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世界の教育と
岡崎の教育

教
育
随
想

愛知教育大学准教授■

久　野　弘　幸　氏

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
海
外
の
学

校
や
研
究
機
関
等
を
訪
ね
、
授
業
の
参
観
、

研
究
授
業
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
授
業
研
究
に

関
す
る
講
演
や
研
修
を
行
う
機
会
が
格
段

に
増
え
ま
し
た
。
招
か
れ
て
訪
問
す
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
こ
ち
ら
か
ら
手
弁
当
で
出

か
け
、
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
、「
日
本
の

授
業
研
究
が
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
話
を
耳
に
さ
れ
た
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
数
年
、
私
は
こ
の

潮
流
の
中
で
仕
事
を
す
る
人
間
の
一
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
冬
か
ら
こ
の
春
の
間
だ
け
で
も
、

東
京
で
の
国
際
授
業
研
究
学
会
（W

A
LS

）

の
主
催
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
お
け
る
講
演

と
現
職
研
修
セ
ミ
ナ
ー
、
マ
レ
ー
シ
ア
と

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
授
業
研
究
と
研
究
授

業
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
イ

ラ
ン
研
究
者
の
来
日
を
受
け
入
れ
て
の
上

地
小
学
校
で
の
校
内
授
業
研
参
観
な
ど
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
講
演
・
講

話
、
研
修
会
な
ど
で
私
が
主
に
紹
介
す
る

の
は
、
間
違
い
な
く
、
私
が
こ
の
十
年
あ

ま
り
の
間
に
学
校
現
場
か
ら
お
預
か
り
し

た
教
育
実
践
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
で
す
。

私
の
中
に
は
、
岡
崎
の
教
育
の
血
が
流

れ
て
い
ま
す
。
矢
作
西
小
学
校
に
入
学
し
、

広
幡
小
学
校
を
卒
業
し
、
城
北
中
学
校
を

母
校
と
す
る
私
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
岡
崎
っ

子
で
す
。
現
在
、
生
活
科
・
総
合
的
学
習

を
中
心
に
、
授
業
研
究
の
質
的
充
実
や
、

子
供
の
育
ち
と
先
生
方
の
さ
ら
な
る
成
長

と
努
力
を
引
き
出
す
こ
と
を
願
い
、
触
媒

と
し
て
の
役
割
を
し
た
い
と
、
日
々
学
校

現
場
を
回
っ
て
い
ま
す
。
仕
事
を
す
る
中

で
心
掛
け
て
き
た
の
は
、
私
自
身
が
子
供

の
頃
か
ら
接
し
て
き
た
岡
崎
の
教
育
の
中

核
的
な
思
想
や
実
践
を
、
高
い
水
準
で
ど

の
よ
う
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
点
で
す
。

岡
崎
の
生
活
教
育
の
伝
統
は
、
新
し
い

意
味
と
意
義
を
伴
っ
て
、
世
界
に
発
信
し

て
い
く
価
値
を
持
っ
た
地
域
の
教
育
風
土

で
あ
り
、
学
校
の
風
景
で
も
あ
り
ま
す
。

岡
崎
の
教
育
は
、
そ
の
ま
ま
ま
っ
す
ぐ
、

現
在
の
世
界
の
教
育
の
最
前
線
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

（
く
の
　
ひ
ろ
ゆ
き
）
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ル
み
た
い
な
形
の
魚
で
し
た
。
描
く
の
が

面
倒
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
年
ま
で
生
き

て
き
て
、
ほ
め
ら
れ
た
中
で
、
い
ち
ば
ん
う

れ
し
か
っ
た
こ
と
で
す
。」

小
学
校
四
年
生
で
絵
を
ほ
め
ら
れ
て
か

ら
、
絵
に
強
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

「
中
学
生
の
と
き
、
教
室
に
教
育
雑
誌
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
雑
誌
に
一
コ
マ
漫
画
の

コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
応
募
し
た
く
な
り
ま
し

た
。
漫
画
を
投
稿
し
た
の
は
、
こ
の
時
が

初
め
て
で
、
私
の
漫
画
が
載
っ
た
の
で
す
。

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。」

そ
の
頃
か
ら
漫
画
に
夢
中
に
な
り
、
手

塚
治
虫
さ
ん
の
絵
の
ア
イ
デ
ア
や
ス
ト
ー
リ

ー
の
す
ば
ら
し
さ
に
驚
嘆
す
る
。
中
学
生
時

代
は
、
ノ
ー
ト
の
端
な
ど
に
、
鉄
腕
ア
ト
ム

を
ま
ね
し
て
描
い
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ

の
後
、
十
九
歳
で
市
役
所
に
就
職
し
た
。

「
市
役
所
に
勤
め
て
い
た
頃
、
中
学
生
の

時
に
漫
画
を
投
稿
し
た
教
育
雑
誌
の
、
編

集
者
の
元
校
長
先
生
に
声
を
掛
け
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
方
が
出
版
さ
れ
る
本
の
イ
ラ

ス
ト
を
描
か
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

と
て
も
光
栄
に
感
じ
ま
し
た
。」

し
ば
ら
く
投
稿
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
再
び
投
稿
し
始
め
た
の
は
、
二
十
一
才

