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さくりん ふれあい祭り

生活科・さくらい学習単元一覧

●１年……

●２年……

●３年……

●４年……

●５年……

●６年……

●さくら組…

がっこう だいすき さくらい だいすき

ぼく わたしの 大すきな さくらい
　ーさくらい たんけんたいー

みんながくらしやすいまち 桜井
　ー桜井学区の福祉を見つめるー
桜井クリーン隊
　ー桜井学区の環境に学ぶー

ぼくらは さくらい 米米クラブ
　ー何より 大切なものを
　　　　　　　　 気づかせてくれたねー
わたしたちがつなぐ 桜井の思い
　ー地域の魅力，地域の思いから
　　　　　　　　 桜井の未来を考えるー
さくらカフェを開こう
　ー桜井学区のお店との交流ー

 

あ
る
雨
の
日
、
歩
道
橋
下
で
、
登
校
の
様
子
を
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。
最
初
の
班
は
、
1
年
生
が
滑
り
落
ち
な
い

よ
う
、
班
長
が
そ
の
手
を
し
っ
か
り
握
っ
て
下
り
て
き
ま

し
た
。
班
長
の
濡
れ
た
肩
に
、
1
年
生
を
守
る
と
い
う
や

さ
し
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。
次
の
班
長
は
一
段
一
段
、
振

り
返
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
下
り
て
き
ま
し
た
。
す
ぐ
後

ろ
に
い
る
1
年
生
が
焦
ら
な
い
よ
う
、
あ
え
て
ゆ
っ
く
り

に
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
最
後
の
班
長
は
、

先
に
下
り
て
階
段
下
で
立
ち
止
ま
っ
て
振
り
向
き
、
1
年

生
に
慌
て
な
い
よ
う
に
と
声
を
か
け
て
い
ま
し
た
。
下
り

方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
1
年
生
を
思
う
班
長
の
心
は
同

じ
で
す
。

　「『
こ
こ
ろ
』
は
だ
れ
に
も
見
え
な
い
け
れ
ど
、『
こ
こ

ろ
づ
か
い
』
は
見
え
る
」。
私
は
「
て
い
ね
い
な
生
き
方

が
育
つ
学
校
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　家
庭
と
地
域
の
教
育
力
を
生
か
す

 
て
い
ね
い
な
生
き
方
を
育
む
た
め
に
、
家
庭
と
地
域
を

は
じ
め
と
す
る
大
人
の
力
を
生
か
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

生
き
生
き
と
「
今
」
を
て
い
ね
い
に
生
き
る
大
人
と
の
か

か
わ
り
の
な
か
で
、
桜
井
っ
子
が
心
豊
か
に
育
つ
こ
と
を

願
っ
た
の
で
す
。

 

3
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
の
高
齢
者
を
元
気
に
し

た
い
と
精
力
的
に
活
動
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
と
の
か
か
わ

り
を
通
し
て
、「
高
齢
者
が
高
齢
者
を
元
気
づ
け
る
」
と

い
う
考
え
方
に
感
化
さ
れ
、「
自
分
た
ち
も
何
か
し
た
い
」

と
動
き
出
し
ま
し
た
。

 

11
月
下
旬
、
5
日
間
に
わ
た
り
、
学
級
ご
と
に
、
思
い

と
工
夫
が
詰
ま
っ
た
『
さ
く
り
ん
　
ふ
れ
あ
い
祭
り
』
を

開
催
し
ま
し
た
。「
こ
の
半
年
、
落
ち
込
ん
で
引
き
こ
も

り
が
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
、
今
日
は
思
い
切
っ
て
参
加
し
て

本
当
に
よ
か
っ
た
。

元
気
を
も
ら
え

た
。」
な
ど
、
お

年
寄
り
の
笑
顔
と

感
謝
の
声
が
子
ど

も
た
ち
の
大
き
な

自
信
と
な
り
ま
し

た
。

　
ま
た
、
6
年
生

の
な
か
に
は
、
新

し
い
風
を
取
り
入

れ
な
が
ら
桜
井
凧

の
伝
統
を
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
活
動
さ
れ
て
い
る
桜

井
凧
保
存
会
の
み
な
さ
ん
に
刺
激
さ
れ
、『
さ
く
り
ん
』

の
大
凧
づ
く
り
に
挑
戦
し
た
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
し
た
。

１
月
に
開
催
さ
れ
た
安
城
凧
あ
げ
大
会
で
は
、
桜
井
の
伝

統
的
な
凧
「
福
助
」
と
並
び
、「
大
谷
翔
平
凧
」
や
「
藤

井
聡
太
凧
」、
そ
し
て
「
さ
く
り
ん
凧
」
が
青
空
に
気
持

ち
よ
く
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。

　家
庭
教
育
の
在
り
方
を
問
い
直
す

　
本
年
度
10
月
か
ら
、
新
し
く
「
ラ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

日
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
が
、
保
護
者
等
と
と

も
に
、
校
外
（
家
庭
や
地
域
）
で
、
体
験
や
探
究
の
学

び
・
活
動
を
、
自
ら
考
え
、
企
画
し
、
実
行
で
き
る
日
で

す
。
こ
う
し
た
趣
旨
は
、
大
人
に
は
ど
う
届
い
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
各
家
庭
か
ら
提
出
さ
れ
る
「
ラ
ー
ケ
ー
シ
ョ

ン
カ
ー
ド
」
か
ら
は
、
親
子
の
か
か
わ
り
が
見
え
て
き
ま

す
。

　
例
え
ば
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
出
か
け
る
家
庭
の
カ
ー
ド

か
ら
は
、「
自
分
で
計
画
を
立
て
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を

楽
し
む
」「
ゲ
ス
ト
を
楽
し
ま
せ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の

精
神
を
学
ぶ
」「
笑
顔
で
働
く
キ
ャ
ス
ト
か
ら
、
表
現
力
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
学
ぶ
」
な
ど
、「
ラ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
日
」
に
ふ
さ
わ
し
い
目
的
を
親
子
で
一
緒
に
考

え
、
意
義
あ
る
日
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。

　
子
ど
も
の
心
豊
か
な
成
長
に
支
え
る
大
人
の
役
割
に
つ

い
て
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　て
い
ね
い
な
生
き
方
を
体
現
す
る

　
11
月
中
旬
、
さ
く
ら
組
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
、『
さ
く

ら
カ
フ
ェ
』
へ
の
招
待
状
が
届
き
ま
し
た
。
桜
井
の
和
菓

子
屋
を
訪
ね
て
研
究
し
た
、
自
慢
の
ど
ら
焼
き
と
お
茶
を

ふ
る
ま
う
カ
フ
ェ
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
出
張
が
あ
り
、

開
店
中
に
出
向
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
さ
く
ら
組
の
子
ど
も
た
ち
に
こ
ん
な
手
紙
を

書
き
ま
し
た
。

「
さ
く
ら
組
の
み
な
さ
ん
へ
　
ご
招
待
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
お
誘
い
で
す
が
、
お
仕
事
で
行

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
ど
ら
焼
き
を
2
つ
、

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
お
願

い
で
き
ま
す
か
。
12
時

に
取
り
に
行
き
ま
す
。

5
0
0
円
玉
を
持
っ
て

い
く
の
で
、
お
釣
り
の

用
意
も
お
願
い
し
ま

す
。」

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
。」
出
張
か
ら
戻
り

『
さ
く
ら
カ
フ
ェ
』を
訪

れ
る
と
、
た
っ
た
1
人
の
客
の
た
め
に
子
ど
も
た
ち
が
笑

顔
で
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
心
の
こ
も
っ
た
手
づ
く
り
の

ど
ら
焼
き
は
、
家
に
帰
っ
て
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
て
い
ね
い
な
生
き
方
の
積
み
重
ね
の
上
に
表
れ
る
、
普

通
の
も
の
に
宿
る
美
し
さ
を
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と

な
く
、
て
い
ね
い
に
て
い
ね
い
に
育
ん
で
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　て
い
ね
い
に
「
今
」
を
つ
む
い
で
い
く

　
12
月
中
旬
、
豊
田
市
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
フ
ラ

ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
展
に
足
を
運
び
ま
し
た
。
世
界

を
横
断
し
て
活
躍
し
た
ラ
イ
ト
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
は
、

現
代
社
会
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題
、
そ
し
て
来
る
べ
き

未
来
へ
の
提
言
と
な
る
も
の
で
し
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
私
は
、
1
9
5
7
年
、
イ
ス
ラ
ム
文
化

圏
へ
の
提
言
と
し
て
計
画
さ
れ
た
「
大
バ
ク
ダ
ッ
ド
計

画
」
に
対
す
る
彼
の
思
い
「
建
築
化
は
、
そ
こ
に
存
在
し

て
い
る
美
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
美
を
成
立
さ
せ
て
い
る

自
然
の
性
質
を
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
す
努
力
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。」
に
共
鳴
し
ま
し
た
。

