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捨
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日
本
建
築
の
切
妻
造
り
に
使
わ
れ
る
棟

木
は
、
松
材
の
し
か
も
曲
が
り
く
ね
っ
た

も
の
が
普
通
で
あ
る
。
大
工
は
そ
の
材
料

を
う
ま
く
使
い
こ
な
す
。
作
業
は
ま
っ
す

ぐ
な
も
の
の
方
が
使
い
や
す
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
が
、
強
度
と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば
決
し
て
劣
ら
な
い
。
む
し
ろ

ま
っ
す
ぐ
な
も
の
よ
り
優
れ
て
い
る
。
従

っ
て
大
工
は
、
用
意
さ
れ
た
木
材
を
見
て

そ
れ
を
活
か
す
よ
う
考
え
る
。
曲
が
っ
て

い
る
か
ら
と
か
、
仕
事
が
や
り
に
く
い
か

ら
と
い
う
理
由
で
そ
の
木
材
の
使
用
を
や

め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
「
曲

木
不
捨
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
工
の

仕
事
で
あ
り
、
ま
た
誇
り
で
も
あ
る
。

私
た
ち
教
師
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
年

年
子
供
へ
の
対
応
は
複
雑
さ
を
増
し
て
い

る
。
指
導
の
時
間
も
多
く
を
要
す
る
。
だ

が
、
今
こ
そ
日
本
の
大
工
の
伝
統
的
な

「
曲
木
不
捨
」
の
英
知
を
必
要
と
し
て
い

曲
木
不
捨

竜
南
中
学
校
長

河
　
合
　
好
　
文

感
動
の
場愛知

県
立
岡
崎
高
等
学
校
長

金
　
丸
　
和
　
義

故
郷
九
州
の
、
あ
る
僻
地
校
に
勤
務
す

る
兄
か
ら
一
本
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
が
届
き

ま
し
た
。
兄
の
勤
務
す
る
小
学
校
で
行
わ

れ
た
卒
業
生
が
わ
ず
か
二
人
だ
け
の
卒
業

式
の
様
子
を
撮
っ
た
ビ
デ
オ
で
す
。
卒
業

生
の
入
場
か
ら
始
ま
り
、
式
後
の
謝
恩
会

ま
で
の
一
部
始
終
を
撮
影
し
た
約
一
時
間

半
に
も
及
ぶ
テ
ー
プ
で
す
。
学
校
行
事
の

度
に
、
そ
の
様
子
を
ビ
デ
オ
に
残
し
て
く

れ
る
地
元
住
民
の
一
人
の
方
が
撮
っ
て
く

れ
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
し
た
。

最
近
の
一
般
的
な
小
学
校
の
卒
業
式
の

様
子
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
学
校
の
卒

業
式
に
は
直
接
関
係
の
な
い
私
も
ビ
デ
オ

を
見
て
深
く
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

卒
業
生
各
々
に
対
し
、
在
校
生
二
十
一

名
一
人
一
人
が
一
言
ず
つ
、
思
い
出
、
お

礼
の
こ
と
ば
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

二
人
が
過
ご
し
た
六
年
間
に
在
職
し
、
今

は
他
校
へ
転
勤
し
て
い
っ
た
校
長
、
教
員
、

事
務
職
員
合
わ
せ
て
九
人
そ
れ
ぞ
れ
か
ら

届
け
ら
れ
た
心
の
こ
も
っ
た
祝
電
が
次
々

と
披
露
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
二
人
の
胸
に

は
事
務
職
員
か
ら
届
け
ら
れ
た
と
い
う
大

き
な
花
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

終
わ
り
に
、
た
っ
た
二
人
だ
け
で
「
仰

げ
ば
尊
し
」
を
合
唱
し
、
そ
の
二
人
の
瞳

は
涙
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

二
人
に
と
っ
て
、
こ
の
卒
業
式
で
の
感

動
は
生
涯
忘
れ
え
な
い
思
い
出
と
な
り
、

大
き
な
心
の
支
え
と
な
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
そ
こ
へ
参
加
し
た
二
十
一
名