の
と
き
。
手
塚
治
虫
さ
ん
が
創
刊
し
た
『
Ｃ

Ｏ
Ｍ
』
と

い
う
月
刊

誌
だ
っ
た
。

こ
の
投
稿

で
多
く
の

作
品
が
入

選
し
、
漫

画
家
協
会
に
入
会
を
許
さ
れ
る
。
葵
博
に
手

塚
治
虫
さ
ん
が
来
場
し
た
と
き
に
は
、
付
き

人
と
し
て
指
名
さ
れ
る
と
い
う
幸
運
に
も
恵

ま
れ
た
。

「
市
役
所
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
き
は
、

絵
は
夜
中
に
描
い
て
い
ま
し
た
。
い
ち
ば

ん
多
い
と
き
で
七
つ
連
載
を
抱
え
て
い
ま

し
た
。
仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
一
回
寝

て
、
一
時
く
ら
い
に
起
き
て
、
そ
こ
か
ら

描
き
ま
す
。
今
思
う
と
、
よ
く
や
っ
て
い

た
な
あ
と
思
い
ま
す
よ
。」

と
当
時
の
激
務
を
振
り
返
る
。

「
こ
れ
か
ら
も
心
み
た
い
な
も
の
を
テ
ー
マ

に
描
い
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。」

石
原
さ
ん
に
と
っ
て
漫
画
と
は
、
自
分

を
表
現
す
る
最
高
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
。

「
も
と
も
と
、
学
校
の
先
生
に
ほ
め
て
い
た

だ
い
た
の
が
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。
自
分
か
ら

先
生
に
話
し
掛
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

生
徒
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
私
に
話
し
掛
け
、

し
か
も
ほ
め
て
も
ら
え
る
な
ん
て
。」

当
時
を
振
り
返
り
な
が
ら
話
す
石
原
さ

ん
の
前
に
は
、
新
た
に
始
ま
る
連
載
に
向

け
、
い
く
つ
か
の
完
成
し
た
原
稿
が
積
ま

れ
て
い
た
。

防
災
教
育
の
ス
ス
メ

北
中
　
校
長

稲
垣
　
幸
一

「
今
の
知
識
で
は
、
ま
だ
甘
い
。
も
っ
と

現
実
、
真
実
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ

中
学
生
で
あ
る
彼
ら
の
明
る
さ
、
強
さ
は

ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。」

こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
、

石
巻
市
立
湊
中
学
校
を
訪
問
し
た
本
校
生

徒
の
感
想
で
あ
る
。

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
苦
難
に
遭
遇
し

な
が
ら
も
、
冷
静
さ
と
秩
序
を
保
ち
、
懸

命
に
耐
え
抜
こ
う
と
し
て
い
る
中
学
生
や

被
災
者
の
姿
に
、
同
行
し
た
私
は
、
言
葉

を
失
っ
た
。
し
か
し
、“

未
曽
有‘

と
い
う

言
葉
で
表
現
さ
れ
る
実
態
の
恐
ろ
し
さ
に

打
ち
の
め
さ
れ
る
思
い
の
中
で
、
一
条
の

確
か
な
光
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

は
、
現
地
で
全
国
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
一

緒
に
な
っ
て
学
習
や
活
動
に
打
ち
込
む
被

災
地
の
児
童
・
生
徒
の
様
子
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
教
師
は
、
子
供
や

若
者
に
つ
い
て
語
る
と
き
、「
学
力
の
低
下
」

ほ
め
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で

元
日
本
漫
画
家
協
会
中
部
支
部
長

い
し
は
ら
　
い
ず
み
　
氏

地
元
企
業
Ｐ
Ｒ
誌
の
イ
ラ
ス
ト
な
ど
で
、

岡
崎
市
民
な
ら
、
一
度
は
石
原
さ
ん
の
絵

を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
小
学
校
四
年
生
の
と
き
で
し
た
。
グ
ル

ー
プ
で
魚
の
こ
と
を
調
べ
た
の
で
す
。
魚

の
図
鑑
を
見
て
、
そ
の
中
の
珍
し
い
魚
を

描
き
、
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の
絵
を
、
担

任
の
先
生
に
、
す
ご
く
ほ
め
て
い
た
だ
い

た
の
で
す
。
そ
れ
が
絵
を
描
き
始
め
た
き

っ
か
け
で
し
た
。」

六
十
歳
を
過
ぎ
た
今
で
も
、
当
時
の
こ
と

を
鮮
明
に
覚

え
て
お
り
、

目
を
輝
か
せ

て
話
を
さ
れ

る
。

「
マ
ツ
カ
サ

ウ
オ
と
い
う

パ
イ
ナ
ッ
プ

（

）

氏
　
　
名
　
石
原
　
泉

生
年
月
日
　
昭
和
十
九
年
八
月
十
三
日

住
　
　
所
　
岡
崎
市
保
母
町

【
名
人
芸
】

【
大
　
凶
】

き
ょ
う
た
ん
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「
社
会
性
の
欠
如
」「
主
体
性
の
乏
し
さ
」

な
ど
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
先
行
さ
せ
て
き

た
。
ま
た
、
奉
仕
の
心
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
つ
い
て
も
、
そ
の
指
導
方
法
に
手

詰
ま
り
感
を
抱
い
て
憂
い
た
り
も
し
た
。

こ
う
し
た
懸
念
を
払
拭
し
て
く
れ
た
の

が
、
困
窮
の
事
態
に
直
面
し
た
東
北
の
支

援
活
動
に
取
り
組
む
、
目
の
前
の
子
供
た

ち
の
変
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
積
み
重

ね
て
き
た
指
導
、
支
援
に
自
信
を
も
つ
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
彼
ら
の

