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「
わ
た
し
の
フ
ァ
マ
リ
ー
マ
ー
ト
で
お
買

い
も
の
お
し
た
よ
…
…
」

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
て
間

も
な
い
子
供
の
作
文
の
一
節
で
あ
る
。
私

は
、
担
任
の
先
生
の
丁
寧
な
「
て
に
を
は
」

の
指
導
と
、
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
は

触
れ
な
か
っ
た
彼
女
の
国
際
感
覚
に
感
激

し
た
。

親
の
海
外
勤
務
に
帯
同
し
て
海
外
で
暮

ら
す
子
女
数
は
、
現
在
、
約
六
万
七
千
人

で
あ
り
、
こ
の
三
十
年
間
で
二
倍
に
な
っ

た
。
ま
た
、
海
外
か
ら
日
本
へ
移
住
す
る

外
国
人
数
も
、
こ
の
三
十
年
間
で
三
倍
近
く

に
伸
び
た
。
学
校
に
お
い
て
も
、
今
や
ク

ラ
ス
に
外
国
籍
の
子
供
が
複
数
い
る
こ
と
は

珍
し
く
な
い
。
国
際
化
の
波
は
、
確
実
に

教
育
現
場
に
も
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
。

岡
崎
の
教
育
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、

全
国
に
先
駆
け
て
行
っ
て
き
た
小
学
校
の

英
語
教
育
、
岡
崎
の
心
の
醸
成
、
環
境
教

育
は
、
今
、
実
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

郷
土
を
愛
し
自
国
の
文
化
に
誇
り
を
も
っ

た
岡
崎
の
子
供
た
ち
が
世
界
に
羽
ば
た
く

日
は
遠
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
は
、

海
外
で
活
躍
す
る
彼
ら
の
子
供
が
岡
崎
に

帰
っ
て
き
た
と
き
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

今
、
私
は
、
海
外
の
保
護
者
か
ら
多
く

の
相
談
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
帰

国
生
の
受
け
入
れ
問
題
が
あ
る
。
帰
国
生

は
、
学
習
だ
け
で
な
く
、
言
葉
や
文
化
の

違
い
に
よ
る
戸
惑
い
、
友
人
関
係
の
心
配

な
ど
、
様
々
な
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
滞
在
先
と

帰
国
後
の
二
重
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク

を
経
験
し
、
そ
の
上
、
語
学
や
学
習
の
苦

労
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

帰
国
生
は
、「
自
己
主
張
が
強
い
」、

「
集
団
行
動
が
苦
手
」
と
、
し
ば
し
ば
敬

遠
さ
れ
る
。
こ
れ
を
短
所
と
し
て
で
は
な

く
個
性
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
海
外
で
培
っ
た

新
し
い
価
値
観
や
感
性
を
生
か
し
た
教
育

の
展
開
が
、
国
際
化
へ
の
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー

ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
や
ま
も
と
　
の
り
お
）
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表
現
し
た
音
が
洪
水
の
よ
う
に
進
行
し
て

い
き
ま
し
た
。
演
奏
後
は
、
割
れ
ん
ば
か

り
の
拍
手
と
歓
声
が
起
こ
り
ま
し
た
。
五

千
人
を
超
す
観
客
が
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
感
動
の
涙
を
流
し
ま

し
た
。
そ
の
気
迫
あ
ふ
れ
る
演
奏
は
、
ま

さ
に
魂
の
演
奏
で
し
た
。」

魂
の
演
奏
に
至
っ
た
経
緯
を
、
渡
辺
さ

ん
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
震
災
後
、
学
校
が
避
難
所
に
な
り
部
活