の
在
校
生
に
と
っ
て
も
大
き
な
感
動
の
場

と
な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

中
国
に
「
倉そ
う

稟り

満
ち
て
、
則
ち
礼
節
を

知
り
、
衣
食
足
っ
て
、
則
ち
栄
辱

え
い
じ
ょ
くを

知
る
」

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
一
方
、「
社
会
が

成
熟
し
、
文
明
が
高
度
化
し
て
く
る
と
人

間
は
幼
児
化
し
て
く
る
」
と
い
っ
て
い
る

人
も
い
ま
す
。

昨
今
の
憂
う
べ
き
報
道
を
た
び
た
び
見

聞
き
す
る
に
つ
れ
、
経
済
的
に
豊
か
に
な

っ
た
今
の
日
本
で
は
残
念
な
が
ら
後
者
に

当
て
は
ま
る
人
間
が
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

幼
少
年
期
の
経
験
は
心
の
成
長
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

実
生
活
の
中
で
は
心
の
成
長
を
促
す
よ
う

な
実
体
験
の
機
会
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
卒
業
式
を
始
め
と

す
る
様
々
な
学
校
行
事
、
名
作
本
読
書
、

名
画
・
音
楽
等
芸
術
鑑
賞
、
体
育
・
ス
ポ

ー
ツ
活
動
等
の
様
々
な
活
動
の
中
に
感
動

の
場
を
意
図
的
、
計
画
的
に
設
定
し
、
心

を
揺
さ
ぶ
る
感
動
を
で
き
る
だ
け
多
く
体

験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
た
ち
が

逞
し
く
心
豊
か
な
人
間
に
成
長
し
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
。

（
か
ね
ま
る
　
か
ず
よ
し
）

― 教 育 随 想 ―



ふるさとシリーズ―この人に聞く― No. 3 2 6

（3）

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
間
は
か
か

っ
て
も
一
人
一
人
の
個
性
を
尊
重
し
、
そ

の
子
供
に
と
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
が
最
善

な
の
か
考
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
多
忙
を
理
由
に
結
果
的
に
手
間
の
か

か
ら
な
い
方
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
心
し
た
い
。

そ
こ
で
、
気
が
か
り
に
な
る
こ
と
の
一

つ
に
電
話
の
使
用
が
あ
る
。
と
り
わ
け
携

帯
電
話
の
普
及
は
目
覚
ま
し
く
、
便
利
な

こ
と
は
計
り
知
れ
な
い
。
急
な
と
き
は
ま

こ
と
に
都
合
が
よ
い
。
個
人
が
持
っ
て
い

る
か
ぎ
り
ど
こ
に
い
て
も
つ
な
が
る
。
し

か
し
、
連
絡
は
こ
れ
で
足
り
る
か
も
知
れ

な
い
が
電
話
は
意
外
と
一
方
通
行
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
教
育
は
相
互
理
解

す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。

ま
た
、「
病
気
の
原
因
究
明
や
治
療
方

針
を
立
て
る
の
に
患
者
さ
ん
の
生
活
史
と

現
時
点
で
の
生
活
環
境
や
考
え
方
を
知
る

こ
と
が
大
変
役
立
つ
」
と
述
べ
ら
れ
た
杉

浦
壽
康
先
生
の
「
医
療
に
お
け
る
往
診
の

意
義
」
を
思
い
出
す
。（
本
誌
平
成
十
年

四
月
号
掲
載
）。
医
者
の
往
診
に
当
た
る

も
の
が
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
家
庭
訪
問

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
日
本
建
築
に
お
け
る
「
曲

木
不
捨
」
の
英
知
と
「
医
療
に
お
け
る
往

診
」
の
意
義
を
考
え
る
と
き
家
庭
訪
問
の

大
切
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

新
緑
の
み
ず
み
ず
し
さ
が
心
地
よ
く
感

じ
ら
れ
る
五
月
、
春
の
叙
勲
で
勲
七
等
瑞

宝
章
を
受
章
さ
れ
た
土
岐
さ
ん
を
お
訪
ね

し
た
。

土
岐
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
名
古

屋
刑
務
所
の
用
度
係
と
し
て
採
用
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
五
年
に
岡
崎
拘

置
支
所
の
会
計
係
に
配
属
さ
れ
、
収
容
者

の
所
持
金
や
職
員
の
給
与
計
算
を
二
十
五

年
間
こ
な
し
て
み
え
た
。

具
体
的
な
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
お
尋

ね
す
る
と
、

「
職
員
の
給
与
だ
け
で
な
く
、
収
容
者
の

物
品
販
売
施
設
で
あ
る
矯
正
協
会
の
会

計
、
そ
の
他
日
用
物
品
の
購
入
な
ど
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
鉛
筆
一
本
を
購
入

