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日
本
が
最
先
端
の
科
学
研
究
施
設
を
建
設

運
用
し
、
そ
れ
に
よ
り
日
本
発
の
宇
宙
に

つ
い
て
の
新
し
い
知
見
を
も
た
ら
し
続
け

て
い
く
こ
と
は
、
人
々
、
特
に
若
い
世
代

が
、
科
学
へ
の
関
心
の
み
な
ら
ず
誇
り
や

自
信
を
持
つ
こ
と
に
繋
が
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
日
本
の
科
学
と
技
術
の
素
晴
ら
し

い
実
績
を
活
か
し
、
さ
ら
な
る
発
展
の
た

め
、
若
い
皆
さ
ん
に
は
勇
気
を
も
っ
て
進

ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
つ
ね
た　

さ
く
）

宇 宙 と 私

自然科学研究機構
国立天文台台長　常田　佐久　氏

教
育
随
想

 

「
ど
う
し
て
天
文
学
者
に
な
っ
た
の
で
す

か
？
」
と
時
々
聞
か
れ
、
子
供
の
頃
、
小

さ
い
望
遠
鏡
で
、
月
や
惑
星
を
見
て
い
た

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。「
宇
宙
は
ど

の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
？
」
な
ど
、
宇

宙
に
物
理
学
的
な
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し

た
が
、「
知
的
生
命
体
を
宿
し
て
い
る
の

は
地
球
だ
け
な
の
か
？
人
類
が
住
む
太
陽

系
は
大
宇
宙
の
中
で
特
別
な
存
在
な
の

か
？
」
と
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
考
え
て
い

ま
し
た
。

 

「
人
間
と
は
何
か
？
」、「
我
々
は
な
ぜ
こ

こ
に
い
る
の
か
？
」、「
自
分
た
ち
は
何
者

で
あ
る
か
？
」
は
哲
学
者
の
課
題
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
天
文
学
も
同
じ
問
題
意
識

を
持
つ
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。現
在
、

天
文
学
の
最
前
線
で
は
地
球
外
生
命
の
探

査
が
大
き
な
目
標
と
な
っ
て
お
り
、
日
本

を
始
め
各
国
は
、
先
端
技
術
の
粋
を
集
め

た
大
型
望
遠
鏡
や
太
陽
系
探
査
機
を
競
っ

て
開
発
し
て
い
ま
す
。
国
立
天
文
台
の
す

ば
る
望
遠
鏡
・
ア
ル
マ
望
遠
鏡
も
、
太
陽

系
外
の
惑
星
や
生
命
素
材
物
質
の
研
究

で
、
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
大
学
院
に
入
学
し
た
一
九
八
四
年

は
、
ま
だ
日
本
に
世
界
と
戦
え
る
大
き
な

観
測
装
置
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は

人
工
衛
星
を
使
っ
て
太
陽
の
研
究
を
し
て

き
ま
し
た
が
、
自
分
で
開
発
し
た
観
測
装

置
を
搭
載
し
、
新
し
い
こ
と
を
見
つ
け
た

い
と
の
思
い
が
強
く
、
観
測
装
置
を
自
ら

開
発
し
そ
れ
を
使
っ
て
研
究
す
る
事
を
、

四
十
年
に
渡
っ
て
積
み
重
ね
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
仲
間
を
増
や
す
た
め
、
早
く

か
ら
国
際
的
な
協
力
関
係
の
構
築
に
取
り

組
み
ま
し
た
。
私
だ
け
で
な
く
同
世
代
の

日
本
の
研
究
者
の
多
く
が
、
こ
の
よ
う
な

姿
勢
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
積
み
重
ね
と
日
本
の
高
い
レ
ベ
ル

の
産
業
の
急
速
な
発
展
、
世
界
と
の
競
争

の
中
で
も
国
際
協
力
を
重
視
し
て
き
た
こ

と
に
よ
り
、
現
在
、
我
が
国
の
天
文
観
測

施
設
は
世
界
の
最
先
端
に
位
置
し
、
す
ば

ら
し
い
観
測
デ
ー
タ
が
た
く
さ
ん
出
て
い

ま
す
。

　

最
近
、
科
学
研
究
や
先
端
技
術
の
開
発

を
志
す
研
究
者
・
技
術
者
が
減
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
、
危
機
感
が
あ
り
ま
す
。
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自
ら
考
え
、
自
立
し
た
子
供
を
育
て
る

　

愛
知
産
業
大
学 

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
部

顧
問　

新
海　

輝
夫 

氏　

　

ロ
ン
ド
ン
、リ
オ
五
輪
で
、ア
ー
チ
ェ

リ
ー
日
本
選
手
団
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
活
躍
し
た
。
特
に
ロ
ン
ド
ン
五

輪
で
は
、
小
林
美
貴
（
旧
姓　

蟹
江
）

さ
ん
ら
が
女
子
団
体
で
銅
メ
ダ
ル
を
獲

得
す
る
な
ど
、
日
本
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
界

初
の
快
挙
へ
と
導
い
た
。
現
在
は
愛
知

産
業
大
学
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
部
顧
問
と
し

て
後
進
の
育
成
に
力
を
注
い
で
い
る
。

―
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
指
導
者
に
な
っ
た

い
き
さ
つ
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
―

　