動
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ

う
で
す
。
生
徒
た
ち
が
全
国
大
会
へ
の
夢

を
諦
め
か
け
た
頃
、
た
ま
た
ま
避
難
所
の

体
育
館
で
部
員
が
演
奏
を
し
て
い
る
の
を

聞
い
て
、
避
難
し
て
い
た
方
々
が
涙
を
流

し
て
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、『
こ

の
人
た
ち
に
生
き
る
元
気
と
希
望
を
与
え

る
た
め
に
私
た
ち
は
演
奏
し
よ
う
』
と
、

部
員
の
気
持
ち
が
一
つ
に
な
り
、
魂
の
演

奏
が
生
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
練
習
し
た
く

て
も
楽
器
も
な
け
れ
ば
会
場
も
な
い
。
そ

ん
な
状
況
で
の
演
奏
で
し
た
。『
誰
か
の
た

め
に
頑
張
れ
る
人
は
強
い
』
と
言
わ
れ
ま

す
が
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
ね
。
ど
う
し

て
も
あ
の
魂
の
演
奏
を
愛
知
県
の
皆
さ
ん

に
聴
い
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
、
福
島
の
人

た
ち
の
苦
し
み
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た

め
に
支
援
し
た
い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。」

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
、
磐
城
高
等

学
校
の
吹
奏
楽
部
の
生
徒
を
岡
崎
市
に
招

聘
し
て
、
光
ヶ
丘
女
子
高
等
学
校
の
生
徒

を
中
心
と
し
た
合
同
バ
ン
ド
と
の
演
奏
が

実
現
し
た
。

「
音
楽
は
凄
い
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
優

れ
た
音
楽
に
は
、
う
ま
さ
、
美
し
さ
を
超

え
た
凄
さ
が
あ
り
ま
す
。
磐
城
高
等
学
校

は
音
楽
の
持
つ
力
で
『
怒
り
』
や
『
祈
り
』

を
伝
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
岡
崎
の
生
徒

た
ち
に
も
そ
の
思
い
が
伝
わ
り
、
演
奏
後

の
交
流
会
で
は
、
互
い
の
音
楽
を
通
し
て
、

生
徒
た
ち
の
心
に
響
き
合
う
も
の
が
生
ま

れ
ま
し
た
。」

と
、
音
楽
の
持
つ
力
の
素
晴
ら
し
さ
を
渡

辺
さ
ん
は
強
く
語
っ
た
。

さ
ら
に
、
音
楽
の
魅
力
を
多
く
の
人
に

伝
え
る
取
組
み
と
し
て
、
入
場
料
五
百
円

の
ワ
ン
コ
イ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
団
員
な
ど
活
躍
の
場
の

あ
る
音
楽
家
も
若
い
フ
リ
ー
の
音
楽
家
も
、

願
い
は
同
じ
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
人

に
自
分
の
音
楽
を
届
け
、
音
楽
の
素
晴
ら

し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
音
楽
家
の

願
い
と
、
名
曲
を
生
演
奏
で
聴
き
た
い
子

供
た
ち
の
願
い
を
つ
な
げ
ま
し
た
。
本
物

を
肌
で
感
じ
る
こ
と
で
音
楽
の
喜
び
を
知

り
、
心
が
豊
か
に
な
り
ま
す
。」

心
を
育
て
、
人
と
人
と
の
絆
を
作
り
出

す
こ
と
も
音
楽
の
持
つ
力
の
一
つ
で
あ

る
。
音
楽
の
力
を
活
か
し
た
活
動
は
こ
れ

か
ら
も
発
展
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

右
足
で
す
か
、
左
足
で
す
か

岩
津
中
学
校
　
校
長

稲
吉
　
　
治

「
先
生
、
相
変
わ
ら
ず
元
気
だ
ね
。」

と
、
コ
ン
ビ
ニ
で
血
色
の
い
い
青
年
に
声
を

掛
け
ら
れ
た
。
す
ぐ
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た

が
、
瞳
の
奥