す
る
に
も
す
べ
て
書
類
に
記
載
し
ま

す
。
一
円
で
も
合
わ
な
け
れ
ば
、
す
べ

て
や
り
直
し
で
す
。」

と
話
さ
れ
た
。

一
般
社
会
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

「
拘
置
所
内
で
は
、
食
べ
物
を
他
人
に
分

け
与
え
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
食

べ
物
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
持
ち
物
も

貸
し
た
り
で
き
ま
せ
ん
。
ト
ラ
ブ
ル
の

原
因
に
な
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
食
べ

物
の
差
し
入
れ
は
、
検
査
が
で
き
な
い

た
め
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
指
定
店
に

申
し
込
め
ば
購
入
で
き
ま
す
。」

と
話
さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
収
容
者

間
の
人
間
関
係
や
外
部
と
の
接
触
に
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ

れ
た
。

最
近
の
少
年
犯
罪
に
つ
い
て
の
思
い
を

お
聞
き
す
る
と
、

「
子
供
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
場
所
が
少

な
く
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
今
は

共
働
き
が
多
い
で
す
が
、
母
親
が
家
に

い
れ
ば
、
そ
こ
が
子
供
に
と
っ
て
一
番

心
が
や
す
ら
ぐ
場
所
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
母
親
は
、
子
供
に
よ
っ
て
名

前
が
出
る
も
の
で
す
。」

と
、
熱
く
語
ら
れ
た
。
改
め
て
母
親
や
家

庭
の
重
要
さ
を
痛
切
に
感
じ
た
。

退
職
後
は
、
趣
味
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン

を
携
え
、
手
品
を
披
露
し
な
が
ら
老
人
施

設
を
慰
問
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
作
曲

や
カ
ラ
オ
ケ
、
製
図
、
看
板
作
成
な
ど
多

方
面
の
趣
味
を
も
っ
て
み
え
る
土
岐
さ

ん
。
温
か
い
人
間
性
が
、
部
屋
の
雰
囲
気

か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
思
い
が
し
た
。

「
毎
日
が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
。」

厳
し
い
社
会
に
向
き
合
っ
て
生
活
し
て

こ
ら
れ
た
後
の
充
実
し
た
第
二
の
人
生
を

送
ら
れ
て
い
る
土
岐
さ
ん
の
言
葉
が
印
象

に
残
っ
た
。

ふるさとシリーズ
拘
置
所
看
守
二
十
五
年

元
岡
崎
拘
置
支
所
看
守
部
長

土
岐
　
了
平
　
氏

（

）

氏
　
　
名
　
と
き
　
り
ょ
う
へ
い

生
年
月
日
　
昭
和
二
年
二
月
二
十
五
日

住
　
　
所
　
竜
美
南
三
―
二
―
一
四
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▲大正5年 7月 1日に龍城神社にて市制宣布

▲復元された岡崎城（昭和34年）

▲康生の目抜き通りにあった岡崎郵便局（昭和初期）

市　　章

市の紋章の外廓は，竜の爪と宝珠を表し，中
に岡の字を図案化したものである。岡崎は赤石
山脈の先端でその地形が竜に似て，いずれが尾
かさき（頭）か分からないというので「おかざき」
と名づけられたとの言い伝えもある。

しっとるかん？岡崎

こ
の
七
月
一
日
で
満
八
十
四
歳
を
迎
え
る
岡
崎
市
。
市
制
記
念

日
に
あ
た
り
、
岡
崎
市
誕
生
か
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
岡
崎
の

歴
史
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

岡
崎
市
が
誕
生
し
た
の
は
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
七
月

一
日
。
当
時
地
方
制
度
の
基
盤
を
な
す
も
の
が
町
村
制
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
明
治
政
府
以
来
の
近
代
国
家
政
策
の
一
つ
で
あ
る
。
近
代