　
愛
知
教
育
文
化
振
興
会
も
、
設
立
以
来
目
の
前
に
い
る

三
河
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
、
三
河
の
教
師
た
ち
に
目

を
向
け
、
三
河
の
教
育
の
笑
顔
あ
ふ
れ
る
未
来
を
描
き
な

が
ら
、
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
提
供
し
続
け
て
き
ま
し
た
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
推
進
に
よ
っ
て
教
育
環
境
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
現
場
や
時
代
の
要
請
に
応
え

る
た
め
に
、
令
和
6
年
度
に
は
「
デ
ジ
タ
ル
採
点
支
援
シ

ス
テ
ム
」
を
導
入
し
ま
す
。

　
時
代
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
、
子
ど
も
た
ち
の
「
今
」
を

て
い
ね
い
に
見
つ
め
、
て
い
ね
い
に
「
今
」
を
つ
む
ぎ
、

未
来
へ
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

ていねいに「今」をつむぎ、
　　　　　　未来へとつなぐ

鈴 木　佳 樹

巻 頭 言

公益財団法人
愛知教育文化振興会　副理事長桜井小学校マスコットキャラクター

『さくりん』
2021年生まれ

3－ －

『さくりん』大凧づくり

『さくらカフェ』へようこそ

 

あ
る
雨
の
日
、
歩
道
橋
下
で
、
登
校
の
様
子
を
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。
最
初
の
班
は
、
1
年
生
が
滑
り
落
ち
な
い

よ
う
、
班
長
が
そ
の
手
を
し
っ
か
り
握
っ
て
下
り
て
き
ま

し
た
。
班
長
の
濡
れ
た
肩
に
、
1
年
生
を
守
る
と
い
う
や

さ
し
さ
が
表
れ
て
い
ま
す
。
次
の
班
長
は
一
段
一
段
、
振

り
返
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
下
り
て
き
ま
し
た
。
す
ぐ
後

ろ
に
い
る
1
年
生
が
焦
ら
な
い
よ
う
、
あ
え
て
ゆ
っ
く
り

に
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
最
後
の
班
長
は
、

先
に
下
り
て
階
段
下
で
立
ち
止
ま
っ
て
振
り
向
き
、
1
年

生
に
慌
て
な
い
よ
う
に
と
声
を
か
け
て
い
ま
し
た
。
下
り

方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
1
年
生
を
思
う
班
長
の
心
は
同

じ
で
す
。

　「『
こ
こ
ろ
』
は
だ
れ
に
も
見
え
な
い
け
れ
ど
、『
こ
こ

ろ
づ
か
い
』
は
見
え
る
」。
私
は
「
て
い
ね
い
な
生
き
方

が
育
つ
学
校
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　家
庭
と
地
域
の
教
育
力
を
生
か
す

 

て
い
ね
い
な
生
き
方
を
育
む
た
め
に
、
家
庭
と
地
域
を

は
じ
め
と
す
る
大
人
の
力
を
生
か
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

生
き
生
き
と
「
今
」
を
て
い
ね
い
に
生
き
る
大
人
と
の
か

か
わ
り
の
な
か
で
、
桜
井
っ
子
が
心
豊
か
に
育
つ
こ
と
を

願
っ
た
の
で
す
。

 

3
年
の
子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
の
高
齢
者
を
元
気
に
し

た
い
と
精
力
的
に
活
動
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
と
の
か
か
わ

り
を
通
し
て
、「
高
齢
者
が
高
齢
者
を
元
気
づ
け
る
」
と

い
う
考
え
方
に
感
化
さ
れ
、「
自
分
た
ち
も
何
か
し
た
い
」

と
動
き
出
し
ま
し
た
。

 

11
月
下
旬
、
5
日
間
に
わ
た
り
、
学
級
ご
と
に
、
思
い

と
工
夫
が
詰
ま
っ
た
『
さ
く
り
ん
　
ふ
れ
あ
い
祭
り
』
を

開
催
し
ま
し
た
。「
こ
の
半
年
、
落
ち
込
ん
で
引
き
こ
も

り
が
ち
だ
っ
た
け
れ
ど
、
今
日
は
思
い
切
っ
て
参
加
し
て

本
当
に
よ
か
っ
た
。

元
気
を
も
ら
え

た
。」
な
ど
、
お

年
寄
り
の
笑
顔
と

感
謝
の
声
が
子
ど

も
た
ち
の
大
き
な

自
信
と
な
り
ま
し

た
。

　
ま
た
、
6
年
生

の
な
か
に
は
、
新

し
い
風
を
取
り
入

れ
な
が
ら
桜
井
凧

の
伝
統
を
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
活
動
さ
れ
て
い
る
桜

井
凧
保
存
会
の
み
な
さ
ん
に
刺
激
さ
れ
、『
さ
く
り
ん
』

の
大
凧
づ
く
り
に
挑
戦
し
た
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
し
た
。

１
月
に
開
催
さ
れ
た
安
城
凧
あ
げ
大
会
で
は
、
桜
井
の
伝

統
的
な
凧
「
福
助
」
と
並
び
、「
大
谷
翔
平
凧
」
や
「
藤

井
聡
太
凧
」、
そ
し
て
「
さ
く
り
ん
凧
」
が
青
空
に
気
持

ち
よ
く
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。

　家
庭
教
育
の
在
り
方
を
問
い
直
す

　
本
年
度
10
月
か
ら
、
新
し
く
「
ラ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

日
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
が
、
保
護
者
等
と
と

も
に
、
校
外
（
家
庭
や
地
域
）
で
、
体
験
や
探
究
の
学

び
・
活
動
を
、
自
ら
考
え
、
企
画
し
、
実
行
で
き
る
日
で

す
。
こ
う
し
た
趣
旨
は
、
大
人
に
は
ど
う
届
い
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。
各
家
庭
か
ら
提
出
さ
れ
る
「
ラ
ー
ケ
ー
シ
ョ

ン
カ
ー
ド
」
か
ら
は
、
親
子
の
か
か
わ
り
が
見
え
て
き
ま

す
。

　
例
え
ば
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
出
か
け
る
家
庭
の
カ
ー
ド

か
ら
は
、「
自
分
で
計
画
を
立
て
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を

楽
し
む
」「
ゲ
ス
ト
を
楽
し
ま
せ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の

精
神
を
学
ぶ
」「
笑
顔
で
働
く
キ
ャ
ス
ト
か
ら
、
表
現
力
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
学
ぶ
」
な
ど
、「
ラ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
日
」
に
ふ
さ
わ
し
い
目
的
を
親
子
で
一
緒
に
考

え
、
意
義
あ
る
日
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。

　
子
ど
も
の
心
豊
か
な
成
長
に
支
え
る
大
人
の
役
割
に
つ

い
て
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　て
い
ね
い
な
生
き
方
を
体
現
す
る

　
11
月
中
旬
、
さ
く
ら
組
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
、『
さ
く

ら
カ
フ
ェ
』
へ
の
招
待
状
が
届
き
ま
し
た
。
桜
井
の
和
菓

子
屋
を
訪
ね
て
研
究
し
た
、
自
慢
の
ど
ら
焼
き
と
お
茶
を

ふ
る
ま
う
カ
フ
ェ
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
出
張
が
あ
り
、

開
店
中
に
出
向
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
さ
く
ら
組
の
子
ど
も
た
ち
に
こ
ん
な
手
紙
を

書
き
ま
し
た
。

「
さ
く
ら
組
の
み
な
さ
ん
へ
　
ご
招
待
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
お
誘
い
で
す
が
、
お
仕
事
で
行

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
ど
ら
焼
き
を
2
つ
、

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
お
願

い
で
き
ま
す
か
。
12
時

に
取
り
に
行
き
ま
す
。

5
0
0
円
玉
を
持
っ
て

い
く
の
で
、
お
釣
り
の

用
意
も
お
願
い
し
ま

す
。」

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
。」
出
張
か
ら
戻
り

『
さ
く
ら
カ
フ
ェ
』を
訪

れ
る
と
、
た
っ
た
1
人
の
客
の
た
め
に
子
ど
も
た
ち
が
笑

顔
で
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
心
の
こ
も
っ
た
手
づ
く
り
の

ど
ら
焼
き
は
、
家
に
帰
っ
て
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
て
い
ね
い
な
生
き
方
の
積
み
重
ね
の
上
に
表
れ
る
、
普

通
の
も
の
に
宿
る
美
し
さ
を
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と

な
く
、
て
い
ね
い
に
て
い
ね
い
に
育
ん
で
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　て
い
ね
い
に
「
今
」
を
つ
む
い
で
い
く