の
輝
き
か
ら
名
前
が
浮
か
ん

で
き
た
。
建
築
関
係
で
仕
事
を
や
っ
て
い

た
よ
う
な
記
憶
が
あ
っ
た
が
、
今
は
、
食

品
関
係
と
自
動
車
関
係
の
自
営
を
始
め
た

と
い
う
。
し
ば
ら
く
世
間
話
を
し
た
後
、

「
俺
の
子
供
に
は
、
や
ん
ち
ゃ
を
さ
せ
な

い
か
ら
ね
」
と
、
肉
厚
の
た
く
ま
し
い
掌

で
私
の
手
を
握
っ
て
く
れ
た
。

中
学
時
代
の
彼
へ
の
対
応
は
、
苦
し
い

も
の
が
多
々
あ
っ
た
。「
親
に
は
言
う
な
」

と
い
う
彼
の
申
し
出
を
無
視
し
、
勝
手
に

「
愛
の
定
期
便
」
と
称
し
て
、
毎
週
金
曜

日
の
夕
方
の
家
庭
訪
問
を
開
始
し
た
。
彼

と
両
親
へ
の
注
文
と
同
時
に
、
い
い
話
題

を
必
ず
お
土
産
に
し
て
い
っ
た
。
訪
問
の

回
数
が
重
な
る
に
つ
れ
、
険
し
い
顔
が
少

な
く
な
り
、
寿
司
や
う
ど
ん
を
準
備
し
て

い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
の
進
路

（

）

氏
　
　
名
　
わ
た
な
べ
　
な
お
や

住
　
　
所
　
岡
崎
市
上
里

音
楽
の
持
つ
力

全
日
本
吹
奏
楽
連
盟
常
任
理
事

渡
辺
　
尚
也
　
氏

「
昭
和
四
十
四
年
、
光
ヶ
丘
女
子
高
等
学

校
に
理
科
の
教
師
と
し
て
勤
め
始
め
、
そ

の
後
、
吹
奏
楽
部
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。」

渡
辺
さ
ん
は
初
代
顧
問
と
し
て
吹
奏
楽

部
を
全
国
大
会
に
出
場
す
る
ま
で
に
育
て

あ
げ
た
。
さ
ら
に
、
今
で
は
毎
年
の
恒
例

行
事
で
あ
る
「
ク
リ
ス
マ
ス
ペ
ー
ジ
ェ
ン

ト
」
を
企
画
し
、
盛
大
に
演
出
す
る
原
動

力
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
十
九
年
に
全
日
本
吹
奏

楽
連
盟
理
事
に
就
任
し
、
活
動
の
範
囲
が

県
外
に
も
広
が
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
平
成
二
十
三

年
の
十
月
、
東
京
普
門
館
で
行
わ
れ
た
全

国
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
で
、
福
島
県
代
表

の
磐
城
高
等
学
校
の
演
奏
に
出
遭
っ
た
。

「
教
師
と
生
徒
が
共
に
作
り
上
げ
た
バ
ッ

ハ
作
『
ト
ッ
カ
ー
タ
と
フ
ー
ガ
ニ
短
調
』

の
演
奏
は
、
ド
ラ
が
鳴
り
響
き
、
怒
り
を

し
ょ
う

へ
い
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決
定
は
、
私
を
悩
ま
せ
た
が
、
最
後
は
、

父
親
に
お
骨
折
り
を
い
た
だ
い
た
。

現
状
を
改
善
し
よ
う
と
、
教
師
だ
け
が

躍
起
に
な
っ
て
動
く
生
徒
指
導
だ
け
で

は
、
子
供
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
よ
く
し
た
い
と
い
う
意
志
を
保
護
者

と
共
有
し
な
が
ら
子
供
を
前
に
進
め
た

い
。
ま
た
、「
俺
も
中
学
生
の
時
に
や
ん

ち
ゃ
だ
っ
た
か
ら
な
」
と
、
変
に
子
供
を

か
ば
う
大
人
に
し
た
く
な
い
と
い
う
、
将

来
へ
の
願
い
も
対
話
の
中
に
強
く
込
め
て

い
き
た
い
。

「
子
供
を
真
ん
中
に
し
て
、
子
供
の
両
手

を
家
庭
と
学
校
が
し
っ
か
り
握
り
ま
す
。

子
供
の
前
や
後
ろ
や
頭
の
上
で
、
両
者
が

目
で
対
話
を
し
な
が
ら
、
幸
せ
に
な
る
に

は
左
右
ど
ち
ら
の
足
か
ら
出
す
の
か
を
決

め
ま
す
。
ど
っ
ち
に
し
ま
す
か
。
右
で
す

ね
。
で
は
、
行
き
ま
す
よ
。
さ
ん
、
は
い
。

こ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
子
供
を
前
に
出
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。」