潜
在
能
力
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
安
定
し
た
日
常
生
活

の
中
で
、「
教
師
は
ひ
た
す
ら
教
え
込
む
こ

と
に
注
力
し
、
子
供
は
教
え
ら
れ
た
こ
と

を
素
直
に
発
揮
す
る
」
こ
と
に
満
足
し
、

児
童
・
生
徒
一
人
一
人
の
内
に
も
つ
能
力

を
引
き
出
し
、
育
む
こ
と
を
忘
れ
か
け
て

い
た
よ
う
に
思
う
。

今
回
の
震
災
で
、
日
本
社
会
は
多
く
の

も
の
を
失
っ
た
が
、
学
校
現
場
で
は
、
平

時
で
は
気
が
付
く
こ
と
の
な
い
、
見
え
に

く
い
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、「
防
災
教
育
」

は
、
子
供
の
か
け
が
え
の
な
い
命
を
守
り
、

安
心
・
安
全
な
学
校
体
制
を
構
築
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
教

科
・
道
徳
・
特
別
活
動
に
お
け
る
指
導
効

果
を
一
層
高
め
、「
教
育
の
原
点
」
に
立

ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
災
地
以
上
の

取
組
み
を
期
待
し
た
い
。

で
Ａ
男
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え
た
。

六
月
、ふ
き
ん
を
縫
う
こ
と
に
し
た
。初
め

に
私
が
作
っ
た
見
本
の
ふ
き
ん
を
見
せ
た
。

「
模
様
は
色
糸
を
使
っ
て
縫
い
ま
し
た
。

長
く
使
え
る
よ
う
に
縫
い
目
の
大
き
さ
を

そ
ろ
え
て
、
最
後
ま
で
丁
寧
に
仕
上
げ
ま

し
ょ
う
。」

見
本
に
じ
っ
と
見
入
る
Ａ
男
が
い
た
。

使
う
糸
の
色
や
模
様
、
縫
い
方
な
ど
、
自

由
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
た
ふ
き
ん
作

り
は
、
予
想
通
り
、
Ａ
男
の
心
を
捉
え
た

よ
う
だ
っ
た
。

Ａ
男
は
自
分
で
考
え
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
絵
を
描
き
、
な
み
縫
い
で
ど
ん
ど
ん
縫

い
進
め
た
。
こ
の
姿
を
見
た
同
じ
グ
ル
ー

プ
の
Ｂ
子
か
ら
、

「
Ａ
男
君
、
縫
う
の
速
い
し
、
上
手
だ
ね
。」

と
ほ
め
ら
れ
る
と
、
Ａ
男
は
、

「
ど
う
も
。」

と
軽
口
で
返
し
、
照
れ
笑
い
を
す
る
。
自

分
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
た

の
か
、
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
に
自
分
か
ら

進
ん
で
絵
の
説
明
を
す
る
姿
が
見
ら
れ

た
。
し
か
し
、
Ａ
男
の
ふ
き
ん
は
、
玉
ど

め
が
緩
く
て
ほ
ど
け
た
り
、
縫
い
方
が
雑

に
な
っ
た
り
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

「
Ａ
男
君
、
な
ん
で
玉
ど
め
が
緩
く
な
る

の
か
な
。
友
達
に
教
え
て
も
ら
っ
た
ら
解

決
で
き
そ
う
だ
ね
。」

「
は
い
、
で
も
い
い
で
す
。」

「
い
い
で
す
っ
て
あ
き
ら
め
た
ら
、
せ
っ

か
く
縫
っ
た
ふ
き
ん
の
模
様
が
、
使
っ
て
い

る
う
ち
に
と
れ
ち
ゃ
う
よ
。
ど
う
す
れ
ば
い

い
か
、
グ
ル
ー
プ
の
子
に
聞
け
ば
き
っ
と

教
え
て
く
れ
る
よ
。」

私
が
教
え
て
直
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た

が
、
友
達
か
ら
学
べ
る
よ
う
に
と
、
声
掛

け
だ
け
に
と
ど
め
、
見
守
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
や
り
と
り
を
聞
い
て
い
た
周
り
の
友

達
も
、
Ａ
男
が
声
を
掛
け
て
く
る
の
を
待
っ

て
い
て
く
れ
た
。

「
え
っ
と
…
…
、
こ
こ
は
、
ど
う
す
れ
ば

緩
ま
な
く
な
る
の
。」

勇
気
を
出
し
て
友
達
に
聞
く
こ
と
が
で

き
た
Ａ
男
を
見
て
、
私
は
、
思
わ
ず
拍
手

を
し
て
し
ま
っ
た
。

Ａ
男
の
ふ
き
ん
は
、
友
達
か
ら
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
て
、
縫
い
目
の
細
か
い
丈

夫
な
作
品
に
仕
上
が
っ
た
。
市
の
家
庭
科

作
品
展
に
も
出
品
さ
れ
た
。
大
好
き
な
家

庭
科
で
賞
状
を
も
ら
っ
た
Ａ
男
は
、
本
当

に
う
れ
し
そ
う
だ
っ
た
。
ク
ラ
ス
の
友
達

か
ら
は
、「
家
庭
科
だ
け
は
Ａ
男
に
か
な

わ
な
い
ね
え
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
Ａ
男
に
と
っ
て
何
よ
り
も
う
れ
し
い