　
12
月
中
旬
、
豊
田
市
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
フ
ラ

ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
展
に
足
を
運
び
ま
し
た
。
世
界

を
横
断
し
て
活
躍
し
た
ラ
イ
ト
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
は
、

現
代
社
会
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題
、
そ
し
て
来
る
べ
き

未
来
へ
の
提
言
と
な
る
も
の
で
し
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
私
は
、
1
9
5
7
年
、
イ
ス
ラ
ム
文
化

圏
へ
の
提
言
と
し
て
計
画
さ
れ
た
「
大
バ
ク
ダ
ッ
ド
計

画
」
に
対
す
る
彼
の
思
い
「
建
築
化
は
、
そ
こ
に
存
在
し

て
い
る
美
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
美
を
成
立
さ
せ
て
い
る

自
然
の
性
質
を
理
解
し
、
そ
れ
を
生
か
す
努
力
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。」
に
共
鳴
し
ま
し
た
。

　
愛
知
教
育
文
化
振
興
会
も
、
設
立
以
来
目
の
前
に
い
る

三
河
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
、
三
河
の
教
師
た
ち
に
目

を
向
け
、
三
河
の
教
育
の
笑
顔
あ
ふ
れ
る
未
来
を
描
き
な

が
ら
、
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
提
供
し
続
け
て
き
ま
し
た
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
推
進
に
よ
っ
て
教
育
環
境
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
現
場
や
時
代
の
要
請
に
応
え

る
た
め
に
、
令
和
6
年
度
に
は
「
デ
ジ
タ
ル
採
点
支
援
シ

ス
テ
ム
」
を
導
入
し
ま
す
。

　
時
代
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
、
子
ど
も
た
ち
の
「
今
」
を

て
い
ね
い
に
見
つ
め
、
て
い
ね
い
に
「
今
」
を
つ
む
ぎ
、

未
来
へ
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
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知
立
神
社
の
祭
礼
で
あ
る
「
知
立
ま
つ

り
」
は
、
1
年
お
き
に
本
祭
と
間
祭
が
5
月

2
、
3
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
山
車
の
上
で
の

文
楽
、
か
ら
く
り
人
形
芝
居
の
上
演
は
、
江

戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。

　
本
祭
は
、
山
町
・
中
新
町
・
本
町
・
宝

町
・
西
町
の
5
つ
の
地
区
か
ら
、
高
さ
7

メ
ー
ト
ル
、
重
さ
5
ト
ン
の
5
台
の
山
車
が

繰
り
出
さ
れ
ま
す
。
お
囃
子
に
合
わ
せ
て
巡

行
す
る
さ
ま
は
大
変
優
雅
で
す
。
さ
ら
に
、

山
車
の
上
で
奉
納
上
演
さ
れ
る
人
形
浄
瑠
璃

芝
居
の
山
車
文
楽
と
か
ら
く
り
は
、
と
も
に

江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
郷
土
芸
能

で
す
。
か
つ
て
は
、
山
車
の
上
段
で
か
ら
く

り
を
、
下
段
で
文
楽
を
上
演
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
西
町
だ
け
が
か
ら
く
り
を
、
他

の
4
町
が
文
楽
を
上
演
し
て
い
ま
す
。

　
4
月
は
じ
め
に
各
町
で
、
宿
開
き
が
行
わ

れ
、
梶
棒
連
、
囃
子
連
、
人
形
連
（
西
町
は

唐
繰
連
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
て
約
1
か

月
の
準
備
・
練
習
を
行
い
ま
す
。
町
内
で
の

稽
古
上
げ
で
、
囃
子
や
人
形
の
練
習
成
果
が

披
露
さ
れ
、
祭
り
を
迎
え
ま
す
。
当
日
は
、

各
町
内
の
山
車
蔵
か
ら
山
車
が
出
発
し
、
町

内
を
運
行
し
な
が
ら
旧
東
海
道
に
勢
ぞ
ろ
い

し
ま
す
。
5
町
が
順
に
知
立
神
社
へ
の
宮
入

り
を
行
い
、
そ
の
後
、
順
番
に
境
内
で
文
楽

や
か
ら
く
り
を
上
演
を
し
ま
す
。

　
間
祭
は
、
5
町
か
ら
勇
壮
華
麗
な
5
台
の

花
車
が
繰
り
出
さ
れ
ま
す
。
若
衆
が
中
心
に

行
い
、
山
車
文
楽
と
か
ら
く
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
祭
の
山
車
の
構
造
は
2
層
で
、
車
輪

は
内
輪
で
松
の
大
木
を
輪
切
り
に
し
た
も
の

で
す
。
形
態
は
知
多
地
域
の
山
車
に
似
て
い

ま
す
が
、
彫
刻
に
金
ぱ
く
を
施
し
、
き
ら
び

や
か
で
す
。
梶
棒
が
後
方
だ
け
に
あ
る
の
が

特
徴
で
す
。
　

　
太
平
洋
戦
争
後
に
再
開
さ
れ
た
山
車
文

楽
・
山
車
か
ら
く
り
は
、
こ
の
70
年
余
り
の

間
で
、
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。
ど
の
よ
う
に
現
在
を
迎
え
て
い
る
か

を
見
て
い
き
ま
す
。

　
1
9
4
8
年
に
山
車
奉
納
が
再
開
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
高
度
成
長
期
を
迎
え
、
祭

り
を
担
う
町
民
の
多
く
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

な
り
、
レ
ジ
ャ
ー
が
多
様
化
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
祭
り
に
か
か
わ
る
者
も
次
第
に
減

り
、
特
に
人
形
遣
い
の
後
継
者
が
目
に
見
え

て
減
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
祭
り
を

文
化
財
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存

続
を
図
ろ
う
と
す
る
町
の
動
き
が
出
て
き
ま

し
た
。
1
9
5
6
年
に
、
山
町
・
中
新
町
の

人
形
浄
瑠
璃
が
、「
知
立
の
山
車
文
楽
」
と

し
て
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
西
町
の
か
ら
く
り
が
1
9
6
4
年
に

知
立
町
の
文
化
財
に
、
そ
し
て
、
1
9
6
7

年
に
は
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　
本
祭
で
の
山
車
文
楽
の
奉
納
に
つ
い
て
は
、

1
9
6
4
年
か
ら
、
後
継
者
不
足
が
顕
著
と

な
り
、
山
町
と
中
新
町
で
は
、
町
単
独
で
人

形
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
合
同
で
行
う
こ
と
で
、
何
と
か
乗

り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
人
形
の
合
同

公
演
は
1
9
7
4
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
若
衆
中
心
の
間
祭
も
花
車
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
時
期
が
続
き
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
祭
り
が
衰
退
す
る
と
考
え

た
関
係
者
は
、
間
祭
に
花
車
を
復
活
さ
せ
た

い
と
い
う
若
衆
の
思
い
を
受
け
、
祭
を
取
り

仕
切
る
祭
惣
代
の
寄
合
で
あ
る
五
ケ
町
寄
り

に
働
き
か
け
、
祭
惣
代
の
承
諾
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
1
9
7
5
年
、
若

衆
を
中
心
と
す
る
間
祭
は
復
活
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
同
年
、
祭
り
の
人
形
遣
い
の
後
継
者

不
足
で
悩
ん
で
い
た
山
町
の
知
立
山
車
文
楽

保
存
会
長
の
神
谷
定
一
氏
は
、
山
町
の
青
年

の
集
ま
り
の
「
青
友
会
」
に
声
を
か
け
、
山

車
文
楽
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
知
立
山
車
文

楽
保
存
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
山
車

文
楽
の
上
演
の
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
、
1
9
7
7
年
に

は
、
全
国
で
31
件
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
の
う
ち

の
一
つ
に
、
知
立
山
車
文
楽
が
選
ば
れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
後
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
祭
礼
保
存
の
機
運

が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　
1
9
9
0
年
に
は
、
山
車
文
楽
保
存
会
と

か
ら
く
り
保
存
会
が
ま
と
ま
り
、
知
立
の
山

車
文
楽
と
か
ら
く
り
が
一
体
と
な
っ
て
、
国

指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
1
9
9
2
年
6
月
に
は
、
イ
タ
リ
ア

で
開
催
さ
れ
た
世
界
人
形
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
92
第
16
回
ウ
ニ
マ
大
会
に
か
ら
く
り
・
文

楽
保
存
会
よ
り
総
勢
25
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
知
立
の
山
車
文
楽
と
か
ら