化
を
進
め
る
た
め
に
も
、
厳
し
い
町
村
税
を
緩
和
す
る
た
め
に
も
、

町
村
合
併
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
域
間
の
諸
問
題
を
抱
え

な
が
ら
も
合
併
は
進
み
、
人
口
も
二
万
五
千
人
を
超
え
、
町
民
の

間
に
市
制
施
行
を
熱
望
す
る
声
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
声
に
県
が
こ

た
え
る
形
で
岡
崎
市
が
産
声
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

七
月
一
日
か
ら
三
日
に
わ
た
っ
て
、
市
を
挙
げ
て
の
様
々
な
祝
賀

行
事
で
市
民
は
沸
き
返
っ
た
。
当
時
の
新
聞
に
も
「
大
花
火
が
打

ち
上
げ
ら
れ
た
」
と
か
「
飛
行
船
が
飛
ん
だ
」
な
ど
の
記
述
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
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▲東岡崎駅のプラットホーム（昭和30年）

合併の推移

岡崎市の変遷

岡崎市　数字でみた今昔

▲路面電車の最終日（昭和37年）

みかわくろまつ

「市の木選定委員会」によって出
された候補の中から市民の応募によ
り昭和46年に選定。

ふ　　じ

岡崎公園のふじは「五万石藤」の
名で親しまれている。本市をシンボ
ライズする花として昭和45年に選定。

ハクセキレイ

昭和49年，市民からの公募により
市の鳥に選定。姿が美しく，古くか
ら市民に親しまれてきた。

年　　　　（合併地区） 面積（�） 人口（人）
大正５年（市制施行） 19,68 37,639
昭和３年（岡崎村，美合村 50,84 69,641

男川村，常磐村の一部合併）
昭和30年（岩津町，福岡町，本宿村 212,85 160,751

山中村，藤川村，竜谷村
河合村，常磐村，矢作町合併）

昭和37年（六ツ美町合併） 227,05 185,959
平成10年 226,97 334,674

大正５年（市制施行） 平成10年
学校数（小中学校） 5 60
児童・生徒数 3,653 34,515
教員数（小中学校） 67 1,705
医師数（歯科医を含む） 50 600
自動車保有台数 2 249,431

そ
の
後
、
昭
和
三
年
に
岡
崎
村
他
三
村
を
合
併
し
、
人
口
増
加
率

は
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
す
に
至
っ
た
。
昭
和
二
十
年
七
月
に
岡

崎
市
は
戦
災
を
受
け
、
一
夜
で
市
街
地
の
大
半
を
消
失
す
る
が
、
焦

土
の
中
か
ら
立
ち
上
が
り
鋭
意
復
興
に
努
め
着
実
な
発
展
を
開
始
し

た
。
昭
和
三
十
年
に
は
大
規
模
な
合
併
が
行
わ
れ
、
面
積
も
十
倍
以

上
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
七
年
に
六
ツ
美
村
を
合
併
し
、
現
在
の
岡

崎
市
に
至
る
の
で
あ
る
。

あ
る
学
校
の
学
校
日
誌
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
っ
た
。「
昭
和
二

十
二
年
七
月
一
日
―
全
校
生
徒
、
午
前
中
登
校
。
市
制
記
念
日
の
講

話
を
聞
く
。」「
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
―
市
制
記
念
日
に
よ
り
学

校
休
校
。」

昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
に
市
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
市
制
を
記
念
す
る
行
事
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
が
、
広
く
市
民

意
識
高
揚
の
た
め
「
市
制
記
念
日
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十

七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
市
章
、
市
旗
、
市
歌
も
で
き
た
。

時
に
は
わ
が
市
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
の
も
面
白
い
。
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赤
ち
ゃ
ん
に
触
れ
て