ほ
め
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
、
友
達
と
一
緒
に
過
ご
す
時

間
が
増
え
、
Ａ
男
は
前
ほ
ど
私
を
必
要
と
し

な
く
な
っ

た
。
Ａ
男

に
自
信
を

も
た
せ
て

く
れ
た
ク

ラ
ス
の
仲

間
と
家
庭

科
に
感
謝

で
あ
る
。

家
庭
科
＋
仲
間
＝
Ａ
男
の
自
信

矢
作
北
小
■
■
■
■

西
田
　
貴
子

「
先
生
、
家
庭
科
の
授
業
は
い
つ
か
ら
始

ま
り
ま
す
か
。」

五
年
生
に
な
っ
て
す
ぐ
の
頃
、
Ａ
男
が

話
し
掛
け
て
き
た
。

Ａ
男
は
思
っ
た
こ
と
を
上
手
に
表
現
で

き
な
い
。
授
業
中
は
、
話
が
ま
と
ま
ら
ず
、

発
言
の
途
中
で
あ
き
ら
め
て
座
っ
て
し
ま

う
。
友
達
と
話
し
て
い
て
も
、
気
付
か
な

い
う
ち
に
命
令
口
調
に
な
っ
て
し
ま
い
、

友
達
作
り
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
休
み
時

間
に
な
る
と
、

「
先
生
、
ぼ
く
、
昨
日
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一

緒
に
夕
飯
を
作
り
ま
し
た
。
先
生
も
夕
飯

を
作
り
ま
し
た
か
。」

な
ど
、
私
と
の
会
話
を
楽
し
み
に
く
る
。

「
う
う
ん
、
作
ら
な
か
っ
た
よ
。
Ａ
男
君

は
何
を
作
っ
た
の
。」

「
え
っ
と
、
み
そ
汁
で
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が

育
て
た
野
菜
を
切
っ
て
…
…
。」

こ
ん
な
ふ
う
に
、
友
達
に
も
進
ん
で
話

せ
た
ら
、
Ａ
男
も
毎
日
が
楽
し
い
だ
ろ
う
。

意
欲
を
も
っ
て
い
る
家
庭
科
の
授
業
の
中



6 月号 「石都岡崎」を見つめ直す

（4）

岡
崎
の
伝
統
産
業
の
一
つ
に
、
石
工
業
が
あ

る
。
岡
崎
は
、
質
の
高
い
み
か
げ
石
の
産
出
地

と
し
て
も
有
名
で
、
日
本
の
三
大
産
地
の
一
つ

で
も
あ
る
。
全
国
か
ら
「
石
都
」
と
呼
ば
れ
、

小
中
学
校
に
置
か
れ
て
い
る
二
宮
金
次
郎
の
石

像
が
初
め
て
作
ら
れ
た
の
も
、
岡
崎
で
あ
る
。

岡
崎
と
石
と
の
か
か
わ
り
の
歴
史
は
古
く
、

四
百
年
以
上
も
前
、
と
き
の
岡
崎
城
主
田
中
吉

政
が
城
下
町
の
整
備
を
行
っ
た
こ
と
に
端
を
発

す
る
。
石
垣
や
堀
を
作
る
の
に
、
大
阪
方
面
か

ら
石
職
人
を
呼
び
、
随
念
寺
（
梅
園
町
）
周
辺

に
住
ま
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
徳
川
家
康
が
全
国

を
統
一
し
た
こ
と
で
、
岡
崎
の
石
製
品
は
全
国

に
広
ま
っ
た
。

鉄
道
が
開
通
し
、
交
通
網
が
整
備
さ
れ
る
と
、

岡
崎
の
石
工
業
は
さ
ら
に
成
長
を
遂
げ
、
戦
前

の
最
盛
期
に
は
石
屋
は
三
五
〇
軒
を
数
え
た
。

そ
の
後
、
騒
音
・
粉
じ
ん
等
の
問
題
か
ら
、
昭

和
三
十
九
年
に
上
佐
々
木
町
に
、
昭
和
四
十
八

年
に
稲
熊
町
に
石
工
団
地
が
で
き
た
。

し
か
し
、
時
代
が
平
成
に
入
り
、
安
い
中
国

産
の
石
製
品
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
石
職
人
の
高
齢
化
、
後
継
者
不