く
り
の
名
声
が
高
ま
る
中
、
人
形
の
後
継
者

育
成
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
だ
け
で
は
難
し
い
、

と
強
く
感
じ
た
山
車
文
楽
・
か
ら
く
り
保
存

会
は
、
市
か
ら
の
予
算
の
交
付
を
受
け
て
、

後
継
者
育
成
を
始
め
ま
し
た
。
1
9
9
2
年

に
は
、「
知
立
市
義
太
夫
会
」
を
発
足
さ
せ
、

豊
澤
千
賀
龍
師
匠
の
指
導
の
も
と
、
稲
垣
春

喜
さ
ん
ら
の
協
力
を
仰
ぎ
、
地
元
の
大
夫
育

成
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
竜
北
中
学
校
に
は

山
車
文
楽
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
ま
し
た
。

　
2
0
0
0
年
に
は
、
知
立
市
文
化
会
館
が

開
館
し
ま
し
た
。
同
年
10
月
に
は
、
シ
ア

タ
ー
カ
レ
ッ
ジ
が
開
講
し
、
人
形
遣
い
・
語

り
・
三
味
線
の
稽
古
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
講
座
文
楽
・
人
形
遣
い
」の
講
師
は
、
吉
田

清
之
助
（
現
在
の
豊
松
清
十
郎
）
氏
で
し
た
。

本
来
は
、
各
町
内
で
育
成
す
べ
き
人
形
師
・

三
味
線
、
義
太
夫
等
を
シ
ア
タ
ー
カ
レ
ッ
ジ

で
育
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

て
、
人
形
遣
い
に
関
係
す
る
後
継
者
の
育
成

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
枠
を
こ
え
て
始
ま
り

ま
し
た
。

　
1
9
9
6
年
に
は
、
知
立
山
車
連
合
保
存

会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、「
全
国
山
・
鉾
・
屋

台
保
存
連
合
会
」
に
加
盟
し
ま
し
た
。

2
0
1
4
年
に
は
「
全
国
山
・
鉾
・
屋
台
保

存
連
合
会
知
立
大
会
」
の
総
会
・
研
修
会
が
、

知
立
ま
つ
り
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
2
0
1
6
年
、
知
立
ま
つ
り
の
山

車
文
楽
・
か
ら
く
り
が
、
山
・
鉾
・
屋
台
等

と
呼
ば
れ
る
山
車
が
巡
行
す
る
全
国
33
か
所

の
祭
と
と
も
に
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
祭
礼
時
に
は
、
登
録

以
前
に
も
増
し
て
観
光
客
が
増
え
、
山
車
文

楽
・
山
車
か
ら
く
り
の
人
形
上
演
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
と
こ
ろ
が
、
2
0
2
0
年
か
ら
は
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
、
思
う
よ
う
に
人
形
公
演
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
も
各
町
の
祭
り
関
係
者
は
、
2
0
2
1

年
以
降
も
文
楽
・
か
ら
く
り
の
稽
古
を
地
道

に
続
け
て
き
ま
し
た
。
市
内
で
の
人
形
上
演

を
披
露
す
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
技
術
を
途

絶
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
継
承
し
続
け
て
き

ま
し
た
。

　
来
る
5
月
に
は
、
6
年
ぶ
り
に
本
祭
が
行

わ
れ
ま
す
。
伝
統
的
な
知
立
ま
つ
り
が
続
い

て
き
た
の
は
、
祭
り
関
係
者
の
永
続
的
な
努

力
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

戦
後
の
山
車
文
楽
・
か
ら
く
り

知
立
ま
つ
り

ほ
ん
ま
つ
りだ

　
し

あ
い
ま
つ
り

か
ら
く
り
れ
ん
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－　知　立　－第　128　回

知
立
ま
つ
り
の
山
車
文
楽
・
山
車
か
ら
く
り
　

だ

　し

　ぶ
ん
ら
く

　
　　だ

　し

知
立
市
立
竜
北
中
学
校
　教
頭

杉 

浦
　卓 

次

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
　
　国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

知
立
5
町
が
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
い
で
き
た
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
が
、
今
年
5
月
、
6
年
ぶ
り
に
再
開
す
る
。

5－ －

山車文楽

山車からくり

　
知
立
神
社
の
祭
礼
で
あ
る
「
知
立
ま
つ

り
」
は
、
1
年
お
き
に
本
祭
と
間
祭
が
5
月

2
、
3
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
山
車
の
上
で
の

文
楽
、
か
ら
く
り
人
形
芝
居
の
上
演
は
、
江

戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
ま
す
。

　
本
祭
は
、
山
町
・
中
新
町
・
本
町
・
宝

町
・
西
町
の
5
つ
の
地
区
か
ら
、
高
さ
7

メ
ー
ト
ル
、
重
さ
5
ト
ン
の
5
台
の
山
車
が

繰
り
出
さ
れ
ま
す
。
お
囃
子
に
合
わ
せ
て
巡

行
す
る
さ
ま
は
大
変
優
雅
で
す
。
さ
ら
に
、

山
車
の
上
で
奉
納
上
演
さ
れ
る
人
形
浄
瑠
璃

芝
居
の
山
車
文
楽
と
か
ら
く
り
は
、
と
も
に

江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
郷
土
芸
能

で
す
。
か
つ
て
は
、
山
車
の
上
段
で
か
ら
く

り
を
、
下
段
で
文
楽
を
上
演
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
西
町
だ
け
が
か
ら
く
り
を
、
他

の
4
町
が
文
楽
を
上
演
し
て
い
ま
す
。

　
4
月
は
じ
め
に
各
町
で
、
宿
開
き
が
行
わ

れ
、
梶
棒
連
、
囃
子
連
、
人
形
連
（
西
町
は

唐
繰
連
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
て
約
1
か

月
の
準
備
・
練
習
を
行
い
ま
す
。
町
内
で
の

稽
古
上
げ
で
、
囃
子
や
人
形
の
練
習
成
果
が

披
露
さ
れ
、
祭
り
を
迎
え
ま
す
。
当
日
は
、

各
町
内
の
山
車
蔵
か
ら
山
車
が
出
発
し
、
町

内
を
運
行
し
な
が
ら
旧
東
海
道
に
勢
ぞ
ろ
い

し
ま
す
。
5
町
が
順
に
知
立
神
社
へ
の
宮
入

り
を
行
い
、
そ
の
後
、
順
番
に
境
内
で
文
楽

や
か
ら
く
り
を
上
演
を
し
ま
す
。

　
間
祭
は
、
5
町
か
ら
勇
壮
華
麗
な
5
台
の

花
車
が
繰
り
出
さ
れ
ま
す
。
若
衆
が
中
心
に

行
い
、
山
車
文
楽
と
か
ら
く
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
祭
の
山
車
の
構
造
は
2
層
で
、
車
輪

は
内
輪
で
松
の
大
木
を
輪
切
り
に
し
た
も
の

で
す
。
形
態
は
知
多
地
域
の
山
車
に
似
て
い

ま
す
が
、
彫
刻
に
金
ぱ
く
を
施
し
、
き
ら
び

や
か
で
す
。
梶
棒
が
後
方
だ
け
に
あ
る
の
が

特
徴
で
す
。
　

　
太
平
洋
戦
争
後
に
再
開
さ
れ
た
山
車
文

楽
・
山
車
か
ら
く
り
は
、
こ
の
70
年
余
り
の

間
で
、
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。
ど
の
よ
う
に
現
在
を
迎
え
て
い
る
か

を
見
て
い
き
ま
す
。

　
1
9
4
8
年
に
山
車
奉
納
が
再
開
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
高
度
成
長
期
を
迎
え
、
祭

り
を
担
う
町
民
の
多
く
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

な
り
、
レ
ジ
ャ
ー
が
多
様
化
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
祭
り
に
か
か
わ
る
者
も
次
第
に
減

り
、
特
に
人
形
遣
い
の
後
継
者
が
目
に
見
え

て
減
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
祭
り
を

文
化
財
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存

続
を
図
ろ
う
と
す
る
町
の
動
き
が
出
て
き
ま

し
た
。
1
9
5
6
年
に
、
山
町
・
中
新
町
の

人
形
浄
瑠
璃
が
、「
知
立
の
山
車
文
楽
」
と

し
て
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
西
町
の
か
ら
く
り
が
1
9
6
4
年
に

知
立
町
の
文
化
財
に
、
そ
し
て
、
1
9
6
7

年
に
は
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　
本
祭
で
の
山
車
文
楽
の
奉
納
に
つ
い
て
は
、

1
9
6
4
年
か
ら
、
後
継
者
不
足
が
顕
著
と

な
り
、
山
町
と
中
新
町
で
は
、
町
単
独
で
人

形
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
合
同
で
行
う
こ
と
で
、
何
と
か
乗

り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
人
形
の
合
同

公
演
は
1
9
7
4
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
若
衆
中
心
の
間
祭
も
花
車
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
時
期
が
続
き
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
祭
り
が
衰
退
す
る
と
考
え