岩
津
小
学
校中

野
渡
妙
子

小
学
三
年
生
の
保
健
の
授
業
で

子
供
た
ち
に
命
の
尊
さ
を
感
じ
さ

せ
た
か
っ
た
。
話
だ
け
で
分
か
る

子
も
い
れ
ば
Ａ
男
の
よ
う
に
無
反

応
の
子
も
い
る
。

人
の
誕
生
を
実
感
し
小
さ
な
命

へ
の
優
し
さ
が
現
れ
れ
ば
、
命
を

尊
ぶ
気
持
ち
と
言
え
る
と
考
え

た
。
そ
こ
で
、
出
産
間
近
な
妊
婦

さ
ん
を
子
供
た
ち
に
出
会
わ
せ
る

こ
と
に
し
た
。

Ａ
男
は
粗
暴
で
友
人
と
ぶ
つ
か

り
合
う
こ
と
が
多
い
。
そ
ん
な
Ａ

男
に
胎
児
を
い
た
わ
る
妊
婦
さ
ん

や
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
お
な
か

の
赤
ち
ゃ
ん
に
関
心
を
持
っ
て
ほ

し
か
っ
た
。
多
く
の
子
が
、
動
い

た
り
歌
に
反
応
す
る
お
な
か
の
赤

ち
ゃ
ん
に
興
味
を
示
す
中
、
Ａ
男

は
無
関
心
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ａ

男
自
身
の
誕
生
に
目
を
向
け
さ
せ

よ
う
と
自
分
が
お
な
か
に
い
た
時

の
様
子
を
お
母
さ
ん
か
ら
聞
く
よ

う
に
さ
せ
た
が
一
向
に
そ
の
気
に

な
ら
な
か
っ
た
。

数
週
間
後
、
赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま

れ
た
。
子
供
た
ち
の
要
望
で
、
数

人
ず
つ
家
を
訪
れ
、
赤
ち
ゃ
ん
と

対
面
す
る
こ
と
に
。
行
く
ま
で
は
、

面
倒
そ
う
に
し
て
い
た
Ａ
男
。
赤

ち
ゃ
ん
を
抱
き
上
げ
る
と
、

「
や
わ
ら
か
い
。」

と
第
一
声
。
一
生
懸
命
に
あ
や
し

て
い
る
。
今
ま
で
に
見
た
こ
と
も

な
い
Ａ
男
の
優
し
い
表
情
を
見

て
、
と
て
も
う
れ
し
く
な
っ
た
。

「
赤
ち
ゃ
ん
と
も
っ
と
一
緒
に
い

た
か
っ
た
な
。」

と
言
う
、
帰
り
道
の
Ａ
男
。

満
面
の
笑
み
で
あ
っ
た
。

厳
し
さ
と
温
か
さ

梅
園
小
学
校夏

目
　
恒
男

ー
ク
な
学
校
で
し
た
。
山
の
裾
野

に
建
て
ら
れ
た
校
舎
は
、
ま
さ
に

忍
者
屋
敷
の
よ
う
で
し
た
。
不
十

分
な
施
設
・
設
備
を
補
う
活
気
が

学
校
全
体
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
が
ど
う
で
す
か
。

君
は
持
ち
前
の
明
る
さ
、
積
極

的
な
態
度
で
、
生
徒
会
役
員
、
放

送
部
員
と
し
て
の
活
躍
、
矢
作
川

の
水
質
検
査
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
活

動
を
し
た
科
学
部
で
の
大
活
躍
。

中
学
校
生
活
を
実
に
有
意
義
に

過
ご
し
て
い
ま
し
た
ね
。
君
の
姿

を
見
て
、
今
思
う
こ
と
は
、
教
師

た
る
も
の
は
、
い
か
に
子
供
に
や

る
気
を
起
こ
さ
せ
る
手
腕
、
心
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
当
時
、
私
の
先

輩
教
師
に
は
そ
う
し
た
と
て
も
ユ

ニ
ー
ク
な
先
生
が
多
く
み
え
た
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
が
。

教
員
に
な
っ
た
今
も
い
ろ
い
ろ

な
立
場
で
中
学
生
時
代
と
同
様
、

や
る
気
満
々
で
全
力
投
球
を
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
子
供
一
人
ひ

と
り
が
生
き
生
き
と
活
動
す
る
方

策
を
若
い
先
生
に
伝
授
し
て
く
だ

さ
い
。
い
つ
の
間
に
か
若
者
た
ち

を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
な
っ
て
い

る
君
に
大
い
に
期
待
し
ま
す
。

と
精
神
力
だ
、そ
れ
が
岩
中
魂
だ
。」

先
生
の
印
象
は
、
�
怖
い
・
厳

し
い
・
で
も
温
か
い
�
先
生
で
し

た
。
数
学
の
授
業
で
で
き
な
い
者

に
は
授
業
後
居
残
り
を
さ
せ
、
徹

底
的
に
教
え
込
ま
れ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
。
そ
の
厳
し
さ
熱
心