足
と
い
う
問
題
も
出
て
き
た
。
そ
し
て
、
岡
崎

の
石
工
業
は
、
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。現

在
、
岡
崎
の
石
製
品
の
よ
さ
を
も
っ
と
広
く

知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
催
し
を
開
い
た
り
、
社
会

見
学
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
り
し
て
い
る
。

岡
崎
の
石
工
業
に
は
、
本
物
を
一
つ
一
つ
丁

寧
に
作
り
上
げ
る
伝
統
に
培
わ
れ
た
技
が
あ
る
。

全
国
的
に
も
注
目
さ
れ
、
修
業
に
来
る
若
い
人

た
ち
も
い
る
。
岡
崎
の
石
職
人
は
妥
協
を
許
さ

ず
、
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
技
術
に
磨
き
を
か

け
、
さ
ら
に
大
き
く
羽
ば
た
こ
う
と
し
て
い
る
。

▲石職人の技によってできあがる石製品

▲今でも使用している伝統的な道具 ▲昔ながらの石製品 ▲　若い石職人の作品

伝統のよさを受け継ぎながらも、新しい世界を開拓



「石都岡崎」を見つめ直す No. 4 6 9

（5）

▲　今でも使用している伝統的な道具

●後継者不足と売上げの減少

30年前と比べて、従事者数は半分以下、生産
額は３分の１以下になっている。

（データは上佐々木町石工団地のもの）

年度
1 9 7 9
1 9 8 8
1 9 9 7
2 0 0 6
2 0 1 1

従事者数（人）
3 5 1
2 4 9
2 4 0
2 0 0
1 4 9

生産額（万円）
229 ,000
210 ,100
136 ,700
0 90 ,000
0 64 ,000

★後継者不足★
生産額が減っているので、石屋として生
活していくのは大変です。職人と言われる
までには、最低でも10年はかかります。そ
のため、若い人がなかなか跡を継ごうとし
ません。
今、岡崎市全体では30人を超える伝統工
芸士がいますが、早く職人の技術を継承し
ていかないと、高齢化が進み、やがては職
人がいなくなってしまいます。「石都岡崎」
を守るためにも、後継者を育てることは、
大きな課題です。

（石工団地　理事長さんの話）

★他国から安い製品の輸入★
平成の時代になって、中国から石製品が
輸入されるようになりました。中国の製品
というと、粗悪な感じを受けますが、近年、
中国産の石製品もずいぶんと質がよくなっ
てきました。
しかし、岡崎の石製品はやはり職人の技
術が違います。職人の心のこもったもの、
石のぬくもりを感じられるものを欲しいと
言ってくださるお客さんもいます。そのよ
うな人に、本当によいものを伝えていきた
いです。

（石工団地　事務局の方の話）

上
佐
々
木
町
の
石
工
団
地
に
は
、
昨
年
度
十
校
ほ
ど

の
小
学
校
が
社
会
見
学
に
訪
れ
た
。
学
習
内
容
は
学
校

の
要
望
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
し
て
い
た
だ
け
る
。

▲石職人の仕事を観察（井田小）

▲実演に思わず釘づけ

▲石製品に足を止める来場者 ▲葵武将隊も応援

▲転がる石で「的あて」

▲石割りの体験（竜美丘小）

「職人になって36年になるけれどまだ修行中だ」と言っていた
から驚きました。一日中、石をけずったり磨いたりしているの
は大変だと思います。岡崎の石の素晴らしさを伝えていくこと
が大切だと感じました。

（竜美丘小　４年児童Ａの記録）

団吉くんまつり ４月下旬　石工団地にて開催
※団吉くんとは石工団地の石のキャラクター
のこと

10月下旬　菅生川原にて開催
※ストーンフェアは、今年で21回目

ストーンフェア



6 月号 お知らせ

（6）

本
年
度
の
重
点
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
学
校
で
の
研
究
実
践

の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
。

�
　
学
校
全
体
を
運
営
す
る
な
か

で
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
を
位
置
づ
け
る
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

や
教
育
内
容
を
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
視
点
で

と
ら
え
直
し
、
求
め
る
能
力
や
態

度
を
明
ら
か
に
し
て
実
践
し
て
い

く
こ
と

�
　
自
然
の
中
で
の
活
動
、
職
場

体
験
な
ど
、
様
々
な
体
験
活
動
な

ど
を
促
し
、
子
供
の
見
方
や
考
え

方
を
広
め
深
め
ら
れ
る
よ
う
に

し
、
学
び
を
広
い
見
地
か
ら
と
ら

え
さ
せ
、
実
践
力
や
行
動
力
へ
と

結
び
つ
け
て
い
く
こ
と

�
　
Ｅ
Ｓ
Ｄ
と
し
て
の
岡
崎
の
教

育
の
三
本
柱
「
英
語
教
育
」「
環
境

教
育
」「
岡
崎
の
心
の
醸
成
」
の
実

践
の
あ
り
方
を
明
確
に
す
る
と
と

も
に
、
三
本
柱
相
互
、
ま
た
は
、
三

本
柱
と
教
科
領
域
、
行
事
と
を
関

連
さ
せ
た
実
践
を
進
め
る
こ
と

○
教
科
書
改
訂
予
定

小
・
中
学
校
と
も
に
、
新
し
い

教
科
書
を
使
用
し
て
い
る
。
次
の

教
科
書
採
択
は
、
小
学
校
が
平
成

二
十
六
年
、
中
学
校
は
平
成
二
十

七
年
の
予
定
で
あ
る
。
使
用
開
始

は
、
そ
れ
ぞ
れ
採
択
の
次
の
年
に

な
る
。
現
教
科
書
は
、
今
年
度
を

含
め
、
小
学
校
は
三
年
、
中
学
校

は
四
年
使
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

・
中
学
校
教
科
書

使
用
開
始
…
平
成
二
十
四
年
度

○
教
科
書
展
示
会
の
開
催

教
科
書
展
示
会
が
、
県
内
二
十

一
か
所
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー
で
開

催
さ
れ
る
。

県
教
育
委
員
会
で
は
、
教
科
書

採
択
の
調
査
研
究
に
役
立
て
る
と

度
で
二
年
目
と
な
る
。

中
学
校
は
、
平
成
二
十
三
年
度

に
採
択
さ
れ
た
新
し
い
教
科
書
の

使
用
が
今
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
。

◆
第
29
回
全
国
小
中
学
生
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

パ
ソ
コ
ン
部
門

入
選
　
竜
海
中
一
年

林
　
　
貴
之

入
選
　
竜
海
中
一
年

鳥
居
　
智
香

◆
平
成
23
年
度
愛
知
県
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
コ
ン
テ
ス
ト
大
会