た
関
係
者
は
、
間
祭
に
花
車
を
復
活
さ
せ
た

い
と
い
う
若
衆
の
思
い
を
受
け
、
祭
を
取
り

仕
切
る
祭
惣
代
の
寄
合
で
あ
る
五
ケ
町
寄
り

に
働
き
か
け
、
祭
惣
代
の
承
諾
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
1
9
7
5
年
、
若

衆
を
中
心
と
す
る
間
祭
は
復
活
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
同
年
、
祭
り
の
人
形
遣
い
の
後
継
者

不
足
で
悩
ん
で
い
た
山
町
の
知
立
山
車
文
楽

保
存
会
長
の
神
谷
定
一
氏
は
、
山
町
の
青
年

の
集
ま
り
の
「
青
友
会
」
に
声
を
か
け
、
山

車
文
楽
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
知
立
山
車
文

楽
保
存
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
山
車

文
楽
の
上
演
の
中
心
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
、
1
9
7
7
年
に

は
、
全
国
で
31
件
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
の
う
ち

の
一
つ
に
、
知
立
山
車
文
楽
が
選
ば
れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
後
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
祭
礼
保
存
の
機
運

が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　
1
9
9
0
年
に
は
、
山
車
文
楽
保
存
会
と

か
ら
く
り
保
存
会
が
ま
と
ま
り
、
知
立
の
山

車
文
楽
と
か
ら
く
り
が
一
体
と
な
っ
て
、
国

指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
1
9
9
2
年
6
月
に
は
、
イ
タ
リ
ア

で
開
催
さ
れ
た
世
界
人
形
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
92
第
16
回
ウ
ニ
マ
大
会
に
か
ら
く
り
・
文

楽
保
存
会
よ
り
総
勢
25
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
知
立
の
山
車
文
楽
と
か
ら

く
り
の
名
声
が
高
ま
る
中
、
人
形
の
後
継
者

育
成
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
だ
け
で
は
難
し
い
、

と
強
く
感
じ
た
山
車
文
楽
・
か
ら
く
り
保
存

会
は
、
市
か
ら
の
予
算
の
交
付
を
受
け
て
、

後
継
者
育
成
を
始
め
ま
し
た
。
1
9
9
2
年

に
は
、「
知
立
市
義
太
夫
会
」
を
発
足
さ
せ
、

豊
澤
千
賀
龍
師
匠
の
指
導
の
も
と
、
稲
垣
春

喜
さ
ん
ら
の
協
力
を
仰
ぎ
、
地
元
の
大
夫
育

成
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
竜
北
中
学
校
に
は

山
車
文
楽
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
ま
し
た
。

　
2
0
0
0
年
に
は
、
知
立
市
文
化
会
館
が

開
館
し
ま
し
た
。
同
年
10
月
に
は
、
シ
ア

タ
ー
カ
レ
ッ
ジ
が
開
講
し
、
人
形
遣
い
・
語

り
・
三
味
線
の
稽
古
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
講
座
文
楽
・
人
形
遣
い
」の
講
師
は
、
吉
田

清
之
助
（
現
在
の
豊
松
清
十
郎
）
氏
で
し
た
。

本
来
は
、
各
町
内
で
育
成
す
べ
き
人
形
師
・

三
味
線
、
義
太
夫
等
を
シ
ア
タ
ー
カ
レ
ッ
ジ

で
育
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

て
、
人
形
遣
い
に
関
係
す
る
後
継
者
の
育
成

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
枠
を
こ
え
て
始
ま
り

ま
し
た
。

　
1
9
9
6
年
に
は
、
知
立
山
車
連
合
保
存

会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、「
全
国
山
・
鉾
・
屋

台
保
存
連
合
会
」
に
加
盟
し
ま
し
た
。

2
0
1
4
年
に
は
「
全
国
山
・
鉾
・
屋
台
保

存
連
合
会
知
立
大
会
」
の
総
会
・
研
修
会
が
、

知
立
ま
つ
り
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
2
0
1
6
年
、
知
立
ま
つ
り
の
山

車
文
楽
・
か
ら
く
り
が
、
山
・
鉾
・
屋
台
等

と
呼
ば
れ
る
山
車
が
巡
行
す
る
全
国
33
か
所

の
祭
と
と
も
に
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
祭
礼
時
に
は
、
登
録

以
前
に
も
増
し
て
観
光
客
が
増
え
、
山
車
文

楽
・
山
車
か
ら
く
り
の
人
形
上
演
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
と
こ
ろ
が
、
2
0
2
0
年
か
ら
は
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
、
思
う
よ
う
に
人
形
公
演
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
も
各
町
の
祭
り
関
係
者
は
、
2
0
2
1

年
以
降
も
文
楽
・
か
ら
く
り
の
稽
古
を
地
道

に
続
け
て
き
ま
し
た
。
市
内
で
の
人
形
上
演

を
披
露
す
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
技
術
を
途

絶
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
継
承
し
続
け
て
き

ま
し
た
。

　
来
る
5
月
に
は
、
6
年
ぶ
り
に
本
祭
が
行

わ
れ
ま
す
。
伝
統
的
な
知
立
ま
つ
り
が
続
い

て
き
た
の
は
、
祭
り
関
係
者
の
永
続
的
な
努

力
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

危
機
を
乗
り
越
え

　
　
　ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ

お
わ
り
に【

写
真
提
供
】
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館

水
野
　
雅
之
氏



6－ －
桶太鼓の胴づくり

　
突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
質
問
で
す
。
ご
存
知
「
和
太

鼓
」
と
い
う
楽
器
は
、
日
本
の
祭
り
事
や
神
事
に
欠
か
す

こ
と
が
で
き
な
い
楽
器
で
あ
り
、
言
葉
で
は
よ
く
日
本
の

「
伝
統
的
な
楽
器
」
と
表
現
さ
れ
ま
す
。
さ
て
、
そ
の

「
伝
統
」
と
は
、
一
体
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
ど
ん
な

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。

　
和
太
鼓
に
関
わ
ら
ず
、
我
々
が
住
む
こ
の
日
本
に
は
、

昔
か
ら
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
日
本
特
有
の
文

化
」
が
幾
つ
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
今
さ
ら
聞
く
ま
で
も

な
く
「
伝
統
」
と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
大
切
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
モ
ノ
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
皆
さ
ん
ご
存
知
の

と
お
り
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
と
て
も
大
切
な
お
話
が
あ
り
ま
す
。

「
伝
統
」＝「
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
モ
ノ
」、
こ
の

こ
と
は
誰
も
が
理
解
し
て
い
る
し
、
辞
書
を
引
い
て
も
や

は
り
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
伝
統
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。一
度
、
深
く
考
え
て
ほ
し
い
で
す
。

　
何
不
自
由
の
な
い
現
代
社
会
の
中
で
生
き
る
我
々
現
代

人
。
モ
ノ
に
溢
れ
、
壊
れ
た
ら
買
い
換
え
る
と
い
う
の
が

当
た
り
前
の
日
常
の
中
で
、「
和
太
鼓
」
と
い
う
楽
器
は
、

何
十
年
、
何
百
年
も
昔
か
ら
姿
形
が
変
わ
る
こ
と
な
く
、

今
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
何
が
言
い
た
い
か
、
と
い
う
と
、
歴
史
を
通
じ
て
受
け

継
が
れ
る
モ
ノ
と
い
う
の
は
、
受
け
継
が
れ
る
べ
き「
理
由
」

が
必
ず
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
受
け
継
が
れ
て
き
た
モ

ノ
に
は「
理
由
」が
あ
る
し
、
逆
に
受
け
継
が
れ
な
い
モ

ノ
に
も
同
じ
く「
理
由
」が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
以
前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
あ
る
番
組
で
、
今
は
亡
き
歌
舞
伎
役

者
の
十
八
代
目
中
村
勘
三
郎
さ
ん
が
、
次
の
よ
う
な
お
話

を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
型
が
あ
る
か
ら
『
型
破
り
』、
型

が
な
い
の
は
た
だ
の
『
型
な
し
』
だ
」
と
。
型
破
り
な
演

技
と
い
う
の
は
確
固
た
る
「
基
礎
基
本
」
が
土
台
に
あ
る

か
ら
で
き
る
訳
で
、
そ
れ
が
な
い
の
は
た
だ
の
「
型
な
し
」

と
な
り
ま
す
。
基
礎
と
な
る
「
型
」
を
持
ち
、
そ
れ
が
あ

る
か
ら
こ
そ
歌
舞
伎
と
い
う
世
界
は
何
百
年
経
っ
て
も
色

褪
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
伝
統
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に

「
革
新
」
を
加
え
な
が
ら
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の

で
す
。

　
で
は
、
和
太
鼓
に
と
っ
て
の
土
台
「
型
」
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
私
は
ど
う
し
て
も
そ
の
答
え
が
知
り
た
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
、
地
元
の
神
社
で
5
0
0
年

