

�
地
域
で
練
習
し
た
「
日
近
太
鼓
」
を
学

芸
会
で
披
露
　
　
　
　
　
　
（
形
埜
小
）

�
地
域
の
祭
り
で
「
天
神
神
楽
」
の
演
奏

（
岩
津
学
区
）
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運動会で地域の方と一緒に踊る児童
▲「額田音頭」（豊富小） ▼「六ツ美音頭」（六ツ美北部小）

『
達
人
に
学
ぶ
』（
十
二
時
間
完
了
）

様
々
な
道
の
達
人
（
地
域
の
指
導
者
）

を
招
き
、
そ
の
技
を
教
え
て
い
た
だ
く
学

習
の
一
講
座
。「
し
ぐ
れ
」「
く
ず
し
」
の

二
曲
を
練
習
し
、
体
育
館
で
発
表
し
た
。

▲「悠
ゆう

紀
き

斎田
さいでん

お田植え踊り」（六ツ美南部小）

▲「岡崎市子ども伝統芸能祭」で五万石太
鼓の演奏　（連尺小伝承文化クラブ） ▲外部講師を招いてチャラボコの練習（新香山中）

六
月
一
日
は
、
お
田
植
祭
で
し
た
。

歌
と
お
ど
り
に
合
わ
せ
て
苗
が
植
え

ら
れ
て
い
き
ま
す
。

私
は
苗
を
渡
す
役
で
し
た
が
、
植

え
る
人
に
リ
ズ
ム
よ
く
渡
す
の
は
大

変
で
し
た
。
六
ツ
美
の
田
が
献
上
米

を
つ
く
る
斎
田
と
し
て
選
ば
れ
て
い

た
こ
と
は
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
し
た
。
こ
の
お
祭
り
と
と
も

に
、
こ
れ
か
ら
も
六
ツ
美
の
田
や
自

然
を
大
切
に
守
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
旧
六
年
女
子
）

岡
崎
の
四
季
を
、
勇
壮
な
節
回
し

で
表
現
し
た
連
尺
五
万
石
太
鼓
。
直

径
二
メ
ー
ト
ル
も
の
大
太
鼓
が
奏
で

る
重
厚
な
音
は
、
お
腹
に
響
く
ほ
ど

で
、
太
鼓
を
打
つ
子
供
た
ち
も
気
合

が
入
り
ま
す
。

毎
年
、
学
芸
会
や
学
区
敬
老
会
、

「
岡
崎
市
子
ど
も
伝
統
芸
能
祭
」
で

披
露
す
る
と
と
も
に
、
学
区
の
老
人

施
設
を
訪
ね
、
訪
問
演
奏
を
し
て
い

ま
す
。
連
尺
小
学
校
の
子
供
た
ち
に

代
々
受
け
継
が
れ
、
学
区
の
方
々
に

も
そ
の
演
奏
を
楽
し
み
に
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

（
伝
承
文
化
ク
ラ
ブ
担
当
者
）

達
人
か
ら
チ
ャ
ラ
ボ
コ
太
鼓
を
教

え
て
い
た
だ
き
、
充
実
し
た
時
間
に

な
り
ま
し
た
。
短
い
時
間
で
二
曲
演

奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
は
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
楽
し
か
っ

た
で
す
。
私
は
小
学
校
で
も
習
っ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
、
友
達
に
教
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

学
区
の
チ
ャ
ラ
ボ
コ
に
親
し
ん
で
い

き
た
い
で
す
。

（
旧
中
一
女
子
）
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�
山
中
小
屋
内
運
動
場
天
井
改
修