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
八
重
奏

金
賞
　
　
　
竜
海
中
学
校

サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
四
重
奏

銀
賞
　
　
　
竜
海
中
学
校

金
管
八
重
奏

銀
賞
　
　
　
竜
海
中
学
校

◆
第
24
回
管
楽
器
個
人
・
重
奏
コ
ン

テ
ス
ト
愛
知
県
大
会

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
八
重
奏

優
秀
賞
　
　
竜
海
中
学
校

打
楽
器
五
重
奏

優
良
賞
　
　
竜
海
中
学
校

ユ
ー
フ
ォ
ニ
ア
ム
独
奏
　
佳
良
賞

竜
海
中
二
年
　
大
岩
明
日
香

◆
第
12
回
　
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
中
学
生

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
新
人
大
会

男
子
の
部

三
位
　
六
ツ
美
中
学
校

〈
小
中
学
校
長
会
役
員
〉

会
　
長
　
　
小
林
　
義
孝
（
三
島

小
）

副
会
長
　
　
二
瓶
　
千
秋
（
梅
園

小
）

a

橋
　
鏡
二
（
竜
南

中
）

石
川
　
守
彦
（
美
川

中
）

会
計
監
査
　
夏
目
　
恒
男
（
矢
作
北

小
）

権
田
　
隆
志
（
新
香
山

中
）

庶
　
務
　
　
板
倉
　
　
登
（
竜
美
丘

小
）

稲
垣
　
幸
一
（
北

中
）

庶
務
補
佐
　
稲
吉
　
　
治
（
岩
津

中
）

会
　
計
　
　
太
田
　
恭
子
（
連
尺

小
）

野
田
　
光
宏
（
竜
海

中
）

会
計
補
佐
　
増
澤
　
　
徹
（
岡
崎

小
）

評
議
員
　
　
白
井
　
直
美
（
本
宿

小
）

石
川
　
昌
幸
（
常
磐

小
）

と
も
に
、
県
民
の
教
科
書
に
対
す

る
理
解
や
関
心
を
深
め
る
た
め

に
、
教
科
書
展
示
会
を
開
催
す
る
。

な
お
、
障
が
い
の
あ
る
児
童
・
生

徒
の
た
め
の
教
科
書
や
一
般
図
書

に
つ
い
て
は
、
愛
知
県
総
合
教
育

セ
ン
タ
ー
で
展
示
す
る
。

岡
崎
地
区
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー

は
、
岡
崎
市
中
央
図
書
館
に
あ
る
。

展
示
会
も
中
央
図
書
館
で
行
わ
れ

る
。
展
示
会
場
に
は
投
書
箱
が
用

意
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書
に
対
す

る
意
見
や
要
望
を
投
書
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
教
科
書
に
つ
い
て
、

広
く
意
見
を
聞
く
場
と
な
る
。

・
展
示
会
場
（
岡
崎
教
科
書
セ
ン

タ
ー
）

岡
崎
市
中
央
図
書
館

岡
崎
市
康
生
通
西
四
―
七
十
一

�
二
三
―
三
一
一
一

・
展
示
期
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
一
日

（
月
）
〜
七
月
五
日
（
木
）

※
休
館
日
を
除
く

・
展
示
教
科
書

検
定
済
み
の
教
科
書

○
本
年
度
使
用
の
教
科
書

小
学
校
は
昨
年
度
よ
り
平
成
二

十
二
年
度
に
採
択
さ
れ
た
新
し
い

教
科
書
を
使
用
し
て
い
て
、
今
年

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
員
で
あ
る
。

劇
団
「
四
季
」
の
「
こ
こ
ろ
の

劇
場
」
と
し
て
、
岡
崎
市
で
招
待

公
演
さ
れ
る
。
今
年
度
の
作
品
は
、

『
ガ
ン
バ
の
大
冒
険
』
を
予
定
し

て
い
る
。

こ
の
芸
術
鑑
賞
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
二
日（
木
）

・
午
前
の
部
　
十
時
三
十
分
〜

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

八
月
三
日（
金
）

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

○
場
所
　
岡
崎
市
民
会
館

○
演
題
『
ガ
ン
バ
の
大
冒
険
』

○
参
加
講
演
は
学
校
ご
と
に
指

定
す
る
予
定

◆
第
24
回
管
楽
器
個
人
・

重
奏
コ
ン
テ
ス
ト
愛
知
県
大
会

打
楽
器
八
重
奏

優
秀
賞

南
中
学
校

◆
第
24
回
管
楽
器
個
人
・

重
奏
コ
ン
テ
ス
ト
東
海
大
会

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
八
重
奏

優
良
賞

竜
海
中
学
校

打
楽
器
八
重
奏

優
良
賞

南
中
学
校

◆
第
19
回
愛
知
県
ヴ
ォ
ー
カ
ル
・

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

中
学
校
部
門

銀
賞

竜
海
中
学
校
Ａ

銅
賞

竜
海
中
学
校
Ｂ

矢
作
北
中
学
校

●

芸
術
鑑
賞
会

図
書
館
支
援
員
は
十
一
名
増
で
、
教

員
補
助
者
全
体
は
昨
年
と
同
数
。
小

学
校
英
語
支
援
員
十
八
名
、
Ａ
Ｌ

Ｔ
十
九
名
は
昨
年
と
同
数
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
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
、
小
学
校
は
五
名
減
で
、
中
学