も
の
昔
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
「
古
い
太
鼓
」
と
私
は
出
会

い
、
そ
の
答
え
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　「
音
が
生
き
て
い
る
。」
こ
れ
は
、
そ
の
古
い
太
鼓
の

音
を
聞
い
た
と
き
私
が
感
じ
た
感
覚
で
す
。
太
鼓
と
い
う

の
は
、
見
た
目
や
形
の
古
さ
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

「
音
」
さ
え
生
き
て
い
れ
ば
人
の
心
に
響
き
伝
わ
り
ま
す
。

だ
か
ら
捨
て
ら
れ
る
事
な
く
、
買
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
な

く
何
十
年
、
何
百
年
と
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で

す
。
そ
の
事
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え
て
か
ら
、
太
鼓
屋
の

6
代
目
と
し
て
の
役
割
、
や
る
べ
き
こ
と
に
一
切
の
迷
い

が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
伝
統
の
太
鼓
作
り
に
と
っ
て
、
何
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、

人
の
心
に
響
く
「
音
づ
く
り
」。「
人
の
心
に
響
く
音
が
あ

る
。」
の
で
す
。
そ
の
大
切
な
「
音
」
を
守
る
た
め
に
必

要
な
こ
と
は
、「
技
術
」
を
受
け
継
ぐ
こ
と
、「
素
材
」

を
守
る
こ
と
、「
後
継
者
」
を
育
て
る
こ
と
。
そ
し
て
、

時
代
に
求
め
ら
れ
る
「
革
新
」
を
加
え
る
こ
と
。
こ
れ
ら

の
一
つ
一
つ
や
る
べ
き
道
に
迷
い
な
く
突
き
進
ん
で
行
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
当
に
大
切
な
モ
ノ
は
、
決
し

て
目
に
見
え
て
い
る
世
界
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
、
見
え
て
い
な

い
世
界
に
こ
そ
物

事
の
「
真
実
」
は

あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
、
時
代
を

越
え
て
人
の
心
を

響
か
せ
る
太
鼓
の

音
色
の
よ
う
に
。

Profile みうら　やいち

昭和55年生まれ。
慶応元年（1865年）創業、愛知
県岡崎市に店を構える三浦太
鼓店の六代目。
家業として受け継いだ大切な
「伝統」を後世へと残すべく
2011年に株式会社へ法人化し、
2020年には新店舗をオープン。
「人の心に響くモノづくり」を
テーマにその礎を築いてきた。

　
教
育

　
　
随
想

　本
物
と
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、
人
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心
に
響
く
音
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会
社
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友達によいところを伝え合う生徒たち

　
山
本
教
諭
は
、
６
年
間
の
小
学
校
勤
務
を
経
て
、
今
年

度
か
ら
中
学
校
に
赴
任
し
て
き
ま
し
た
。
中
学
校
勤
務
は

初
め
て
で
す
が
、
２
年
生
担
任
、
体
育
主
任
、
弓
道
部
主

顧
問
と
し
て
、
本
校
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
本
校
は
、
今
年
度
か
ら
愛
知
県
健
康
推
進
学
校
と
し

て
、
目
ざ
す
生
徒
像
を
「
体
も
心
も
ま
っ
す
ぐ
な
生
徒
の

育
成
」
と
し
、
研
究
と
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
生
徒
た
ち
の
健
康
課
題
を
把
握
し
、
現
在
行
っ

て
い
る
教
育
活
動
を
、
健
康
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
も
う

一
度
見
直
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、
家
庭
や
地
域
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
心
身

と
も
に
健
や
か
で
、
健
康
・
安
全
で
安
心
な
社
会
づ
く
り

に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
身
に
つ
け
た
生
徒
を
育
て

て
い
き
た
い
で
す
。
　
　
　
　
　
　（
校
長
　
鈴
木
　
一
也
）

　
本
校
は
、
愛
知
県
健
康
推
進
学
校
と
し
て
、
生
徒
の
健

康
安
全
に
関
す
る
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
教
育
目
標
は
、

「
人
間
味
が
あ
り
、
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
く
こ
と
の
で
き

る
生
徒
の
育
成
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
健
康
な
体
と

心
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
日
々
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
特
に
自
分
の
大
切
さ
と
と
も
に
他
の
人
の
大
切
さ

を
認
め
る
活
動
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　
１
つ
目
は
、
道
徳
の
授
業
の
実
践
で
す
。
社
会
的
な
差

別
や
偏
見
に
目
を
向
け
た
学
習
と
し
て
、「
木
暮
さ
ん
の

な
や
み
〜
障
害
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
目
を
向
け
て
ほ
し

い
〜
」
と
い
う
動
画
を
視
聴
さ
せ
ま
し
た
。「
障
害
者
な

の
に
、
す
ご
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
、
心
に
ひ
っ
か

か
り
を
感
じ
る
と
い
う
木
暮
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
、
今

ま
で
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
反
省
を
し
、
褒
め
て
い
る
つ

も
り
で
も
、
相
手
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
る
の
だ
と
多
く
の
生
徒
が
感
じ
て
い
ま
し
た
。
言
葉

遣
い
の
難
し
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
自
分
が
発
す
る
言

葉
の
重
み
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
障
害
者
に
対

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
友
達
に
対
し
て
も
、「
障
害
の
あ

る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
相
手
の
性
格
や
気
持
ち
を
読
み

取
っ
て
相
手
が
傷
つ
か
な
い
発
言
を
心
が
け
た
い
」
と
振

り
返
り
に
記
述
が
あ
り
、
他
者
を
理
解
し
、
言
葉
選
び
に

気
を
つ
け
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
2
つ
目
は
、
朝
の
会
で
の
読
み
聞
か
せ
で
す
。
中
学
2

年
生
は
多
感
な
時
期
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
抱
え
な
が

ら
生
活
し
て
い
る
生
徒
た
ち
に
、
ヨ
シ
タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
さ

ん
の
「
こ
ろ
べ
ば
い
い
の
に
」
と
い
う
本
を
選
び
ま
し

た
。
生
き
て
い
る
中
で
、
嫌
い
な
人
が
い
て
も
よ
い
こ
と

や
生
き
づ
ら
さ
を
少
し
で
も
解
消
す
る
方
法
を
楽
し
く
教

え
て
く
れ
る
本
で
す
。
読
ん
で
い
る
と
き
に
、
生
徒
た
ち

か
ら
笑
い
声
が
聞
こ
え
、
読
み
終
え
た
あ
と
に
は
、「
嫌

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
楽
し
い
こ
と
を
す

る
の
は
い
い
方
法
だ
な
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な
ら
ず
、
毎
日

楽
し
く
生
活
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
」「
心
が
す
っ
き
り

し
た
。
絵
本
の
言
葉
か
ら
元
気
を
も
ら
い
、
心
の
も
や
も

や
が
消
え
た
か
ら
か
な
」
と
前
向
き
な
気
持
ち
に
な
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
3
つ
目
は
、
よ
い
と
こ
ろ
見
つ
け
の
取
組
で
す
。
道
徳

の
授
業
や
帰
り
の
会
で
、
学
級
の
仲
間
の
よ
い
と
こ
ろ
を

伝
え
合
う
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
ど
の
班
で
も
笑
顔
が
見

ら
れ
、
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
伝
え
て
も
ら
え
る
喜
び
、

友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
し

た
。

　
こ
れ
ら
の
実
践
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、
人
と
関
わ

る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
性
格
や
考
え
方
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
互
い
に
理
解
し
合
い
、
相
手
に
寄

り
添
う
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
ま
し
た
。
今

後
も
生
徒
た
ち
が
自
分
や
他
者
を
尊
重
し
、
前
向
き
に
生

活
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

教
室
の
窓
辺

自
分
や
他
者
を
尊
重
し
、

　
　
　
　
　
　前
向
き
に
生
き
る

山 

本 

　光 

莉

幸
田
町
立
南
部
中
学
校
　教
諭



第
一
章
　
元
刈
谷
の
地
名
　

第
二
章
　
古
代
か
ら
江
戸
時
代
　

第
三
章
　
本
刈
谷
神
社
に
あ
る
戦
争
碑
と

　
　
　
　
戦
争
の
記
録
　

第
四
章
　
昭
和
の
暮
ら
し
　

第
五
章
　
神
社
と
寺
院
　

第
六
章
　
み
ん
な
の
た
め
に
　

第
七
章
　
幼
児
園
・
学
校

元
を
構
想
す
る
と
い
っ
た
教
師
の
単
元
づ
く
り

の
営
み
を
て
い
ね
い
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
第
Ⅲ
章
で
は
、
各
教
科
・
く
す
の
き
学
習
に