大
学
で
も
、
そ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
剣

道
部
へ
入
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
、

下
宿
先
が
決
ま
ら
ず
困
り
果
て
た
私
は
、

合
宿
所
に
空
き
部
屋
の
あ
っ
た
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
部
へ
の
入
部
を
決
意
し
た
の
で
す
。

不
思
議
な
縁
に
導
か
れ
る
よ
う
に
始
め
た

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
で
し
た
が
、
仲
間
と
共
に

日
夜
練
習
に
励
み
、
実
力
者
た
ち
と
肩
を

並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。厳
し
く
も
充
実
し
た
四
年
間
で
し
た
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
県
内
の
私
立
高
校
で

教
鞭
を
取
り
な
が
ら
、
剣
道
部
の
顧
問
を

し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
剣
道
競
技
者

と
し
て
の
技
術
不
足
か
ら
満
足
の
い
く
指

導
が
で
き
ず
、
生
徒
の
力
を
伸
ば
し
き
れ

な
い
こ
と
に
焦
り
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

数
年
後
、
愛
知
で
の
国
民
体
育
大
会
開
催

が
決
定
し
、
県
の
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
指
導

者
と
し
て
私
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま
し

た
。「
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
な
ら
ば
、
自
信
を

も
っ
て
技
術
面
の
指
導
が
で
き
る
。
転
向

し
た
方
が
自
分
の
力
を
生
か
せ
る
か
も
し

れ
な
い
」
と
考
え
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
指

導
者
と
な
る
こ
と
を
決
心
し
ま
し
た
。

―
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
指
導
者
と
し
て
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
―

　

生
徒
へ
の
言
葉
か
け
で
す
。
そ
の
と
き

の
そ
の
子
に
合
っ
た
言
葉
を
慎
重
に
選
び

ま
す
。
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
は
、
同
じ
形
を
正

確
に
繰
り
返
す
再
現
性
が
求
め
ら
れ
、
強

い
忍
耐
力
や
精
神
力
が
必
要
で
す
。
そ
の

た
め
、
生
徒
自
身
が
自
信
を
も
っ
て
プ

レ
ー
で
き
る
よ
う
に
、「
大
丈
夫
」
と
声

を
か
け
続
け
ま
す
。
本
人
を
否
定
す
る
よ

う
な
言
葉
は
決
し
て
使
い
ま
せ
ん
。
軌
道

修
正
が
必
要
な
場
合
も
、
生
徒
な
り
の
理

屈
と
指
導
者
の
理
屈
を
つ
き
合
わ
せ
、
生

徒
自
身
が
納
得
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
選
択
す

る
と
い
う
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
調
子
が
上
が
ら
な
い
た
め
部
活

を
休
ん
で
い
る
生
徒
が
い
た
ら
、
休
む
こ

と
が
自
分
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
か
を
考
え
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
で
も
休
む

こ
と
を
選
ん
だ
ら
、「
あ
な
た
が
決
め
た
こ

と
な
ら
ば
、そ
れ
で
い
い
」と
伝
え
ま
す
。

―
監
督
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
チ
ー
ム
を

目
指
し
た
い
で
す
か
―

　

自
分
た
ち
で
考
え
、
運
営
で
き
る
自
立

し
た
チ
ー
ム
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
勝
て
る

の
か
を
自
ら
考
え
る
習
慣
が
身
に
付
け

ば
、
自
分
た
ち
の
力
で
勝
利
を
得
よ
う
と

す
る
チ
ー
ム
に
育
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
い
か
に
競
技
に
夢
中

に
さ
せ
、
自
主
性
を
育
て
る
か
が
鍵
と
な

り
ま
す
。
例
え
ば
目
標
点
を
達
成
さ
せ
た

い
と
き
に
は
、「
目
標
点
を
越
え
よ
う
」
で

は
な
く
て
、「
目
標
プ
ラ
ス
三
十
点
を
狙
う

と
い
い
よ
」と
声
を
か
け
ま
す
。
さ
ら
に
、

「
そ
の
た
め
に
は
、
十
射
の
う
ち
六
射
を

赤
い
的
に
入
れ
る
と
達
成
す
る
よ
」
と
、

目
標
を
具
体
的
に
し
て
い
き
ま
す
。
で
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
を
、
生
徒
が
自
ら

考
え
始
め
た
ら
し
め
た
も
の
で
す
。

―
最
後
に
、
岡
崎
市
の
教
員
へ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
―

　

基
礎
基
本
を
き
ち
ん
と
指
導
し
、
そ
れ

以
上
は
教
え
す
ぎ
な
い
こ
と
が
重
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
何
も
教
え

な
く
て
も
練
習
中
は
子
供
と
一
緒
に
い
る

よ
う
に
し
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
子
供

の
姿
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
子
供
に
寄
り

添
い
、
よ
く
観
察
し
、
適
切
な
言
葉
か
け

を
す
る
。
そ
れ
が
、
自
ら
考
え
、
自
立
し

た
子
供
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ

と
信
じ
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
チ
ー
ム
学
習
を
位
置
付
け
る

　
　

学
習
情
報
指
導
員　

河
合　

泰
宏

　