平
成
二
十
二
年
度

岡
崎
市
の
教
育
予
算

経
済
危
機
を
乗
り
越
え

明
日
へ
の
希
望
を
つ
な
ぐ

〈一般会計予算〉

（単位　円）

�
細
川
小
ト
イ
レ
改
修

▲額田中プール改修



岡崎市の教育予算 No. 4 4 5

（7）

〈教育費の内訳〉

◆ 児童・生徒数の推移（数字は毎年5月1日現在）

①小中学校費 校舎改築（豊富小）
校舎増築（男川小・矢作南小）
便所改修（六ツ美北部小・矢作中）
プール改修（上地小・六ツ美北部小・城北

中）
下水処理切替（岩津小・六ツ美南部小）
テレビ共聴システム改修（緑丘小・岡崎小）
校内LAN整備（根石小・男川小・六名小・
三島小・広幡小・愛宕小・奥殿小・細川
小・竜海中・葵中・矢作北中・新香山中）
図書室空調設備（大門小・六ツ美北部小・六
ツ美西部小）
保健室空調設備（形埜小・夏山小・葵中・東
海中・六ツ美中）
屋内運動場天井改修（常磐小・細川小・大門
小・六ツ美中部小・城南小）
運動施設整備（愛宕小）

②幼 稚 園 費 幼稚園管理運営
③学校教育費 行事開催事業委託及び指導研修

教育の振興、研究助成
児童生徒の健康保持
小中学校各種スポーツ大会開催
健全育成推進
小学校英語指導補助者派遣
（仮）総合教育センター設立
給食センター施設整備

④社会教育費 岡崎市民芸術文化行事開催事業
生涯学習推進事業
青少年健全育成推進事業
文化財整備活用事業
視聴覚ライブラリー管理運営
少年自然の家管理運営及び施設整備
図書館交流プラザ管理運営
太陽の城管理運営

⑤保健体育費 スポーツ振興事業
スポーツ施設整備事業

⑥教育総務費 私立幼稚園就園奨励費補助金
奨学資金支給・貸付事業

◆平成22年度のあらまし◆

（単位　円）

小 学 校

中 学 校



6 月号 お知らせ

（8）

◆
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

―
不
登
校
・
特
別
支
援
教
育
・
生

徒
指
導
に
関
す
る
学
校
支
援
―

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、「
教
育

相
談
―
そ
よ
か
ぜ
相
談
室
―
」

「
適
応
指
導
教
室
―
ハ
ー
ト
ピ
ア

岡
崎
―
」「
生
徒
指
導
・
要
保
護

児
童
対
応
―
学
校
相
談
員
―
」

を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

・
そ
よ
か
ぜ
相
談
　

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
で
、
不
登

校
・
特
別
支
援
教
育
・
就
学
に

か
か
わ
る
相
談
を
行
う
。
相
談

員
、
臨
床
心
理
士
、
登
校
支
援

員
が
担
当
す
る
。
電
話
で
の
申

し
込
み
の
あ
と
相
談
を
行
う
。

相
談
セ
ン
タ
ー
一
階

電
話
七
一
―
三
二
〇
一

※
臨
床
心
理
士
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
も
行
う
。
場
所
は
相
談

セ
ン
タ
ー
三
階
。

・
登
校
支
援
員

そ
よ
か
ぜ
相
談
の
う
ち
、
主
に

不
登
校
児
童
生
徒
、
そ
の
保
護

者
、
教
員
を
対
象
と
し
、
相
談

活
動
を
行
う
。
相
談
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
相
談
、
必
要
と
認
め