お
け
る
教
科
・
領
域
特
有
の
資
質
・
能
力
を
図

式
化
し
て
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
求
め
る
子
ど

も
の
姿
に
迫
る
た
め
の
授
業
の
構
想
と
展
開
を

子
ど
も
の
姿
を
も
と
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
特

に
、
教
師
が
非
認
知
的
能
力
の
視
点
で
子
ど
も

を
と
ら
え
続
け
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
教
師

支
援
を
講
じ
て
い
る
か
を
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
工

夫
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。

　
第
Ⅳ
章
で
は
、
各
教
科
・
く
す
の
き
学
習
の

単
元
構
想
図
を
11
実
践
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
先
生
方
に
と
っ
て
、
子
ど
も
の
意
識
を
大
切

に
し
た
単
元
づ
く
り
や
授
業
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト

に
な
る
1
冊
で
す
。

　
本
書
は
、「
元
刈
谷
は
刈
谷
の
始
ま
り
だ
げ

な
よ
」
を
合
言
葉
に
、
自
分
た
ち
が
住
む
元
刈

谷
の
歴
史
と
暮
ら
し
の
変
化
に
興
味
を
持
っ
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
を
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
そ
こ
で
、
ぜ
ひ
地
域
の
方
々
や
子
供
た
ち

に
読
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
、
写
真
や
図
、
絵
、

資
料
を
多
く
入
れ
、
平
易
な
文
章
で
読
み
や
す

く
な
る
よ
う
に
作
成
し
ま
し
た
。

　
内
容
は
次
の
目
次
の
と
お
り
で
す
。

　
第
一
章
で
は
、
元
刈
谷
の
地
名
を
取
り
上
げ
、

昭
和
三
十
五
年
の
町
名
変
更
以
前
の
旧
地
名
は
、

地
域
の
歴
史
的
な
由
緒
や
特
徴
あ
る
地
形
な
ど

に
由
来
し
て
い
る
こ
と
や
、
元
刈
谷
を
「
も
と

が
り
や
」
と
読
む
人
と
「
も
と
か
り
や
」
と
読

む
人
が
い
る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
を
問

題
と
し
て
記
述
し
て
い
ま
す
。
第
二
章
で
は
、

約
三
千
年
前
の
縄
文
晩
期
の
本
刈
谷
貝
塚
に
つ

い
て
詳
し
く
触
れ
ま
し
た
。
発
掘
時
の
苦
労
話

や
発
掘
さ
れ
た
元
刈
谷
式
土
器
が
縄
文
年
代
判

定
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
原
状
の
ま
ま
発

掘
さ
れ
た
「
盤
状
収
骨
墓
」
が
全
国
的
に
大
評

　
本
法
人
で
は
、
教
育
文
化
の
振
興
と
子
供
た

ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
い
、
教
育
図
書
の
出

版
に
助
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
広
報

し
て
い
ま
す
。

　
三
河
の
小
中
学
校
教
員
及
び
、
教
員
で
あ
っ

た
個
人
、
こ
れ
ら
の
方
々
を
代
表
と
す
る
グ

ル
ー
プ
が
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
に
関
わ
る
教

育
活
動
や
研
究
を
ま
と
め
た
図
書
で
、
経
費
の

多
く
を
公
費
等
の
援
助
を
受
け
ず
に
出
版
し
た

も
の
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
審
査
会
に
お
い
て
3
点
の
助
成

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
令
和
6
年
度
の

応
募
要
項
は
、
４
月
中
旬
か
ら
本
法
人
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
本
次
研
究
の
主
題
を
「
豊

か
に
生
き
る
」
と
し
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
か

ら
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
資
質
・

能
力
を
身
に
つ
け
、
自
ら
の
手
で
生
活
を
切
り

拓
い
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
問
題
解
決
学
習
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た

ち
が
自
己
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
着
目
し
た
の

が
内
面
の
成
長
に
か
か
わ
る
「
非
認
知
的
能

力
」
で
す
。
本
校
で
は
問
題
解
決
の
過
程
に
お

い
て
、
子
ど
も
た
ち
を
非
認
知
的
能
力
及
び

「
教
科
・
領
域
特
有
の
資
質
・
能
力
」
の
視
点

で
と
ら
え
、
二
つ
の
資
質
・
能
力
を
高
め
る
た

め
に
教
師
支
援
を
講
じ
て
き
ま
し
た
。
本
書
は
、

六
年
間
の
実
践
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の

で
す
。

　
第
Ⅰ
章
で
は
、
求
め
る
子
ど
も
の
姿
と
本
校

が
考
え
る
非
認
知
的
能
力
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
ま
す
。
非
認
知
的
能
力
の
モ
デ
ル
図
や
表
れ

や
す
い
場
面
を
示
し
た
り
、
非
認
知
的
能
力
に

着
目
し
た
教
師
支
援
の
具
体
を
整
理
し
て
示
し

た
り
し
て
い
ま
す
。

　
第
Ⅱ
章
で
は
、
子
ど
も
が
自
己
の
成
長
を
自

覚
す
る
授
業
の
構
想
と
展
開
に
つ
い
て
、
5
年

算
数
科
単
元
を
も
と
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
目

の
前
の
子
ど
も
を
と
ら
え
て
願
い
を
か
け
、
そ

れ
を
具
現
化
す
る
教
材
を
模
索
・
選
定
し
、
単

令
和
5
年
度

教
育
図
書
出
版
助
成

自
己
の
成
長
を
自
覚
す
る
子
ど
も

著
者
　
愛
知
教
育
大
学
附
属
岡
崎
小
学
校

　
　
　
B
5
判
　
1
2
8
頁
　
2
2
0
0
円

元
刈
谷
の
歴
史

著
者
　
元
刈
谷
地
区
歴
史
研
究
会

　
　
　
会
長
　
都
築
武
夫
　
他
8
名

8－ －

判
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
ま
す
。
更

に
、
刈
谷
城
が
で
き
る
前
に
「
刈
谷
古
城
」
が

元
刈
谷
に
あ
っ
た
こ
と
、
徳
川
家
康
の
実
母
の

於
代
が
、
離
縁
さ
れ
た
後
に
よ
く
通
っ
た
楞
厳

寺
に
は
、
水
野
家
の
御
廟
所
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

元
刈
谷
が
歴
史
深
い
地
域
で
あ
る
こ
と
を
説
明

し
て
い
ま
す
。

　
他
の
章
で
は
、
戦
争
や
昭
和
の
暮
ら
し
、
元

刈
谷
に
あ
る
神
社
や
寺
院
、
学
校
や
幼
児
園
の

歴
史
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。
身
近
な
所

か
ら
こ
の
本
の
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
元
刈
谷
の
歴

史
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

　
令
和
5
年
11
月
に
愛
知
教
育
大
学
小
倉
靖
範

先
生
監
修
の
も
と
『
こ
の
子
ら
し
さ
を
活
か
す

支
援
ツ
ー
ル
３
』
を
10
年
ぶ
り
に
発
刊
し
ま
し

た
。
10
年
間
で
蓄
積
さ
れ
た
支
援
ツ
ー
ル
の
内
、

選
り
す
ぐ
り
の
53
点
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
に
合
っ
た
支
援
ツ
ー
ル
を
用
意
す
る

こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
主
体
的
・
自
立
的
に

活
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
書
に
は
、
生

活
の
中
で
子
ど
も
が
見
せ
る
姿
を
つ
ぶ
さ
に
見

つ
め
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

子
の
よ
さ
に
注
目
し
、
そ
の
子
ら
し
さ
を
活
か

し
た
支
援
ツ
ー
ル
を
作
成
し
た
い
と
い
う
職
員

の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
第
一
章
で
は
、
子
ど
も
を
と
ら
え
る
た
め
の

教
師
の
視
点
や
支
援
ツ
ー
ル
の
実
践
的
意
義
、

子
ど
も
の
姿
を
も
と
に
支
援
ツ
ー
ル
を
つ
く
る

本
校
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
第
二
章
で
は
、
子
ど
も
の
生
活
を
支
え
る
支

援
ツ
ー
ル
と
し
て
、
荷
物
の
整
理
、
朝
の
会
や

帰
り
の
会
、
掃
除
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
に
焦
点
を
当
て
、
合
計
30
点
紹
介
し
て
い
ま