こ
れ
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会
と
入
学
説
明
会

で
の
寸
劇
の
台
詞
で
あ
る
。
子
供
役
と
保

護
者
役
を
二
人
の
若
い
先
生
が
演
じ
た
。

「
ど
ち
ら
か
の
手
が
ね
じ
れ
て
も
、
ど
ち

ら
か
が
目
を
塞
い
で
い
て
も
、
子
供
は
上

手
に
前
に
進
め
な
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
ね
」
と
、
締
め
く
く
る
。

子
供
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
大
人
が
対

話
を
重
ね
る
こ
と
で
、
子
供
を
幸
せ
に
す

る
具
体
的
な
糸
口
が
見
え
て
く
る
。

Ａ
男
は
私
に
強
く
誓
っ
た
。

彼
は
言
葉
遊
び
を
取
り
入
れ
た
俳
句
や

川
柳
を
や
り
た
い
と
考
え
、「
矢
北
行
事
川

柳
」
を
生
徒
会
行
事
と
し
て
提
案
し
た
。

全
校
生
徒
に
球
技
大
会
を
題
材
に
川
柳

を
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
中
か
ら
代
表
作

品
を
発
表
し
よ
う
と
い
う
企
画
だ
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
川
柳
を
考
え
た
こ
と
も
作
っ