た
場
合
の
学
校
で
の
相
談
及
び

適
応
指
導
、
派
遣
先
学
校
で
の

該
当
児
童
生
徒
に
対
す
る
家
庭

訪
問
に
よ
る
登
校
支
援
を
行
う
。

・
ハ
ー
ト
ピ
ア
岡
崎

ハ
ー
ト
ピ
ア
指
導
員
が
、
不
登

校
児
童
生
徒
の
適
応
指
導
、
学

校
復
帰
支
援
を
中
心
に
活
動
す

る
。
適
応
指
導
、
学
習
指
導
、

相
談
（
保
護
者
・
本
人
・
教
員
）、

通
所
生
在
籍
校
訪
問
で
の
学
校

支
援
復
帰
、
通
所
生
の
家
庭
訪

問
等
で
の
引
き
こ
も
り
対
策
を

行
う
。
登
校
支
援
員
と
連
携
し

て
活
動
す
る
。

相
談
セ
ン
タ
ー
二
階

電
話
七
一
―
三
二
〇
七

●

教
育
最
新
情
報

援
員
」「
メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
」

「
公
的
介
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に

協
力
い
た
だ
く
。

・
相
談
セ
ン
タ
ー
住
所
・
連
絡
先

岡
崎
市
竜
美
北
二
丁
目
六
番
地
一

電
話
七
二
―
三
四
四
七

◆
教
職
員
評
価
制
度

今
年
度
も
昨
年
度
同
様
に
実
施

す
る
と
、
愛
知
県
教
育
委
員
会
よ

り
通
知
が
あ
っ
た
。

・
対
象
者
は
全
正
規
教
職
員

・
被
評
価
者
の
記
入
は
、
自
己
申

告
・
評
価
シ
ー
ト
の
被
評
価
者

記
入
欄
す
べ
て
（
自
己
評
価
・

申
告
シ
ー
ト
の
表
・
裏
の
両
面

す
べ
て
）

・
評
価
日
は
、
平
成
二
十
三
年
二

月
一
日
　

◆
一
学
期
の
研
究
発
表

一
学
期
、
六
月
に
広
幡
小
学
校

で
研
究
発
表
会
（
自
主
）
が
行
わ

れ
る
。
研
修
の
大
切
な
機
会
と
な

る
よ
う
積
極
的
に
参
加
し
、
学
び

を
深
め
た
い
。

○
広
幡
小
学
校
（
六
月
十
六
日
）

研
究
主
題
は
、「
自
ら
追
究
し
、

確
か
に
表
現
で
き
る
子
の
育
成
を

め
ざ
し
て
　
〜
言
語
能
力
を
培
い
、

『
書
き
表
す
』
活
動
を
工
夫
し
た
授

業
の
創
造
〜
」
で
あ
る
。

学
習
課
題
な
ど
か
ら
気
づ
い
た

こ
と
を
書
き
表
し
、
ま
た
自
ら
の

意
見
・
考
え
と
し
て
他
に
伝
え
る

学
習
活
動
が
中
心
内
容
と
な
る
。

自
ら
の
考
え
を
確
か
に
も
ち
、

話
し
合
う
こ
と
で
、
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
を
育
成
し
て
い
く

こ
と
も
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
こ
れ
か

ら
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り

私
た
ち
が
学
ん
で
い
き
た
い
内
容

で
あ
る
。

当
日
は
、
全
体
会
の
あ
と
、
全

学
級
で
授
業
が
公
開
さ
れ
、
教
科

別
授
業
協
議
会
が
行
わ
れ
る
。

特
別
支
援
初
心
者
研
修
、
岡
崎

市
初
任
者
研
修
も
併
せ
て
行
わ
れ

る
。今

年
度
も
、
感
性
を
育
む
心
の

教
育
推
進
事
業
と
し
て
、
芸
術
鑑

賞
会
を
行
う
。
参
加
対
象
は
、
小

学
校
六
年
生
全
員
で
あ
る
。

今
年
度
も
劇
団
「
四
季
」
の
「
こ

こ
ろ
の
劇
場
」
が
岡
崎
市
で
招
待

公
演
さ
れ
る
。
作
品
は
『
エ
ル
コ

ス
の
祈
り
』
を
予
定
し
て
い
る
。

心
を
持
つ
ロ
ボ
ッ
ト
、
エ
ル
コ

ス
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
。
舞

・
学
校
相
談
員

生
徒
指
導
担
当
主
事
に
よ
る
配

置
校
等
の
計
画
に
よ
っ
て
活
動

す
る
。
学
校
生
活
に
適
応
が
難

し
い
児
童
生
徒
と
、
そ
の
保
護

者
に
対
す
る
相
談
活
動
を
行
い
、

小
中
学
校
の
生
徒
指
導
体
制
を

よ
り
充
実
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
配
置
す
る
。
相
談
員
は
、