中
学
三
年
国
語
科
、
題
材
「
誰
か
の
代

わ
り
に
」
の
読
み
取
り
の
授
業
。
学
習
課

題
「
筆
者
の
い
う
『
強
さ
』
と
は
何
だ
ろ

う
」
の
も
と
、
主
体
的
に
学
ぶ
生
徒
の
姿

が
あ
っ
た
。
Ａ
教
諭
が
全
体
の
場
で
話
を

し
た
の
は
、
わ
ず
か
五
分
。
多
く
の
時
間

は
一
人
一
人
の
生
徒
が
考
え
た
上
で
練
り

合
い
、
記
述
す
る
時
間
で
あ
っ
た
。
本
時

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
二
つ
。

　

一
つ
目
は
、
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
の
協
働
ア
プ
リ

コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
Ｅ
Ｘ
を
使
い
、
生
徒
の
思

考
の
整
理
を
効
果
的
に
支
援
し
た
こ
と
で

あ
る
。
前
時
で
生
徒
た
ち
は
、
筆
者
の
い

う
「
強
さ
」
に
関
連
す
る
部
分
を
本
文
か

ら
抜
き
出
し
、
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
Ｅ
Ｘ
内
の

付
箋
に
書
き
出
し
た
。
生
徒
た
ち
が
見
つ

け
た
言
葉
は
二
百
以
上
。
Ａ
教
諭
は
、
散

在
す
る
言
葉
を
い
く
つ
か
の
視
点
で
く
く

り
、
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
内
の
思
考
ツ
ー
ル

「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ン
図
」
に
示
し
全
体

共
有
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
視
点
ご
と
に

色
分
け
さ
れ
示
さ
れ
た
付
箋
の
言
葉
を
読

氏　

名

　
し
ん
か
い　

て
る
お

生
年
月
日

　

一
九
五
六
年

　

十
月
二
十
七
日

ふるさとシリーズ ― この人に聞く ―／羅針盤
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に
も
、「
だ
い
ぶ
元
気
に
な
り
ま
し
た
」

と
答
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
折
、
授
業

中
に
、
私
が
教
室
を
の
ぞ
い
て
Ａ
を
見
つ

け
、
私
の
視
線
に
Ａ
が
気
付
く
と
、
目
を

一
回
り
大
き
く
し
て
み
た
り
、
鉛
筆
を
上

に
突
き
上
げ
て
見
せ
た
り
し
た
。
教
室
を

通
過
す
る
ほ
ん
の
数
秒
間
に
交
わ
さ
れ
る

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
は
、
私
達
が
心
の
交
流

を
続
け
る
大
事
な
ツ
ー
ル
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
Ａ
が
来
室
し
た
時
に
は
、
教
室

ま
で
肩
を
並
べ
て
歩
く
よ
う
に
し
た
。
同

じ
歩
調
で
歩
く
と
、
保
健
室
で
は
話
さ
な

か
っ
た
別
の
困
り
事
を
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
肩

越
し
に
話
し
出
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

痛
み
の
手
当
て
は
、
体
の
傷
を
手
当
て

す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
訴
え
の
元
と

な
る
「
痛
み
」
は
何
か
。
Ａ
の
痛
み
の
要

因
で
あ
る
信
頼
で
き
る
人
が
い
な
い
寂
し

さ
に
気
付
き
、
Ａ
に
寄
り
添
う
こ
と
で
心

の
「
手
当
て
」
を
し
た
。
Ａ
と
の
経
験
を

生
か
し
、今
後
も
様
々
な
痛
み
に
気
付
き
、

寄
り
添
う
時
間
を
大
切
に
し
た
い
。

痛
み
の
手
当
て

　
　
　

大
樹
寺
小
学
校

養
護
教
諭　

宮
川　

裕
美　

　

保
健
室
に
は
毎
日
、
様
々
な
心
の
声
を

秘
め
た
子
供
た
ち
が
、
体
調
不
良
と
い
う

訴
え
に
形
を
変
え
て
来
室
し
て
く
る
。

　

欠
席
が
増
え
て
き
た
Ａ
は
、
登
校
す
る

と
い
つ
も
「
も
う
無
理
」
と
お
腹
を
押
さ

え
て
腹
痛
を
訴
え
、「
家
で
休
み
た
い
」

と
帰
り
た
が
っ
た
。
何
度
か
早
退
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
担
任
と
相
談
し
、
じ
っ

く
り
保
健
室
で
話
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。

　

Ａ
は
、
毎
日
夜
中
ま
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
使
い
、
欠
席
や
早
退
の
日
は
日
中
も

ス
マ
ホ
漬
け
だ
っ
た
。
だ
ん
だ
ん
ネ
ッ
ト

上
の
友
達
と
の
や
り
取
り
が
多
く
な
っ
て

い
た
。
そ
ん
な
と
き
、
自
分
の
ス
マ
ホ
で

う
つ
病
チ
ェ
ッ
ク
を
や
っ
て
み
た
と
こ

ろ
、
自
分
が
全
て
の
項
目
に
該
当
す
る
こ

と
を
知
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
た
。

 

「
病
院
に
行
か
な
い
と
治
ら
な
い
、
ど
う

し
よ
う
。」

　