さ
の
お
か
げ
で
数
学
の
苦
手
な
私

で
も
一
生
懸
命
勉
強
す
る
こ
と
が

で
き
、
教
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
感
謝
し
て
い
ま
す
。
先

生
か
ら
教
え
ら
れ
た
厳
し
さ
と
温

か
さ
を
忘
れ
ず
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

夏
目
君
と
の
出
会
い
は
、
ま
だ

私
が
新
任
と
し
て
勤
め
出
し
て
ま

も
な
く
の
頃
で
し
た
ね
。

君
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当

時
の
岩
津
中
学
校
は
と
て
も
ユ
ニ

先
生
と
の
思
い
出
は
私
の
岩
津

中
学
校
の
時
、
担
任
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
多
く
の
こ
と
を
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

あ
の
木
造
校
舎
、
階
段
が
多
く
一

階
な
の
か
二
階
な
の
か
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
運
動
場
も
体

育
館
も
プ
ー
ル
も
な
く
、
岩
津
小

や
岩
津
高
の
運
動
場
や
体
育
館
を

借
り
て
い
た
こ
と
を
。
で
も
そ
ん

な
学
校
で
も
部
活
動
は
強
か
っ

た
。
野
球
は
県
大
会
準
優
勝
、
卓

球
や
庭
球
、
剣
道
、
バ
レ
ー
も
強

く
県
大
会
に
出
場
し
て
い
ま
し

た
。
同
級
生
に
は
甲
子
園
へ
出
場

し
た
者
が
四
人
も
い
ま
し
た
。
先

生
方
が
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。

「
施
設
や
条
件
じ
ゃ
な
い
、や
り
方

や
る
気
を
育
て
る

前
岡
崎
小
学
校
長

石
川
　
昌
文
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お知らせ

▲27年余の伝統を持つ葵中の伊賀川清掃活動

◆
環
境
保
全
関
係
功
労
者
知
事
表
彰

功
労
賞
　
　
　
葵
中
学
校
生
徒
会

◆
Ｆ
Ｂ
Ｃ
県
春
花
壇
中
央
審
査

優
良
賞
　
　
　
上
地
小
学
校

奨
励
賞
　
　
　
根
石
小
学
校

細
川
小
学
校

地
域
花
壇
優
秀
賞上

青
野
町
秋
葉
花
壇

（
六
ッ
美
中
部
小
学
区
）

◆
三
好
カ
ッ
プ
国
際
レ
デ
ィ
ー
ス

カ
ヌ
ー
大
会

・
五
百
Ｍ
カ
ヤ
ッ
ク
ペ
ア

優
勝
　
新
香
山
中
　
藤
嶋
　
　
紋

鈴
木
　
理
恵

・
五
百
Ｍ
カ
ヤ
ッ
ク
シ
ン
グ
ル

準
優
勝

新
香
山
中
　
山
下
真
衣
香

・
二
百
Ｍ
カ
ヤ
ッ
ク
ペ
ア

準
優
勝

新
香
山
中
　
本
村
　
　
綾

宮
崎
　
由
美

◆
松
下
視
聴
覚
教
育
財
団

視
聴
覚
教
育
研
究
助
成
校
決
定

・
テ
ー
マ
研
究
　
　
山
中
小
学
校

・
一
般
研
究
　
　
　
六
ッ
美
西
部
小
学
校

竜
南
中
学
校

eeeeeeeeeeeeee◆第44回岡崎市中学校総合体育大会の記録eeeeeeeeeeeeee

●種目別競技 ●陸上競技（個人・１位のみ） ★大会新記録

種　　目 性 優　勝 ２　位 ３　位

陸 上 競 技
男 竜　南 東　海 矢　作
女 六ッ美 東　海 矢作北

バスケットボール
男 城　北 竜　海 竜　南 葵
女 竜　海 竜　南 南 岩　津

バレーボール
男 矢作北 竜　南 北 竜　海
女 矢作北 北 甲　山 岩　津

ソフトテニス
男 河　合 福　岡 甲　山 城　北
女 矢　作 常　磐 竜　海 城　北

卓　　　　球
男 六ッ美北 東　海 矢　作 河　合
女 矢　作 竜　海 六ッ美 美　川