教
育
委
員
会
が
指
定
し
た
学
校

及
び
緊
急
対
応
の
た
め
教
育
研

究
所
に
配
置
す
る
。

※
配
置
期
間

一
学
期

五
月
十
日
〜
七
月
十
六
日

二
学
期

九
月
一
日
〜
十
二
月
二
十
二
日

三
学
期

一
月
七
日
〜
三
月
十
一
日

一
学
期
は
、
南
中
学
校
を
拠
点

と
し
て
配
置
す
る
。
配
置
校
以

外
の
学
校
が
活
用
を
希
望
す
る

場
合
は
、
担
当
ま
で
連
絡
す
る
。

電
話
二
三
―
六
四
三
九

・
そ
の
他

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
生

徒
指
導
（
問
題
行
動
・
不
登
校
）、

特
別
支
援
の
教
科
・
領
域
指
導

員
と
連
携
し
て
活
動
す
る
。
ま

た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
「
学
生
支

●

芸
術
鑑
賞
会
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台
は
五
十
年
後
の
未
来
。
親
や
先

生
に
見
放
さ
れ
、
夢
や
個
性
を
奪

わ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
学
園
に
エ
ル

コ
ス
が
や
っ
て
く
る
。
心
を
閉
ざ

し
て
し
ま
っ
た
生
徒
た
ち
一
人
一

人
に
、
エ
ル
コ
ス
は
優
し
く
語
り

か
け
る
。

子
供
た
ち
は
徐
々
に
忘
れ
て
い

た
笑
顔
と
夢
を
取
り
戻
し
て
い
く

が
、
た
だ
一
人
ジ
ョ
ン
は
エ
ル
コ

ス
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
エ
ル
コ
ス
の
祈
り
は
通

じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
年
度
も
、
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
五
日
（
木
）
・
六
日
（
金
）

・
午
前
の
部
　
十
時
三
十
分
〜

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

○
場
所
　
岡
崎
市
民
会
館

○
演
題
「
エ
ル
コ
ス
の
祈
り
」

○
公
演
参
加
は
学
校
ご
と
に
指
定

す
る
予
定

◆
第
８
回
ジ
ュ
ニ
ア
打
楽
器
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

コ
ン
ク
ー
ル
全
国
大
会
（
打
楽
器
五
重
奏
）

優
秀
賞
　
美
川
中
　
二
年

石
川
絵
梨
　
新
田
莉
乃
　

福
木
麻
由
　
尾h

海

一
年
　
鈴
木
の
ど
か

◆
第
46
回
全
国
児
童
才
能
開
発
コ

ン
テ
ス
ト
　
※
作
文
部
門

全
国
連
合
小
学
校
長
会
会
長
賞
　

大
樹
寺
小
二
年

片
桐
麻
衣

日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
協
議
会
会
長
賞

北
野
小
四
年

細
野
舞
奈

竜
美
丘
小
五
年

新
宅
萌
花

学
研
賞

北
野
小
三
年

山h

裕
汰

◆
第
18
回
全
国
漢
字
か
る
た
大
会
　

百
人
一
首
　
小
学
生
の
部

第
三
位
　
竜
美
丘
小
二
年
　
加
藤
翔
大

◆
平
成
21
年
度
実
用
英
語
技
能
検
定

全
国
優
秀
者
表
彰
　
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
大
使
賞

矢
作
中
一
年
　
加
藤
優
理
奈

◆
第
17
回
愛
知
県
ヴ
ォ
ー
カ
ル
・

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

金
賞
　
常
磐
中
学
校

六
ツ
美
北
中
学
校

矢
作
北
中
学
校

※
学
年
は
す
べ
て
受
賞
時

平
成
二
十
二
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
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
昨
年
よ
り
も
少
し
増
え
た
。
一