校
は
二
名
増
。
一
校
当
た
り
の
学

級
数
は
中
学
校
が
一
学
級
減
。
一

学
級
当
た
り
の
児
童
・
生
徒
数

は
、
小
学
校
は
一
名
減
、
中
学
校

は
一
名
増
。

岡
崎
市
内
の
児
童
・
生
徒
数
の

合
計
は
、
昨
年
よ
り
も
二
〇
〇
名

近
く
減
少
し
た
。
教
職
員
数
は
三

名
増
と
な
っ
た
。

教
員
補
助
者
は
百
七
十
六
名
で
、

う
ち
三
十
一
名
は
図
書
館
支
援
員
。

●

表
　
　
彰

●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

1,808 1,842 1,826 1,962 1,890 1,932 1,918 1,957 1,882

1,729 1,771 1,723 1,790 1,851 1,859 1,764 1,816 1,784

3,537 3,613 3,549 3,752 3,741 3,791 3,682 3,773 3,666

区分

小学校 47 804〈 83〉 11,260 10,723 21,983 457 638 1,095 10 50 50

中学校 19 350〈 38〉 5,757 5,364 11,121 390 258 648 4 26 24

合　計 66 1,154〈121〉 17,017 16,087 33,104 847 896 1,743 14 76 74

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

468人

17学級

27人

585人

18学級

32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

●

小
中
学
校
の
よ
う
す
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お知らせ

〈教育費の内訳〉

小　中 校舎・屋体・プール武道場・グラウンド新築（翔南中）：継続
学校費 校舎改修・グラウンド整備（豊富小）：逓次繰越

便所改修（矢作北小・矢作南小・城南小・竜海中）：繰越
プール改築（城北中）：繰越
テレビ共聴システム改修（福岡小・竜谷小・山中小・岩津
小・矢作東小・矢作北小・六ツ美中部小・六ツ美南部小・秦
梨小・常磐小・六ツ美西部小・夏山小・宮崎小・形埜小・美
川中・東海中・南中・城北中・矢作中・六ツ美中・竜南中・
北中・福岡中）：繰越
校内ＬＡＮ整備（福岡小・竜谷小・山中小・岩津小・矢作東小・矢
作北小・六ツ美中部小・六ツ美南部小・美川中・東海中）：繰越
図書室空調設備（矢作東小・緑丘小・福岡小・北野小・岡崎
小・男川小・細川小・小豆坂小・岩津小・城南小）
保健室空調設備（河合中・新香山中・矢作中）
屋内運動場天井改修（福岡小・常磐東小・恵田小・矢作北小・
上地小・小豆坂小・北野小・夏山小・豊富小・下山小）：繰越
天井扇整備（岡崎小・福岡小・竜谷小・藤川小・山中小・本
宿小・恵田小・奥殿小・細川小・岩津小・大樹寺小・大門
小・矢作東小・矢作北小・矢作西小・矢作南小・六ツ美中部
小・六ツ美北部小・六ツ美南部小・城南小・上地小・小豆坂
小・北野小・夏山小・宮崎小・形埜小・下山小・福岡中・東
海中・岩津中・矢作中・六ツ美中・矢作北中・新香山中・六
ツ美北中・額田中）
壁扇設置（根石小・男川小・美合小・緑丘小・羽根小・六名
小・三島小・竜美丘小・連尺小・広幡小・井田小・愛宕小・
福岡小・竜谷小・山中小・本宿小・秦梨小・常磐東小・常磐
小・細川小・大樹寺小・大門小・矢作東小・矢作北小・矢作
西小・矢作南小・六ツ美中部小・六ツ美北部小・六ツ美南部
小・城南小・小豆坂小・北野小・六ツ美西部小・豊富小・甲
山中・美川中・南中・竜海中・葵中・城北中・福岡中・東海
中・河合中・常磐中・岩津中・六ツ美中・矢作北中・新香山
中・竜南中・北中）
屋内運動場外部改修（羽根小・岩津小・藤川小・六ツ美北部
小・生平小・常磐小）
下水処理切替（藤川小・宮崎小・六ツ美北中）

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
健全育成推進
小学校英語補助者派遣
就学援助（要・準要保護児童生徒、特別支援教育就学奨励）
総合学習センター管理運営
学校給食事業

社　会 市民大学事業
教育費 社会教育事業

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
図書館、美術館、美術博物館、市民センター管理運営
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
青少年センター・太陽の城解体事業

教　育 奨学資金貸付事業
総務費

◆平成24年度のあらまし◆

〈一般会計予算〉

◆ 児童・生徒数の推移（数字は毎年5月1日現在）

◆ 一般会計予算と教育費の推移

平成24年度　岡崎市の教育予算
誇りと安心をもてる すみよさを 次の10年につないでいく予算
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職
人
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
四
十
年
。