た
こ
と
も
な
い
生
徒
に
、
Ａ
男
の
思
い
は

伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
い
い
加
減
な
ふ
ざ
け
た
川

柳
が
あ
っ
た
り
、
全
員
の
川
柳
が
回
収
で

き
な
い
ク
ラ
ス
も
あ
っ
た
り
し
た
。
悩
ん

で
落
ち
込
ん
で
い
る
Ａ
男
に
声
を
か
け
た
。

「
初
め
か
ら
完
璧
に
事
が
進
む
こ
と
は
な

い
。
Ａ
男
が
い
い
と
思
う
こ
と
を
全
部
や
っ

て
み
な
さ
い
。」

次
の
行
事
で
あ
る
文
化
祭
で
、
Ａ
男
は

深
夜
ま
で
か
か
っ
て
川
柳
の
チ
ラ
シ
を
作
っ

て
き
た
。
そ
れ
を
全
学
級
に
掲
示
し
、
さ

ら
に
全
校
生
徒
分
を
印
刷
し
て
配
付
し
た
。

昼
の
放
送
で
も
彼
が
時
間
を
か
け
て
考
え

た
い
く
つ
も
の
川
柳
を
発
表
し
た
。
彼
は

「
今
で
き
る
こ
と
」
に
必
死
に
取
り
組
ん
で

い
た
。
Ａ
男
の
表
情
が
本
気
に
な
っ
て
き

た
。
そ
の
真
剣
さ
が
全
校
生
徒
に
広
が
り
、

思
い
の
込
も
っ
た
川
柳
が
集
ま
っ
た
。

Ａ
男
は
、
全
校
生
徒
の
温
か
い
気
持
ち

を
感
じ
、「
学
級
の
代
表
川
柳
を
体
育
館
に

張
り
出
そ
う
」と
呼
び
か
け
、生
徒
会
役
員
を

総
動
員
し
て
大
き
な
紙
に
川
柳
を
書
い
た
。

文
化
祭
当
日
、
緊
張
感
を
含
ん
だ
声
で
、

「
合
唱
魂
声
が
と
ど
ろ
き
紅
葉
揺
れ
」

と
、
代
表
作
品
を
読
み
上
げ
る
Ａ
男
の
姿

が
あ
っ
た
。
そ
の
声
に
反
応
し
て
大
歓
声

が
わ
き
起
こ
っ
た
。「
矢
北
行
事
川
柳
」
は

彼
の
努
力
に
よ
っ
て
大
成
功
を
収
め
た
。

Ａ
男
の
活
躍
に
感
化
さ
れ
た
他
の
生
徒
会

役
員
も
、
何
か
を
作
り
上
げ
た
い
と
意
欲
を

見
せ
た
。
そ
の
後
、「
縦
割
り
レ
ク
大
会
」

や
「
ふ
れ
あ
い
昼
放
課
」
な
ど
、
様
々
な

提
案
が
出
さ
れ
、
生
徒
議
会
を
経
て
、
新
し

い
企
画
が
次
々
と
実
現
し
て
い
っ
た
。

多
く
の
企
画
を
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、

全
校
生
徒
の
生
徒
会
活
動
へ
の
参
加
度
も

高
ま
っ
た
。
希
望
者
を
募
っ
た
矢
作
川
の

清
掃
活
動
「
学
区
美
化
活
動
」
も
四
百
名

以
上
の
生
徒
が
集
ま
り
、
過
去
最
高
の
参

加
人
数
で
あ
っ
た
。

一
人
の
本
気
が
学
級
、
学
年
、
全
校
へ

と
広
が
り
、
多
く
の
生
徒
の
気
持
ち
を
動

か
し
た
。

本
気
に
な
れ
、
本
気
は
楽
し
い

矢
作
北
中

神
谷
　
直
希

「
何
か
が
足
り
な
い
な
。
生
徒
会
活
動
に

全
校
生
徒
が
参
加
し
て
い
な
い
わ
け
で
は

な
い
け
れ
ど
、
活
気
が
足
り
な
い
。
活
動

が
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
き
て
い
る
気
が
す
る
。」

後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ

た
Ａ
男
は
、
生
徒
会
活
動
に
悩
み
を
抱
い
て

い
た
。
発
想
が
豊
か
で
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た

Ａ
男
。
人
一
倍
の
行
動
力
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
が
た
め
に
抱
え
る
悩
み
で
あ
っ
た
。

生
徒
会
顧
問
の
私
は
、

「
よ
し
、
Ａ
男
た
ち
の
代
で
一
か
ら
作
り

上
げ
る
活
動
を
始
め
る
か
。」

と
Ａ
男
に
言
葉
を
投
げ
か
け
た
。
待
っ
て

い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
、
Ａ
男
は
や
る
気

に
満
ち
た
表
情
を
見
せ
た
。

「
た
だ
し
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る

と
き
は
中
途
半
端
で
は
駄
目
だ
。
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
最
後
ま
で
本
気
で
や
り

切
る
こ
と
が
大
事
だ
。
本
気
に
な
れ
、
本

気
は
楽
し
い
。」

と
ア
ド
バ
イ
ス
も
加
え
た
。

「
わ
か
り
ま
し
た
。
や
り
遂
げ
ま
す
。」
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①
菅
生
土
場

②
塩
座

③
分
岐
点

④
信
濃
門

⑤
井
田
観
音

⑥
西
林
院

⑦
龍
渓
院

足
　
助

飯
田
・
塩
尻（
長
野
県
）

吉
良
吉
田
・
平
坂（
西
尾
市
）

塩の道

足助街道（七里街道・三州街道）※名称は明治9年より足助街道に統一

＊岡崎からの塩は足助塩と呼ばれ、岡崎で陸揚げされて飯田（一部は塩尻）まで運ばれた。

舟

▲塩の運ばれた主要経路

▲矢作川左岸の八丁土場（首都大学東京図書情報センター所蔵）

西林院常夜灯（岩津町）⑥ 龍渓院金光明e塔（桑原町）
新香山中正門前

（大沢）を北に向
かい新道を右折す
ると龍渓院がある。
その入り口に金光
明e塔がある。こ
の付近に番所（関
所）があった。幕
府の役人がいて下
りの荷物に対して
のみ、税金を取っ
た。

⑦
こつとう

こつとう

江
戸
時
代
の
岡
崎
の
道
（
街
道
）
と
言

え
ば
、
東
海
道
や
二
十
七
曲
り
な
ど
が
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
岡
崎
が
「
塩
の
道
」

の
出
発
地
と
し
て
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
。

当
時
、
塩
は
、
味
噌
・
醤
油
・
保
存
食

な
ど
を
造
る
際
に
も
使
わ
れ
、
生
活
必
需

品
で
あ
る
た
め
、
藩
で
管
理
さ
れ
て
い
た
。

「
諸
色
相
場
付
」
に
よ
る
と
、
一
八
三
八

（
天
保
九
年
）
年
の
価
格
は
一
升
約
二
十

五
文
（
一
キ
ロ
約
五
百
円
前
後
）
で
あ
り
、

内
陸
に
入
る
ほ
ど
、
二
倍
・
三
倍
と
値
を

上
げ
て
い
っ
た
。

岩津天神へ
の入り口を過
ぎ、国道248
号に出たとこ
ろに西林院と
いうお寺があ
り、境内に常
夜灯がある。
そこに道標と
して「右あす
け・左ころも
道」と書かれ
ている。
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岡崎には土
場といって荷
物を揚げたり
下ろしたりす
る港の役目を
する場所があ
った。菅生土
場・八丁土場
など複数あっ
た。塩だけは
直接上流へ運
べず、岡崎城
の下で陸揚げ
された。