校
当
た
り
の
学
級
数
は
小
中
と
も

に
若
干
増
え
た
が
、
一
学
級
当
た

り
の
児
童
・
生
徒
数
は
、
昨
年
の

平
均
、
小
学
校
二
十
八
人
、
中
学

校
三
十
二
人
よ
り
若
干
減
っ
た
。

岡
崎
市
内
の
児
童
生
徒
数
の
合

計
は
、
昨
年
よ
り
も
百
八
十
六
名

増
加
し
た
。
三
校
の
閉
校
が
あ
り
、

教
職
員
数
は
十
七
名
減
と
な
っ
た
。

教
員
補
助
者
は
昨
年
度
よ
り
五

名
減
の
百
六
十
五
名
、
う
ち
六
名

は
理
科
の
授
業
の
補
助
者
で
あ
る
。

英
語
補
助
者
は
三
名
増
の
十
八
名
、

Ａ
Ｌ
Ｔ
は
一
名
減
で
あ
る
。

今
年
度
か
ら
図
書
館
支
援
員
が

十
名
配
置
さ
れ
た
。

お知らせ

●

表
　
　
彰

●

小
中
学
校
の
よ
う
す

●児童・生徒・教職員数

●学年別児童・生徒数（人）

学年

男

女

計

小　　　学　　　校 中　　　学　　　校

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

1,829 1,967 1,889 1,914 1,933 1,992 1,872 1,858 1,871

1,728 1,783 1,856 1,853 1,826 1,834 1,777 1,787 1,735

3,577 3,750 3,745 3,767 3,759 3,826 3,649 3,645 3,606

区分

小学校 47 804〈 78〉 11,544 10,880 22,424 461 635 1,096 10 50 50

中学校 19 341〈 34〉 5,601 5,299 10,900 383 244 627 4 25 23

合　計 66 1145〈112〉 17,145 16,179 33,324 844 879 1,723 14 75 73

学校数

（校）

学級

〈特別支援〉

（学級）

児童・生徒

（人）

校長・教頭・教諭（人）
＊養護教諭・期限付講師を含む

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

●学校・学級の規模（市内平均）

小学校

477人

18学級

26人

573人

19学級

30人

中学校

１ 校 当 た り
児童・生徒数

１ 校 当 た り
学 級 数

１学級当たり
児童・生徒数
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小
学
生
の
と
き
に
習
っ
た
地
域
の
芸
能
を
中
学

生
に
な
っ
て
も
続
け
、
今
は
指
導
者
と
し
て
か
か

わ
っ
て
い
る
大
学
生
が
い
る
。
こ
う
し
た
若
い
世
代
の
存
在
が

頼
も
し
い
。

毎
年
、「
岡
崎
市
子
ど
も
伝
統
芸
能
祭
」
が
開
催
さ
れ
て
い

る
。
地
域
の
伝
統
芸
能
に
親
し
み
、
ふ
る
さ
と
の
歴
史
、
人
、

自
然
に
愛
着
を
も
つ
子
を
育
て
て
い
き
た
い
。

ア
ジ
サ
イ
の
花
が
咲
く
季
節
と
な
っ
た
。
ア
ジ
サ
イ
は
、
一

つ
一
つ
の
小
さ
な
花
が
集
ま
っ
て
、
一
つ
の
大
き
な
花
の
形
を

成
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
、
多
く
の
小
学
校
で
運
動
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。