体　　　　操
男 竜　海 甲　山
女 東　海 南 矢作北

新 体 操 女 甲　山 東　海 矢　作

剣　　　　道
男 矢　作 甲　山 城　北 竜　南
女 六ッ美北 南 甲　山 北

ハンドボール
男 葵 竜　南 美　川
女 竜　南 美　川 葵 六ッ美北

軟 式 野 球 男 竜　南 甲　山 葵 東　海
ソフトボール 女 矢作北 南 甲　山 矢　作

柔　　　　道
男 甲　山 六ッ美北 矢　作 北
女 甲　山 竜　南 矢　作

サ ッ カ ー 男 竜　南 北 新香山 南

性 種　　目 氏　　名 校　名 記　録
１年 100ｍ 安　藤　誠　哉 矢作北 13″1

100ｍ 酒井　シェリコ 美　川 11″6
200ｍ 菅　沼　泰　行 東　海 24″6
400ｍ 青　木　佑　介 福　岡 54″8

男 800ｍ 田　島　正　人 城　北 2′09″6
１年 1500ｍ 藤　田　　　翔 北 5′02″5
２年 1500ｍ 丸　尾　祐　矢 岩　津 4′31″8

3000ｍ 伊　藤　正　人 竜　海 9′20″1
110ｍＨ 福　尾　直　也 東　海 17″5

子 800ｍＲ 羽根田・嶋田・酒向・佐藤 竜　南 1′38″7
低 400ｍＲ 早川・武田・太田・岡本 東　海 51″0

走　　幅　　跳 嶋　田　真之介 竜　南 6ｍ31
走　　高　　跳 畔　柳　宏　幸 東　海 1ｍ70
砲　　丸　　投 土　屋　武　尊 矢作北 11ｍ62
棒　　高　　跳 酒　向　俊　光 竜　南 3ｍ20
１年 100ｍ 太　田　紗　貴 福　岡 14″7

100ｍ 藤　田　桃　子 北 13″5
200ｍ 清　水　まり子 六ッ美 28″5

女 800ｍ 志　賀　　　瞳 竜　南 2′29″3
1500ｍ 杉　浦　恵　子 矢　作 5′06″5

100ｍＨ 岩　切　啓　子 矢　作 16″5
400ｍＲ 鈴木・三好・市川・鷹巣 南 52″0

子 400ｍＲ 室井・大沼・小城・水野 東　海 56″0
走　　幅　　跳 塚　田　沙　織 六ッ美 4ｍ85
走　　高　　跳 山　本　佳　奈 福　岡 1ｍ45
砲　　丸　　投 鈴　木　美　織 東　海 10ｍ05

性 種　目 氏　　名 校　名
個人総合 安　藤　広　樹 竜　海

男 床 運 動 安　藤　広　樹 竜　海
子 鉄　　棒 安　藤　広　樹 竜　海

跳　　箱 安　藤　広　樹 竜　海
個人総合 鈴　木　あゆ美 竜　海

女 床 運 動 鈴　木　あゆ美 竜　海
子 平 均 台 鈴　木　あゆ美 竜　海

跳　　箱 畔　柳　未　来 南

性 階　級 氏　　名 校　名
軽 量 級 大須賀　　　玄 甲　山

男 軽中量級 太　田　敬　介 竜　南
子 中 量 級 濱　田　朗　任 矢　作

重 量 級 安　達　裕　喜 六ッ美北

女
軽 量 級 寺　本　弥　生 矢　作

子
軽中量級 森　　　沙弥香 六ッ美北
中 量 級 戸　澤　　　綾 甲　山

●体操競技
（個人・１位のみ）

●柔道
（個人・１位のみ）
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完全給食実施
（昭和29年）

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

梅

園

小

山
　
本
　
健
　
治

十
二
月
十
一
日
が
学
校
給
食
記
念
日
で
あ
る
。

学
校
給
食
の
歴
史
は
古
く
、
愛
知
県
で
は
昭

和
初
期
か
ら
の
記
録
が
あ
る
。
戦
前
、
戦
中
、

戦
後
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
昭
和
二
十
九
年
六

月
三
日
に
学
校
給
食
法
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。

現
在
の
学
校
給
食
は
子
供
の
正
常
な
発
育
に

欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
栄
養
価
が
き
ち
ん
と

考
え
ら
れ
、
し
か
も
安
価
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
献
立
で
子
供
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