①

東海道との分岐点（本町通三丁目）
ここは東海道
との分かれ道で
ある。右へ行け
ば京都、左へ行
けば江戸であ
る。菅生土場・
八丁土場から来
た荷駄はここか
ら信濃門へと向
かった。

③

信濃門の道標は本町と
能見町の間で、道が曲がっ
ているところにある。ここ
にはかつて岡崎城のお堀
と塀があって、信州信濃
へ通じる信濃門という門
があった。この門は、足助
街道の始まりで、この門
を通らないと岡崎に出入
りができなかった。

信濃門道標（能見町）④

岡崎城下の田町と伝
馬には塩座といわれる
塩問屋があり、江戸時
代の塩はこの塩座を通
さないと足助や他のと
ころに運べなかった。
永禄年間（1558～1570）
に武田信玄の軍勢が足助
を通って西三河へ侵入す
るという情報が伝わると、
塩商人は家康から物見を
命ぜられ、その時の功績
によって塩座の特権が与
えられたと言われている。

②

井田観音道標（井田町）

井田坂の途中、井田観音の所に「左大樹寺・中信
州善光寺・右滝山寺」という道標があった。現在、
道標が井田交差点のスーパーマーケット裏にある。

⑤

▲郷土史研究家　加藤栄一氏
東西の交流を広げる東海道と、南北の交流を

広げる塩の道が交差する岡崎は、江戸時代には
東海地区を代表する商業都市であったことが分
かります。 （加藤氏 談）

塩座の札（伝馬町）

塩
は
海
水
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
、
海
岸

地
域
か
ら
内
陸
へ
の
交
易
の
た
め
の
道
が

で
き
、
次
第
に
「
塩
の
道
＝
命
の
道
」
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
詳
細
な
資
料

は
少
な
い
が
、
岡
崎
市
在
住
の
郷
土
史
研

究
家
加
藤
栄
一
氏
、
中
根
洋
治
氏
等
が
、

現
存
す
る
道
標
・
馬
頭
観
音
・
常
夜
灯
等

を
た
ど
り
な
が
ら
調
査
・
研
究
し
て
い
る
。

中
で
も
、
足
助
街
道
は
、
三
州
街
道
あ

る
い
は
七
里
街
道
と
も
呼
ば
れ
、
三
河
湾
と

信
州
を
結
ぶ
街
道
で
、
全
国
的
に
も
塩
の
道

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
、
岡

崎
城
外
堀
に
設
け
ら
れ
た
三
つ
の
門
の
一
つ

に
、「
信
濃
門
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
門
は
北

方
面
の
重
要
な
出
入
り
口
で
あ
り
、
足
助
ま

で
七
里
程
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

岡
崎
は
、
東
西
に
伸
び
る
東
海
道
と
、

南
北
に
伸
び
る
塩
の
道
で
あ
る
足
助
街
道
と

が
交
差
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
人
と
物
資

が
行
き
来
す
る
一
大
拠
点
と
し
て
江
戸
時
代

に
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

菅生土場（菅生町）



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
三
名
減
で
、
中
学

校
は
翔
南
中
学
校
の
開
校
も
あ
り
二

十
三
名
減
と
な
っ
た
。
一
校
当
た
り

の
学
級
数
は
小
・
中
と
も
に
変
わ

ら
な
い
。
一
学
級
当
た
り
の
児
童

生
徒
数
は
、
小
学
校
は
変
わ
ら
ず
、

中
学
校
は
一
名
減
と
な
っ
た
。

岡
崎
市
内
の
児
童
生
徒
数
の
合

計
は
、
昨
年
よ
り
も
七
十
四
名
減

少
し
た
。
教
職
員
数
は
五
名
増
と

な
っ
た
。

教
員
補
助
者
は
一
八
〇
名
で
、

う
ち
二
十
八
名
は
図
書
館
支
援
員
。

図
書
館
支
援
員
は
三
名
減
で
、
教

員
補
助
者
全
体
は
四
名
増
。
英
語

6 月号 お知らせ
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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
員
で
、
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
。
作