泣
き
出
し
た
Ａ
の
背
中
を
さ
す
っ
た
。

デ
ジ
タ
ル
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
、
傍
に
居

る
人
の
温
か
さ
を
感
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
、
二
人
と
も
無
言
だ
っ
た
。

お
互
い
、
手
と
背
中
の
温
か
さ
だ
け
を
感

じ
、言
葉
は
必
要
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

心
の
痛
み
の
一
つ
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
の
時
間
が
、
Ａ
と
の
距
離
を
縮

め
た
。
そ
の
後
、
母
親
へ
の
思
い
や
勉
強

に
つ
い
て
、
う
ま
く
い
か
な
い
苦
し
さ
を

話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。し
か
し
、

ス
マ
ホ
依
存
と
長
期
欠
席
傾
向
は
な
か
な

か
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

Ａ
の
欠
席
が
続
い
た
た
め
、
担
任
と
二

人
で
家
庭
訪
問
を
し
た
。
困
っ
て
い
る
と

き
、
自
分
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
人
が
い

る
こ
と
を
分
か
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
玄
関

の
外
で
父
親
が
快
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

 

「
会
え
て
よ
か
っ
た
。」

　

Ａ
の
顔
を
見
て
思
わ
ず
口
に
出
た
私
の

第
一
声
に
、Ａ
は
安
心
し
た
表
情
を
見
せ
、

 

「
私
も
会
え
て
よ
か
っ
た
で
す
。」

と
つ
ぶ
や
い
た
。教
師
や
家
族
に
囲
ま
れ
、

照
れ
く
さ
さ
と
う
れ
し
さ
で
頬
を
染
め
な

が
ら
、
担
任
と
私
の
話
に
、
一
つ
一
つ
丁

寧
に
「
は
い
」
と
う
な
ず
く
Ａ
だ
っ
た
。

　

家
庭
訪
問
を
き
っ
か
け
に
、
毎
日
登
校

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
担
任
の
声
掛
け

み
、
本
文
へ
立
ち
返
っ
て
は
、
ど
こ
に
書

か
れ
て
い
る
の
か
確
か
め
た
。
付
箋
は
自

由
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
徒

Ｂ
は
、
い
く
つ
か
の
付
箋
を
選
び
出
し
、

移
動
さ
せ
た
り
、
矢
印
を
記
入
し
た
り
し

て
、
考
え
を
整
理
し
始
め
た
。
Ｂ
は
、「
強

さ
」
と
「
支
え
合
い
」
を
矢
印
で
結
ん
だ
。

そ
し
て
、「
支
え
合
い
」
に
関
連
す
る
い

く
つ
か
の
付
箋
の
言
葉
を
本
文
で
確
か
め

な
が
ら
考
え
る
う
ち「
支
え
ら
れ
た
人
は
、

受
け
身
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
記
述

し
た
。

　

二
つ
目
は
、
チ
ー
ム
学
習
に
よ
る
、
考

え
の
深
め
合
い
で
あ
る
。
チ
ー
ム
メ
イ
ト

の
Ｃ
は
、「
な
ぜ
支
え
ら
れ
た
人
は
、
受

け
身
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
Ｂ

に
聞
い
た
。
Ｂ
は
、
そ
の
根
拠
を
探
そ
う

と
付
箋
や
本
文
を
読
み
返
し
、「
し
て
も

ら
う
ば
か
り
の
『
受
け
身
』
じ
ゃ
な
く
、

互
い
に
自
立
す
る
こ
と
で
、『
責
任
』
を

負
う
の
が
支
え
合
い
。
筆
者
の
い
う
『
強

さ
』
は
み
ん
な
が
誰
か
の
代
わ
り
に
な
る

つ
も
り
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
」
と
語
っ

た
。
チ
ー
ム
学
習
で
仲
間
の
問
い
返
し
に

よ
り
、
さ
ら
に
考
え
を
深
め
る
Ｂ
の
姿
が

あ
っ
た
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
よ
さ
は
、「
思
考
の
視
覚
化
」

「
瞬
時
の
共
有
化
」「
試
行
の
繰
り
返
し
」

に
あ
る
。
そ
し
て
、
チ
ー
ム
学
習
に
よ
る

協
働
的
な
学
び
の
場
が
「
思
考
の
深
化
」

を
促
す
。ど
ち
ら
も
そ
の
よ
さ
を
生
か
し
、

授
業
に
位
置
付
け
た
い
。

ふれあい
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▲精巧に整えられた本丸大手口石垣（不詳）  曲線状の土塁が続く清海堀石垣（１５９０年頃 