常
磐
小
学
校
で
は
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
十

四
日
に
健
康
教
育
の
一
環
と
し
て
学
校
給
食
が

始
め
ら
れ
た
。
当
時
は
週
三
回
（
月
・
水
・
金
）

の
実
施
で
あ
っ
た
。
一
食
十
五
円
、
月
に
十
二

回
と
し
て
約
百
八
十
円
の
給
食
費
で
あ
っ
た
。

写
真
は
、
当
番
の
子
供
た
ち
が
三
角
巾
を
し

て
素
足
で
給
食
室
か
ら
運
ん
で
く
る
様
子
を
写

し
て
い
る
。

写真提供　常磐小写真提供　常磐小 写真提供　常磐小 

＊ぼんくら 宮部みゆき
講談社 ￥1800

＊英語屋さん 浦出　善文
集英社 ￥660

＊教師をめざす若者たち 大橋　　功
プレジデント社 ￥1500

＊社会的ひきこもり 斎藤　　環
ＰＨＰ新書 ￥690

＊小町・中町　浮世をゆく 田辺　聖子
実業之日本社 ￥1600

大阪生まれの筆者は，巧みな関西弁で読
者を楽しませてくれる本を多く出している。
今回もおせいさん節で，浮世のさまざまな
よしなしごとをテンポよく綴っている。
熊八老，与太郎中年，中町（ちゅうまち）

という晩酌仲間と小町（筆者）との談論が
楽しく展開されており，綴り方が，「徒然
草」だったり，「今昔物語」だったりと，
読み手を一層ひきつけている。70歳を過ぎ
ても，小説家として真の物事を見つめる目
の確実さ，ますますの語彙力の豊富さに感
心する。

市
制
施
行
八
十
四
周
年
。
岡
崎
市
誕

生
秘
話
を
求
め
て
、
岡
崎
市
史
・
岡
崎

市
議
会
史
・
市
勢
要
覧
な
ど
普
段
あ
ま
り
手
に

と
ら
な
い
よ
う
な
文
献
を
繰
る
。
市
制
を
求
め

る
当
時
の
市
民
の
熱
き
思
い
・
市
の
歴
史
・
市

の
シ
ン
ボ
ル
な
ど
、
こ
れ
ら
を
子
供
た
ち
に
少

し
で
も
話
し
て
あ
げ
た
い
。

朝
雨
に
傘
い
ら
ず
と
は
言
う
も
の
の
、
雨
具

が
手
離
せ
な
い
こ
の
季
節
。
生
徒
の
登
下
校
を

見
て
い
る
と
、
カ
ラ
フ
ル
な
傘
が
花
盛
り
。
通

学
路
が
花
畑
の
よ
う
だ
。
そ
の
反
面
、
学
校
に

忘
れ
去
ら
れ
た
傘
が
蕾

つ
ぼ
み

の
ま
ま
枯
れ
て
ゆ
く
よ

う
で
寂
し
い
。
持
ち
主
が
現
れ
る
ま
で

夏
の
太
陽
に
待
っ
て
も
ら
お
う
。

寸
暇
を
惜
し
ん
で
仕
事
に
没
頭
。
岡

崎
拘
置
支
所
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
関

わ
ら
れ
た
土
岐
さ
ん
。
二
階
に
あ
る
部
屋
に
通

さ
れ
る
と
、
今
ま
で
に
集
め
た
宝
物
が
所
狭
し

と
並
ん
で
い
た
。

「
囚
人
に
服
装
を
正
す
と
き
は
教
官
も
」
の

言
葉
に
我
が
身
を
確
か
め
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。

温
度
計
の
目
盛
り
が
ぐ
ん
ぐ
ん
と
上
が
る
。

い
よ
い
よ
夏
本
番
。
今
年
も
水
泳
の
季
節
が
や

っ
て
き
た
。
水
遊
び
を
す
る
ち
び
っ
子
た
ち
の

目
は
輝
き
、
無
心
に
は
し
ゃ
ぐ
姿
は
愛
ら
し
い
。

真
夏
の
日
差
し
を
受
け
、
子
供
た
ち
の
顔
は

日
焼
け
を
し
て
、
日
に
日
に
た
く
ま
し

さ
を
増
し
て
ゆ
く
。