品
は
、『
桃
次
郎
の
大
冒
険
』
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
六
日
（
火
）

・
午
前
の
部
　
十
時
三
十
分
〜

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

八
月
七
日
（
水
）

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

○
場
所
　
岡
崎
市
民
会
館

○
演
目
『
桃
次
郎
の
大
冒
険
』

○
参
加
日
時
は
学
校
ご
と
に
指
定

す
る
予
定

◆
第
11
回
ジ
ュ
ニ
ア
打
楽
器
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
コ
ン
ク
ー
ル
全
国
大
会

優
秀
賞

矢
作
北
中
学
校

推
進
校

小
学
校
　
　
男
川
小
学
校
　

愛
宕
小
学
校

六
ツ
美
中
部
小
学
校

中
学
校
　
　
葵
中
学
校

福
岡
中
学
校
　

岩
津
中
学
校

平
成
二
十
五
年
度
岡
崎
市
立
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
、

●

芸
術
鑑
賞
会

●

表
　
　
彰

●

平
成
25
年
度
ス
ー
パ
ー
サ
イ

●

エ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
推
進
事
業

●

小
中
学
校
の
よ
う
す

●学年別児童・生徒数（人）（平成25年5月1日現在）

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

1,891 1,795 1,844 1,816 1,959 1,900 1,907 1,921 1,957

1,791 1,728 1,771 1,709 1,784 1,843 1,838 1,760 1,816

3,682 3,523 3,615 3,525 3,743 3,743 3,745 3,681 3,773

●児童・生徒・教職員数（人）（平成25年5月1日現在）

区分

小学校 47 799〈 85〉 11,205 10,626 21,831 451 632 1,083 10 51 50

中学校 20 362〈 42〉 5,785 5,414 11,199 393 270 663 4 27 24

合　計 67 1,161〈127〉 16,990 16,040 33,030 844 902 1,746 14 78 74

学校数
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 常勤 常勤 常勤

支
援
員
は
十
八
名
で
変
わ
ら
ず
、

Ａ
Ｌ
Ｔ
は
二
十
名
で
、
一
名
増
と

な
っ
た
。

●学校・学級の規模（市内平均）

小学校

465人

17学級

■30人

560人

18学級

■34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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お知らせ

〈教育費の内訳〉

小　中 太陽光発電設備設置（梅園小・常磐中）
学校費 便所簡易改修（根石小・男川小・緑丘小・羽根小・六名小・竜美

丘小・広幡小・井田小・福岡小・細川小・大樹寺小・大門小・矢
作東小・矢作北小・矢作南小・六ツ美南部小・上地小）
プール施設改築（矢作西小）：繰越
屋体・校舎外壁等改修（六名小・三島小・愛宕小・竜谷小・秦梨
小・大門小・矢作東小・矢作北小・城南小・河合中・額田中）
：繰越含
便所全面改修（藤川小・生平小・東海中・額田中）：繰越
屋体非構造部材耐震化（奥殿小・六ツ美西部小・宮崎小・新香山
中・竜南中）
高圧受電設備改修（美川中）
職員室空調設備改修（美川中・東海中・河合中）
図書室空調設備設置（美合小・三島小・愛宕小・竜谷小・藤川
小・山中小・本宿小・秦梨小・奥殿小・矢作西小・六ツ美中部
小・形埜小）
資料館解体（形埜小） ※小中学校名は予定

学　校 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）
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
英語指導用タブレット型端末の導入・活用
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

青少年センター・太陽の城解体事業
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 私立高校等授業料補助業務

◆平成25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25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



＊いじめない，いじめられない育て方 山崎　房一
PHP文庫 ￥550

＊選ぶ力 五木　寛之
文春新書 ￥840

＊「維新」する覚悟 堺屋　太一
文春新書 ￥840

＊辻井伸行　奇跡の音色 神原　一光
文春文庫 ￥610

豊富小　　入山　定之

子供の孤立は，いじめが根源とある。
日々，子供たちと接する中，親として，
教師として，大人の都合で甘やかし，子
供たちに偽りの愛を押しつけていたので
はないか。子育ての大事なポイントに気
付かせてくれる本である。