▲念仏堂にあったと伝わる謁播神社神門
（東阿知波町）

▲北門（二ノ門）として伝わる宿縁寺山門
（西尾市西浅井町）

▲北曲輪東端にあったと伝わる民家の門

（鍛埜町）

▲自然石を積んだ本丸脇多門櫓台石垣（１５９０年頃）

▲旧岡崎城天守閣 明治５年 南東から撮影 左：月見櫓 中央：天守 右：井戸櫓と辰巳櫓
（「岡崎城跡整備基本計画-平成２８年度改訂版-」より） 

▲日本最長の菅生川端石垣（１６４４年完成 全長４００ｍ）

▲岡崎城絵図（江戸時代後期）
「岡崎城石垣めぐり」より転載：一部加筆 (岡崎市美術博物館蔵)▲高麗門と伝わる善立寺山門

（祐金町）
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二の丸二の丸

白山曲輪白山曲輪

稗田曲輪稗田曲輪

菅生曲輪菅生曲輪隠居曲輪隠居曲輪
持仏堂曲輪持仏堂曲輪

本丸本丸

②風呂谷曲輪②風呂谷曲輪

④菅生川端石垣

④菅生川端石垣

かじ　の

あつ　わ

ぜんりゅう

すご　う　かわばた おお　て　ぐち わきたもんやぐらだい せいかいぼり

しゅくえん

　
家
康
公
が
生
ま
れ
た
岡
崎
城
は
、
明
治
六
年
の
廃
城
令
に

よ
り
、
天
守
を
含
む
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
た
。こ
の
よ
う
に
、

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
岡
崎
城
下
町
は
変
化
を
続
け
た
。
し

か
し
、
今
で
も
当
時
の
姿
を
残
し
て
い
る
堀
や
石
垣
、
移
築
建

造
物
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
岡
崎
城
の
石
垣
は
、
時
代
ご
と
に
異
な
る
多
様
な
積
み
方

が
さ
れ
て
い
る
。
石
材
加
工
や
積
む
技
術
の
変
遷
が
、
一
つ
の

城
で
分
か
る
の
は
稀
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
古
い
時
代
の
土
塁

と
石
垣
が
、
曲
線
状
に
続
く
清
海
堀
石
垣
。
自
然
石
の
隙
間

に
、
間
詰
石
が
多
く
詰
め
ら
れ
た
本
丸
脇
多
門
櫓
台
石
垣
。

精
巧
に
整
え
ら
れ
た
石
材
が
、
隙
間
な
く
積
み
上
げ
ら
れ
た

本
丸
大
手
口
石
垣
。
そ
し
て
、
総
高
五
・
四
メ
ー
ト
ル
、
全
長

四
○
○
メ
ー
ト
ル
の
菅
生
川
端
石
垣
は
、
日
本
最
長
で
あ
る
。

岡
崎
城
の
石
垣
は
、
岡
崎
市
に
よ
り
発
掘
調
査
が
進
み
、
整

備
・
修
復
さ
れ
、
技
術
の
継
承
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
旧
岡
崎
城
か
ら
移
築
さ
れ
た
建
造
物
に
も
注
目
し

た
い
。
廃
城
令
に
よ
る
取
り
壊
し
で
、
城
門
な
ど
が
様
々
な
と

こ
ろ
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
結
果
、
岡
崎
空
襲
に
よ
る
消
失
を

免
れ
た
。
鍛
埜
町
の
民
家
の
門
は
、
北
曲
輪
と
二
の
丸
を
つ
な

ぐ
廊
下
橋
の
北
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
宿
縁
寺
山
門
は
、
北
門

（
二
ノ
門
）、
謁
播
神
社
神
門
は
、
念
仏
堂
の
赤
門
を
移
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
善
立
寺
山
門
も
、
旧
岡
崎
城
か
ら
移

築
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
城
門
は
今
も
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
岡
崎
に
は
、
他
に
も
、
数
多
く
の
史
跡
が
残
る
。
そ
れ
ら
に

興
味
を
も
ち
、
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
と
現
在
が
つ
な
が

り
、
往
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
、
貴
重
な
共
有

財
産
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
魅
力
あ
る
岡
崎
の
文
化
財
を
守
り
、

未
来
を
創
る
子
供
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い
。

▲②自然石を積んだ本丸脇多門櫓台石垣（１５９０年頃）

▲旧岡崎城天守閣　明治５年 南東から撮影 左：月見櫓　中央：天守　右：井戸櫓と辰巳櫓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「岡崎城跡整備基本計画-平成２８年度改訂版-」より）

▲北門（二ノ門）として伝わる宿縁寺山門
（西尾市西浅井町）

▲念仏堂にあったと伝わる謁播神社神門
（東阿知波町）

▲高麗門と伝わる善立寺山門
（祐金町）

▲④日本最長の菅生川端石垣（１６４４年完成　全長４００ｍ） ▲③精巧に整えられた本丸大手口石垣（不詳）

▲岡崎城絵図（江戸時代後期）
「岡崎城石垣めぐり」より転載：一部加筆　(岡崎市美術博物館蔵)

▲⑤北曲輪東端にあったと伝わる民家の門

（鍛埜町）

▲①曲線状の土塁が続く清海堀石垣（１５９０年頃　高さ9.5m）
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▲④日本最長の菅生川端石垣（１６４４年完成　全長４００ｍ） ▲③精巧に整えられた本丸大手口石垣（不詳）

▲岡崎城絵図（江戸時代後期）
「岡崎城石垣めぐり」より転載：一部加筆　(岡崎市美術博物館蔵)