マ
ス
ゲ
ー
ム
は
、
そ
の
花
形
で
あ
る
。
子
供
た
ち
一
人
一
人
の

輝
く
姿
が
集
ま
り
、
一
つ
の
大
き
な
美
し
い
花
の

形
を
成
し
て
い
る
。
ア
ジ
サ
イ
に
似
て
い
る
。

住
ん
で
い
る
地
域
の
水
が
お
い
し
い
。
お
い
し

い
水
を
作
る
た
め
に
、
日
夜
、
働
い
て
い
る
人
た

ち
が
い
る
。

先
日
、
男
川
浄
水
場
を
見
学
し
た
。
水
を
き
れ
い
に
す
る
仕

組
み
と
と
も
に
、
そ
こ
で
働
く
人
た
ち
の
思
い
に
も
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
れ
か
ら
、
水
が
お
い
し
い
季
節
が
や
っ
て
来

る
。
そ
の
あ
り
が
た
み
も
味
わ
わ
せ
た
い
。

お
お
ら
か
な
人
柄
の
宮
澤
さ
ん
。
ゆ
っ
く
り
優
し
い
口
調
で

話
さ
れ
る
言
葉
か
ら
は
、
生
命
を
大
切
に
思
う
心
の
重
み
が
、

ず
し
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
そ
の
子
の
存
在
そ
の
も
の
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
」。

取
材
で
印
象
に
残
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
こ
と
を

好
き
に
な
れ
る
児
童
生
徒
を
、
我
々
は
育
て
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

オシ

アス

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

矢
作
西
小

梅
　
村
　
奈
津
子

運動場での食糧増産
（昭和17年）

写真提供：愛宕小学校

こ
の
写
真
は
、
昭
和
十
七
年
、
愛
宕
国
民
学
校

（
現
・
愛
宕
小
学
校
）
の
児
童
が
運
動
場
を
耕
し

て
甘
藷

か
ん
し
ょ

畑
を
作
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。

戦
争
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
、
食
糧
不
足
が
深

刻
に
な
っ
て
き
た
。
昭
和
十
六
年
二
月
、
文
部
省

は
、「
青
少
年
学
徒
食
糧
飼
料
等
増
産
運
動
実
施

要
領
」
の
訓
令
を
出
し
、
そ
の
中
で
も
児
童
は
年

間
三
十
日
以
内
、
授
業
を
廃
し
て
勤
労
作
業
を
行

う
こ
と
と
な
っ
た
。

岡
崎
市
内
の
国
民
学
校
で
は
、
児
童
が
慣
れ
ぬ

手
で
鍬く
わ

を
ふ
る
い
、
米
、
小
麦
、
甘
藷
、
馬
鈴
薯

ば
れ
い
し
ょ

等
を
作
っ
た
。
さ
ら
に
、
ど
ん
ぐ
り
拾
い
や
イ
ナ

ゴ
捕
り
も
行
わ
れ
、
捕
れ
た
イ
ナ
ゴ
は
昼
食
に
も

出
さ
れ
た
。
当
時
の
児
童
は
、
小
国
民
と
し
て
食

糧
増
産
の
重
要
な
担
い
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊教師の作法　指導 野口　芳宏
さくら社 ￥1,700

＊心に響く小さな５つの物語 藤尾　秀昭
致知出版社 ￥952

＊日本を創った思想家たち 鷲田小彌太
ＰＨＰ新書 ￥950

＊老荘思想に学ぶ人間学 境野　勝悟　
致知出版社 ￥2,500

＊丁稚のすすめ 秋山　利照
幻冬舎 ￥1,400

家具職人である筆者は，本物の職人を育
てたいと，昔ながらの徒弟制度を取り入れ
指導している。修業は厳しく，耐え続けて
いることが不思議なくらいである。しかし，
親方にあたる著者の面倒見のよさは，それ
以上といえる。躾

しつけ

から礼儀作法まで生活の
すべてを教え，弟子の自立まで全責任をも
つ。｢人の成長に立ち会えるというのは，
ぜいたくなこと」という著者から，教師と
して学ぶことが多い書である。

緑丘小　鳥居　弘子