「甘えさせ」の反対が「甘やかし」だという

ことに気づかず，つまりこの両者をごちゃ混

ぜにしているところに，家庭教育の混乱の火

種があるとわたしはにらんでいます。この両

者の区別が判然としないため，上手に甘えさ

せることができず，結果として子どもを孤立

させてしまうのです。

6 月号

（8）

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／オアシス

塩
は
人
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
も
の
。

昔
か
ら
塩
は
、
海
水
を
も
と
に
作
っ
て
い
た
。

海
に
接
し
て
い
な
い
信
州
な
ど
の
山
国
に
と
っ
て
、
海
へ

と
つ
な
が
る
「
塩
の
道
」
は
命
の
道
と
も
言
え
る
。
そ
ん
な

塩
の
道
「
足
助
街
道
」
を
、
道
標
・
常
夜
灯
・
馬
頭
観
音
等

を
た
ど
っ
て
実
際
に
歩
い
て
み
よ
う
。
今
も
昔
も
、
人
と
の

つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

青
梅
を
漬
け
る
祖
母

の
手
元
を
孫
が
真
剣
に
見

て
い
る
。
三
世
代
に
わ

た
っ
て
受
け
継
が
れ
る
味

が
あ
る
。
さ
て
、
今
年

の
出
来
は

ど
う
か
。

す
う
っ
と
浅
緑
に
浮
か
び
上
が
る
光
の
筋
。

ホ
タ
ル
の
瞬
き
が
楽
し
め
る
季
節
が
や
っ
て

き
た
。
六
月
上
旬
の
蒸
し
暑
い
夜
が
、
絶
好
の
ホ
タ
ル
狩

り
日
和
で
あ
る
。
虫
除
け
ス
プ
レ
ー
や
蚊
取
り
線
香
は
使

用
で
き
な
い
か
ら
、
う
ち
わ
を
持
っ
て
虫
や
暑
気
を
扇あ

お
ぎ

払
う
の
が
よ
い
。
今
年
は
い
つ
頃
が
見
頃
だ
ろ
う
か
。
岡

崎
ホ
タ
ル
学
校
で
教
え
て
い
た
だ
こ
う
。

音
が
重
な
り
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
な
る
。
一
つ
の
音
楽
を

創
り
あ
げ
る
こ
と
で
不
思
議
な
連
帯
感
が
生
じ
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
伸
び
る
。「
石
橋
を
た
た
く
よ
り
、
ま

ず
飛
ん
で
し
ま
え
」
と
、
よ
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
即
実
行

に
移
し
て
き
た
渡
辺
氏
。「
誰
で
も
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
に
な
れ

る
。
そ
れ
は
指
導
次
第
だ
」。
子
供
た
ち
が
持

つ
力
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
思
い
は
深
い
。

オシ

アス

この一文~~~ ~~~

悠
紀
斎
田
お
田
植
え
踊
り
と
は
、
大
正
天
皇
が

即
位
さ
れ
、
宮
中
に
献
納
す
る
米
を
作
る
た
め
の

水
田
（
斎
田
）
と
し
て
六
ツ
美
村
が
選
ば
れ
た
こ

と
を
記
念
し
て
で
き
た
田
植
え
踊
り
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
的
な
踊
り
や
唄
は
八
十
年
余
り
に
渡
っ

て
行
わ
れ
て
お
り
、
岡
崎
市
の
無
形
民
族
文
化
財

に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

教
育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
が
改
正
さ
れ
、
郷

土
の
伝
統
や
文
化
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
斎
田
百
周
年
を
見
通
し
、
六
ツ
美
南
部
小

学
校
で
は
保
存
会
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
昨
年

度
か
ら
運
動
会
で
お
田
植
え
踊
り
が
再
び
披
露
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

前
福
岡
中

尾
　
崎
　
勇
　
司

悠紀斎田お田植え踊り
（昭和8年）

写真提供：六ツ美南部小学校