▲⑤北曲輪東端にあったと伝わる民家の門

（鍛埜町）

▲①曲線状の土塁が続く清海堀石垣（１５９０年頃　高さ9.5m）



（6）

7 月号

【対象】全教職員　　【相談内容】・勤務のこと・家庭のこと・心や体のこと　等
番号 相談窓口 電話番号 相談受付日時

1 岡崎市教職員相談ダイヤル 0564-64-3322 火曜日～金曜日　12:00 ～ 19:00
土曜日　　　　　12:00 ～ 16:30

2 岡崎市こころのホットライン 0564-64-7830 月曜日～金曜日　13:00 ～ 20:00
3 愛知県総合教育センター教育相談 0561-38-2217 月曜日～金曜日　 9:00 ～ 16:00
4 あいちこころのホットライン 365 052-951-2881 年中無休　9:00 ～ 16:30
5 名古屋いのちの電話 052-931-4343 年中無休　24 時間

教職員の相談窓口

お知らせ

▲火おこし体験

●
教
育
最
新
情
報

【
教
員
免
許
状
の
扱
い
】

　

令
和
四
年
七
月
一
日
を
も
っ
て

教
員
免
許
更
新
制
が
解
消
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
岡
崎
市
の
教
員
免

許
状
更
新
講
習
が
廃
止
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
教
師
力
・
授
業
力
ア
ッ

プ
セ
ミ
ナ
ー（
基
礎
編
）（
応
用
編
）

に
つ
い
て
は
、
形
を
変
え
つ
つ
教

員
の
研
修
の
機
会
と
し
て
今
後
も

行
う
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
教
員
免
許
の
扱
い
に
つ

い
て
は
、次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
。

　

免
許
更
新
制
導
入
前
と
な
る
平

成
二
十
一
年
度
以
前
の
旧
免
許
状

を
持
つ
人
で
、
教
員
を
し
て
い
な

い
、い
わ
ゆ
る「
ペ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー

チ
ャ
ー
」
の
休
眠
状
態
の
教
員
免

許
状
は
、
手
続
き
な
く
有
効
期
限

の
な
い
免
許
状
と
な
る
。

　

ま
た
、
新
旧
の
免
許
状
を
問
わ

ず
、
既
に
失
効
し
て
い
る
人
は
、

都
道
府
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る

再
授
与
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と

で
有
効
期
限
の
な
い
免
許
状
と

な
る
。

●
少
年
自
然
の
家
だ
よ
り

自
然
の
寛
容
性

所
長　

川
口　

厚　

 

「
久
し
ぶ
り
に
、
硬
い
ジ
ャ
ガ
イ

モ
を
食
べ
ま
し
た
。
と
て
も
お
い

し
か
っ
た
で
す
。」

　

退
所
式
で
の
校
長
先
生
の
お
話

で
す
。
こ
の
話
を
受
け
た
子
供
た

ち
は
満
面
の
笑
顔
で
し
た
。
こ
れ

は
山
の
学
習
の
魅
力
を
表
す
代
表

的
な
場
面
で
す
。

　

日
常
の
便
利
な
生
活
か
ら
離
れ

て
、
仲
間
や
先
生
と
不
便
な
活
動

を
し
、
同
じ
思
い
を
共
有
す
る
こ

と
の
喜
び
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま

す
。
不
便
な
こ
と
を
面
白
い
と
思

い
、
失
敗
を
楽
し
さ
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
が
山
の
学
習
だ
と

思
い
ま
す
。

　

少
年
自
然
の
家
の
利
用
目
的

は
、「
自
然
体
験
を
通
じ
て
子
供

た
ち
を
育
て
る
」
こ
と
で
す
。

　

一
、
自
ら
考
え
自
ら
学
ぶ

　

二
、
心
身
を
育
て
る

　

三
、
自
然
の
恩
恵
を
味
わ
う

　

四
、
友
情
と
社
会
性
を
育
む

　

こ
れ
ら
の
育
成
に
向
け
て
、
一

つ
で
も
多
く
の
体
験
を
さ
せ
た
い

も
の
で
す
。
特
に
、
子
供
自
身
が

考
え
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は

先
生
が
先
回
り
し
過
ぎ
ず
、
失
敗

を
恐
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　

今
年
度
は
岡
崎
市
内
の
す
べ
て

の
小
学
校
が
一
泊
二
日
で
山
の
学

習
を
行
う
予
定
で
す
。
少
年
自
然

の
家
で
は
、
シ
ー
ズ
ン
前
か
ら
全

て
の
テ
ン
ト
を
張
り
終
え
て
、
手

作
り
の
モ
ル
ッ
ク
を
準
備
し
て
き

ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
テ
ン

ト
泊
は
ま
だ
で
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
ま
で
の
二
年
間
を
思
え

ば
活
動
内
容
も
ず
い
ぶ
ん
広
が
っ

て
き
ま
し
た
。
宿
泊
が
あ
る
だ
け

で
も
体
験
の
深
み
が
違
い
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
、
キ
ャ
ン
プ
が
注
目

を
浴
び
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
々

の
様
々
な
目
的
に
対
し
て
、
自
然

は
何
も
変
わ
ら
ず
平
等
で
、
い
つ

も
通
り
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
う
し
た
す
べ
て
を
受
け
入

れ
る
自
然
の
寛
容
性
を
生
か
し
た

活
動
に
こ
そ
少
年
自
然
の
家
の
存

在
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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　第66回岡崎市中学校総合体育大会　