そ
れ
で
も
自
分
の
納
得
の
で
き
る
作
品
を
求
め

続
け
る
。
匠
の
技
に
は
「
完
成
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。

伝
統
の
技
術
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
石
製
品
は
少
し
ず

つ
姿
を
変
え
て
き
て
い
る
。
石
工
業
だ
け
で
な
く
、
岡
崎

に
は
花
火
や
八
丁
味
噌
な
ど
多
く
の
伝
統
産
業
が
存
在
す

る
。
そ
の
技
を
岡
崎
の
子
供
た
ち
が
継
承
し
て
い
く
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

ア
メ
ン
ボ
の
泳
ぐ
水
面
。
プ
ー
ル
開
き
に
向
け
て
、
掃

除
を
す
る
プ
ー
ル
に
は
小
さ
な
命
が
息
づ
く
。
き
れ
い
に
な

っ
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
子
供
た
ち
は
歓
声
を
あ
げ
る
。
水
面

を
気
持
ち
よ
く
泳
ぐ
自
分
の
姿
に
思
い
を
巡
ら
し
な
が
ら
。

命
を
育
む
水
が
、
時
に
は
命
を
奪
う
こ
と
に
も
な
る
。

命
を
支
え
る
水
に
感
謝
し
な
が
ら
、
子
供
の
安
全
を
願
い
、

き
れ
い
に
な
っ
た
、
し
か
し
ま
だ
冷
た
い
プ
ー

ル
に
足
先
を
入
れ
る
。

涼
し
げ
な
白
い
シ
ャ
ツ
姿
が
、
日
に
日
に
増

え
て
い
く
。
か
つ
て
教
室
中
が
一
斉
に
明
る
く

な
っ
た
六
月
一
日
は
、
移
行
期
間
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
特
別
な
日
で
は
な
く
な
っ
た
。
冷
暖
房
が
行

き
渡
っ
た
生
活
の
中
で
、「
衣
替
え
」
と
い
う
言
葉
さ
え
、
子

供
た
ち
に
は
、
な
じ
み
の
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し

か
し
、
単
な
る
体
温
調
節
だ
け
で
な
く
、
衣
服
に
よ
っ
て
季

節
を
感
じ
、
表
現
す
る
妙
。
大
切
に
し
た
い
習
わ
し
で
あ
る
。

思
い
が
け
な
い
一
言
が
、
時
と
し
て
子
供
の
生
き
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
な
り
、
そ
の
子
の
一
生
を
方
向
付
け
る
と
き
も
あ

る
。
私
た
ち
が
日
々
行
っ
て
い
る
声
掛
け
は
、
大
き
な
影
響

力
と
パ
ワ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
卒
業
し
て
何
十
年
後
に
、
小

学
生
の
時
に
ほ
め
ら
れ
て
今
の
自
分
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る

と
、
や
は
り
教
師
は
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で

あ
る
と
実
感
す
る
。

オシ

アス

＊あきらめない　働くあなたに贈る真実のメッセージ
村木　厚子

日経ＢＰ社 ￥1,470
＊発達障害の子どもを理解する

小西　行郎
集英社新書 ￥756

＊９割がバイトでも最高の感動が生まれる
ディズニーのホスピタリティー

福島文二郎
中経出版 ￥1,365

＊これからのリーダーに知っておいてほしいこと
中村　邦夫　

ＰＨＰ研究所 ￥1,260
＊日本一短い手紙「明日」

丸岡町文化振興事業団　編
中央経済社 ￥945

「明日があるのは、当たり前じゃない。明
日があるのは、幸せって意味なんだよ。」
この文は、山梨県の小学６年生が「未来

に生きている私へ」と題して書いた短い手
紙。本書は、昨年の大震災後、明日からど
う生きるべきか、何をどうすべきかを伝え
る「明日」という題で募集された手紙文コ
ンクールの入賞作品集である。被災された
方や年配の方々に混じって、悲しみを受け
止めながらも前向きな小学生の姿に、胸を
打たれる。 恵田小　　山本知子

も
の
い
わ
で
　
う
な
づ
く
癖
や
　
入
学
児

荒
川
　
同
楽

一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
、
秦
梨
小
学
校

で
荒
川
同
楽
（
本
名
・
鼎

か
な
え
）
の
句
碑
の
除
幕
式
が
行

わ
れ
た
。
同
楽
は
大
変
苦
労
を
し
て
勉
強
し
、
医

者
に
な
っ
た
。
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
秦
梨
で
送
り
、

校
医
と
し
て
五
十
年
余
り
務
め
た
。

ま
た
、
俳
人
と
し
て
も
、
三
河
は
も
と
よ
り
県

外
ま
で
そ
の
名
を
は
せ
た
。
秦
梨
学
区
の
人
た
ち

を
集
め
て
「
稲
香
吟
社

と
う
こ
う
ぎ
ん
し
ゃ

」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
作

り
、
俳
句
文
化
を
地
域
に
広
め
た
。、
勉
学
に
励
み

人
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
同

楽
の
願
い
か
ら
、
同
楽
の
死
後
、
遺
族
に
よ
っ
て

毎
年
、
卒
業
生
に
辞
典
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

各
地
域
・
学
校
に
も
こ
の
よ
う
な
句
碑
が
残
っ

て
い
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
句
碑
に
込
め
ら
れ
た

思
い
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

常
　
磐
　
小

宇
　
野
　
友
　
啓

荒川同楽句碑除幕式
（昭和49年）

写真提供：秦梨小学校