団体結果

陸上競技 水泳競技

弓　道

柔　道

新…大会新記録 新…大会新記録

種　　　目 性 優　勝 第 2 位 第 3 位

陸 上 競 技
男子 竜 海 六 美 北 矢 作

女子 竜 海 甲　 山 六 美 北

バスケットボール
男子 北 甲　 山 六 美 北 美　 川

女子 矢 作 北 六 美 北 竜 海 福　 岡

バレーボール
男子 矢 作 六 ツ 美 竜 海 新 香 山

女子 葵 矢 作 北 美 川 東　 海

ソフトテニス
男子 常 磐 城 北 翔 南 河　 合

女子 矢 作 常　 磐 城 北 翔　 南

卓 　 　 球
男子 矢 作 北 竜　 海 岩 津 葵

女子 北 甲　 山 矢 作 六 美 北

剣 　 　 道
男子 翔 南 矢　 作 矢 作 北 甲　 山

女子 甲　 山 葵 矢　 作 福　 岡

性 種　　目 氏　　名 校名 記　録

男　
　
　

子

100m 渡辺　皓大 竜 海 11" 78

200m 鶴田　悠真 美 川 24" 15

400m 川添　　蓮 岩 津 51" 50

800m
大下　蒼生 

和田　宗大

北  

竜 海
2' 09" 45

2年1500m 稲垣　諒也 矢 作 北 4' 34" 59

3年1500m 大原　慶太 翔 南 4' 19" 33

3000m 伊藤　颯汰 矢 作 北 9' 34" 32

110mH 藤田　唯央 福 岡 新 15' 34

4×100mR
渡辺 ・ 小川 

小林 ・ 戸谷
竜 海 45' 84

走 高 跳 宮田　　蓮 岩 津 1m60

棒 高 跳 田中　汰知 六ツ美北 2m70

走 幅 跳 荻野　斗駿 竜 南 5m71

砲 丸 投 松ケ野万利 福 岡 10m21

女　
　
　

子 

100m 弓木野杏純 矢 作 13”67

200m 山口　桃子 六 ツ 美 27" 23

800m 冨澤　茉那 甲 山 新 2' 17" 22

1500m 森田ここ乃 竜 海 5' 09" 61

3000m 渡辺　愛来 六ツ美北 10' 55" 33

100mH 平塚　玲音 東 海 14" 76

4×100mR
浅井 ・ 弓木野 

津田 ・ 梅村
矢 作 52" 52

走 高 跳 南　　紗織 岩 津 1m50

走 幅 跳 近藤　　愛 甲 山 4m67

砲 丸 投 新開　愛純 六ツ美北 11m31

種　目
男　　　子

氏　名 校名 記　録

50m 自由形 栗田連太郎 城 北 25" 62

100m 自由形 林　　利晃 福 岡 55" 53

200m 自由形 安井　陸翔 矢 作 北 2' 07" 28

50m 平泳ぎ 倉橋　吾侑 葵 32" 11

100m 平泳ぎ 岡田　爽良 矢 作 北 1' 10" 19

50m バタフライ 服部　羽恭 六 美 北 28" 15

100m バタフライ 舩越　　健 竜 南 1' 01" 01

50m 背泳ぎ 高木仁知翔 竜 海 31" 16

100m 背泳ぎ 川崎　栞太 福 岡 1' 01" 22

200m 個人メドレー 村松　優作 六 ツ 美 2' 21" 05

4×100mR
舩越・ 柏

小澤・加藤
竜 南 3' 56" 37

4×100m 
メドレーR

舩越・小澤

加藤・ 柏
竜 南 4' 18" 24

氏　　名 校名

男　子 梅村　侑弥 幸 田 北

女　子 山上　美結 幸 田 南

男　　　子 女　　　子

階級 氏　　名 校名 階級 氏　　名 校名

軽 量 級 立野太一郎 矢　 作 軽 量 級 中根茉乙渚 甲　 山

軽中量級 田中　　善 六 美 北 軽中量級 新嘉喜梨音 矢　 作

中 量 級 城　　陽斗 竜　 海 中 量 級 木村　知代 矢 作 北

重 量 級 森山　諒宇 矢　 作

女　　　子

氏　名 校名 記　録

片山　灯夏 北 28" 17

入澤　依永 竜 海 1' 04" 51

中村　心音 矢 作 2' 17" 06

岸原くるみ 城 北 34" 75

内山　朝陽 六 美 北 1' 14" 59

益田陽花梨 矢 作 北 31" 12

秋田　莉実 新 香 山 1' 08" 32

小原みなみ 翔 南 31" 09

鈴木　里桜 南 1' 10" 42

安部　苺花 葵 2' 35" 97

柴田・加藤

 酒部・小早川
甲 山 4' 22" 36

青山・脇田

中村・天野
矢 作 4' 56" 25

種　　　目 性 優　勝 第 2 位 第 3 位

ハンドボール 
（女子はオープン競技）

男子 竜　 南 美　 川

女子 美　 川 高浜市立高浜

軟 式 野 球 

（市総体として市内
中 学 校 の み 表 示）

男子
（女子） 北 新 香 山 岩　 津

ソフトボール 女子 矢 作 北 城　 北 矢　 作

柔 　 　 道
男子 竜　 海 矢　 作

女子 矢　 作

サ ッ カ ー 男子
（女子） 六 美 北 竜　 海 甲　 山 竜　 南

弓　　　　 道 
（オープン競技）

男子 幸田北Ｂ 幸田北Ａ 幸田南Ａ

女子 幸田北Ａ 幸田南Ｂ 幸田北Ｂ

水　　　　 泳
男子 矢　 作 甲　 山 竜　 海

女子 竜　 海 翔　 南 甲　 山
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心に残った一文~~~ ~~~

ホと

ッ

子どもが傷つかないように配慮するのは

逆効果と言わざるを得ない。

▲仲間の声援を受けて
　（矢作北中）

文　月

　「ほめて育てる」が教育界の主流になって
いる。そうすることで、自己肯定感が高まる
と言われているが、実際には、傷つきやすい
子、我慢できない子、頑張れない子が増えて
いるように感じるのは私だけか。ほめるだけ
では不十分なのだ。
　これはレジリエンス（心の回復力）が低いか
らに他ならない。思い通りにならないと、攻
撃的になったり、諦めたり、傷ついたと被害
者意識をもったりするが、一時は落ち込んで
も回復する力を高めなければならない。その
時に大切なことは何かと著者は語る。失敗や
挫折を経験させ、心の免疫力を高め、少しの
ことでは傷つかない「傷つきにくい心」を育
てること。「傷つけない」教育よりも「傷つ
きにくい心を鍛える」教育が大切なのだと。

＊もしも徳川家康が総理大臣になったら 　眞邊　明人
　　サンマーク出版 ￥1,500
＊日本の教育はダメじゃない 小松　　光
　　ちくま書房 ￥820
＊風神雷神（上）（下）  柳　　広司
　　講談社 ￥720
 東海中学校　今枝　武司

＊伸びる子どもは〇〇がすごい 榎本　博明
　　日本経済新聞出版 ￥850

ビオトープ「ビオ竜谷」
（平成14年）
写真提供：竜谷小学校

　

子
供
た
ち
が
、
ビ
オ
ト
ー
プ
「
ビ
オ
竜
谷
」

に
、
カ
ワ
バ
タ
モ
ロ
コ
を
そ
っ
と
放
流
し
た
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
行
っ
た
、
地
域
に
生

息
す
る
絶
滅
危
惧
種
の
保
護
活
動
で
あ
る
。

　

保
護
活
動
に
対
す
る
子
供
の
熱
い
思
い
は
、

地
域
の
人
々
を
動
か
し
た
。
日
常
的
に
活
動
で

き
る
よ
う
に
、ビ
オ
竜
谷
の
設
計
が
な
さ
れ
た
。

地
域
の
人
と
共
に
、
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
で
石
や
泥

を
運
ん
で
池
を
作
り
、
植
樹
を
し
た
。
完
工
ま

で
三
年
の
年
月
を
か
け
た
ビ
オ
ト
ー
プ
は
、
今

も
生
態
系
や
環
境
問
題
を
学
ぶ
貴
重
な
学
び
の

場
と
し
て
、
各
学
年
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
学
校
は
、
子
供
の
願
い
と
地
域

の
人
々
の
思
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
地
域
ぐ

る
み
の
学
校
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

　

本
気
の
夏
が
や
っ
て
き
た
。
ど
ん
な
と
き
で
も

支
え
合
い
、
試
練
を
乗
り
越
え
て
き
た
部
活
動
の

仲
間
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
が
あ
る
。

 

「
さ
あ
、
行
く
ぞ
」
キ
ャ
プ
テ
ン
の
声
が
コ
ー
ト

に
響
き
渡
る
。
一
点
を
見
つ
め
る
瞳
の
奥
に
は
、

決
意
の
こ
も
る
力
強
い
輝
き
が
あ

る
。
熱
い
夏
が
、
今
始
ま
る
。

　

月
見
櫓
か
ら
眺
め
る
景
色
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
積
み
上
げ
ら
れ
て
き

た
岡
崎
の
歴
史
。
現
存
遺
構
は
、
一
つ
一
つ
物
語

を
も
ち
、私
た
ち
に
当
時
の
様
子
を
想
像
さ
せ
る
。

　

歴
史
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
共
有
財
産
を
受

け
継
ぎ
、
大
切
に
し
て
次
世
代
に
伝

え
残
し
て
い
き
た
い
。

　

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の
育
成
に

は
、
寄
り
添
い
、
観
察
し
、
言
葉
か

け
が
大
切
だ
と
新
海
氏
は
言
う
。
選
手
の
自
力
解

決
の
力
を
信
じ
抜
く
、指
導
者
と
し
て
の
哲
学
だ
。

　

教
師
の
役
割
と
は
教
え
る
こ
と
で
あ
る
と
、
つ

い
気
張
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
子
供
の
学
び

を
子
供
に
託
せ
る
闊
達
な
教
育
者
で
あ
り
た
い
。

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

・
カ　

ッ　

ト

東

海

中

近　

藤　

李　

奈