す
。

　
第
三
章
で
は
、
子
ど
も
の
学
習
を
支
え
る
支

援
ツ
ー
ル
と
し
て
、
教
科
ご
と
に
合
計
23
点
紹

介
し
て
い
ま
す
。

　
実
際
に
支
援
ツ
ー
ル
を
活
用
し
、
主
体
的
・

自
立
的
に
活
動
し
て
い
る
本
校
の
子
ど
も
た
ち

の
様
子
と
と
も
に
、
こ
の
子
ら
し
さ
を
活
か
す

工
夫
や
支
援
ツ
ー
ル
の
作
成
ポ
イ
ン
ト
な
ど
が
、

わ
か
り
や
す
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
別
支

援
教
育
に
携
わ
る
方
々
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

皆
様
の
参
考
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

り
ょ
う
ご
ん

じこ
の
子
ら
し
さ
を
活
か
す
支
援
ツ
ー
ル
３

著
者
　
愛
知
教
育
大
学
附
属
特
別
支
援
学
校

蒲
郡
市
立
形
原
北
小
学
校
　
　
　
　

　
　
近
藤
　
祐
輔
　

主
体
的
に
仲
間
や
地
域

と
か
か
わ
り
な
が
ら
追

究
し
、
動
き
出
す
子
を

育
て
る
社
会
科
学
習

〔
社
会
〕

蒲
郡
市
立
中
部
中
学
校
　
　
　
　

山
本
　
佳
範
　

社
会
的
事
象
に
関
心
を

も
ち
、
課
題
に
対
し
て

主
体
的
に
追
究
し
、
学

び
合
う
生
徒
の
育
成

〔
社
会
〕

新
城
市
立
千
郷
中
学
校
　
　
　
　

酒
向
　
和
希
　

自
分
と
仲
間
の
考
え
を

大
切
に
し
、
学
び
続
け

る
生
徒
を
育
む
理
科
学

習
　
　
　
　
　〔
理
科
〕

　

◇
　

研
究
成
果
論
文
審
査
結
果
　

◇

優
秀
賞
（
2
名
）

最
優
秀
賞
（
1
名
）

　
子
ど
も
た
ち
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
、
実
り
多

い
研
究
に
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
学
ば
せ
て
い

た
だ
き
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
生
徒
た
ち
と
と
も
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
研
究

で
し
た
。
多
く
の
人
と
の
出
会
い
、
支
え
に
感
謝

し
て
い
ま
す
。

　
生
徒
た
ち
と
共
に
成
長
す
る
こ
と
の
で
き
た
３

年
間
で
し
た
。
今
後
も
授
業
力
向
上
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

令
和
5
年
度

〜
審
査
を
終
え
て
〜

「
個
人
研
究
助
成
」

　
令
和
2
年
度
か
ら
3
年
間
、
研
究
を
推
進
さ

れ
た
10
名
の
先
生
方
の
論
文
審
査
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
昨
今
の
厳
し
い
教
育
環
境
下
に
お
い
て
も
、

三
河
教
育
の
本
質
を
つ
ら
ぬ
く
力
作
ば
か
り
で

し
た
。
こ
こ
で
は
、
鈴
木
佳
樹
審
査
委
員
長
の

講
評
の
概
要
と
と
も
に
、
優
秀
と
選
出
さ
れ
た

3
名
の
先
生
方
を
紹
介
し
ま
す
。

　
審
査
対
象
と
な
っ
た
論
文
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
と
い
う
言
葉
が
当
た
り
前
と

な
っ
た
令
和
2
年
度
か
ら
3
年
間
の
、
先
生
方

の
貴
い
試
行
錯
誤
の
歩
み
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
地
域
住
民
や
市
役
所

職
員
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
数

多
く
の
出
会
い
を
設
定
す
る
な
ど
、
子
ど
も
た

ち
の
実
感
や
手
応
え
を
大
切
に
し
た
こ
と
で
、

追
究
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構

想
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
一
人
一
台
端
末
の
活

用
が
、
と
り
あ
え
ず
使
っ
て
み
る
段
階
か
ら

効
果
的
な
活
用
へ
と
進
み
ま
し
た
。
先
生
方

の
創
意
・
工
夫
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
道

具
の
一
つ
と
し
て
活
用
し
て
い
る
こ
と
を
心

強
く
感
じ
ま
し
た
。

　
最
優
秀
・
優
秀
に
輝
い
た
3
名
の
論
文
は
、

こ
れ
か
ら
3
年
間
、
三
河
教
育
会
館
の
2
階
に

展
示
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
三
河
の
教
育
を
推

進
す
る
原
動
力
と
な
る
論
文
で
す
。
ご
来
館
の

際
に
は
ぜ
ひ
、
手
に
と
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

講
評
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審査の様子

　「
か
き
ぞ
め
手
本
」
を
題
材
に
し
た
第
13
回

か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

三
河
地
区
か
ら
小
学
生
の
部
2
0
7
3
点
、
中

学
生
の
部
3
9
8
点
、
計
2
4
7
1
点
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。

　
書
家
・
編
集
委
員
の
先
生
方
が
厳
正
に
審
査

し
、
各
学
年
最
優
秀
賞
1
点
、
優
秀
賞
2
点
、

佳
作
7
点
、
奨
励
賞
20
点
が
選

ば
れ
ま
し
た
。
入
賞
者
一
覧
を

H
P
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
本
年
度
の
か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル
で
、
最
優

秀
賞
を
受
賞
さ
れ
た
9
名
の
み
な
さ
ん
の
作
品

を
紹
介
し
ま
す
。

最
優
秀
作
品
の
紹
介

豊
田
・
寺
部
小
学
校

　一
年

　
　松

　田

　
　
　潤

西
尾
・
中
畑
小
学
校

　二
年

　
　中

　村

　日

　咲

西
尾
・
平
坂
小
学
校

　三
年

　
　榊

　原

　英

　悟

刈
谷
・
日
高
小
学
校

　四
年

　
　飯

　海

　夏

　実

豊
田
・
大
林
小
学
校

　五
年

　
　渡

　辺

　由

　真

安
城
・
桜
井
小
学
校

　六
年

　
　伊

　藤

　絵

　天

豊
田
・
前
林
中
学
校

　一
年

　
　山

　田

　
　
　晴

み
よ
し
・
南
中
学
校

　二
年

　
　坂

　井

　来

　光

安
城
・
東
山
中
学
校

　三
年

　
　米

　津

　
　
　基

〔
小
学
生
の
部
〕

〔
中
学
生
の
部
〕

か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル

か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル

令
和
5
年
度

か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル

か
き
ぞ
め
コ
ン
ク
ー
ル
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表彰式の様子

令和５年度かきぞめコンクール入賞者（最優秀賞・優秀賞・佳作）一覧

小１年

最優秀賞

優秀賞

佳　作

小２年 小３年 小４年 小５年 小６年 中１年 中２年 中３年

豊田・寺部小

豊田・寺部小

豊田・大林小

愛教大・附属岡崎小

碧南・大浜小

碧南・西端小

刈谷・衣浦小

豊田・寺部小

西尾・矢田小

蒲郡・蒲郡北部小

西尾・中畑小

西尾・平坂小

西尾・吉田小

刈谷・日高小

豊田・挙母小

豊田・駒場小

安城・安城東部小

西尾・平坂小

西尾・一色中部小

西尾・幡豆小

西尾・平坂小

碧南・棚尾小

豊田・若園小

愛教大・附属岡崎小

豊田・大林小

西尾・平坂小

西尾・矢田小

西尾・室場小

西尾・一色南部小

知立・知立西小

刈谷・日高小

豊田・青木小

豊田・中山小

岡崎・矢作北小

豊田・四郷小

豊田・中山小

豊田・高嶺小

西尾・平坂小

みよし・中部小

蒲郡・蒲郡南部小

豊田・大林小

豊田・野見小

豊田・高嶺小

豊田・伊保小

豊田・前山小

豊田・平和小

豊田・大林小

豊田・堤小

豊田・若林東小

西尾・平坂小

安城・桜井小

豊田・野見小

豊田・中山小

岡崎・井田小

豊田・青木小

豊田・井上小

豊田・小清水小

豊田・竹村小

豊田・若園小

幸田・荻谷小

豊田・前林中

豊田・美里中

安城・桜井中

豊田・崇化館中

豊田・高橋中

豊田・竜神中

豊田・逢妻中

豊田・末野原中

安城・東山中

みよし・三好丘中

みよし・南中

豊田・美里中

豊田・井郷中

豊田・高橋中

豊田・高橋中

豊田・高橋中

豊田・猿投中

安城・東山中

西尾・一色中

みよし・三好丘中

安城・東山中

豊田・高橋中

豊田・上郷中

豊田・高橋中

豊田・猿投台中

豊田・竜神中

豊田・竜神中

豊田・梅坪台中

豊田・前林中

豊田・井郷中

松田　　潤

多賀千彩希

髙橋　孔明

戸田琉莉乃

仲本　亘希

原田　湖子

冨田　樹里

八木　千嘉

阿部田望愛

千賀　杏奈

中村　日咲

角　　香澄

河野琥太郎

飯海　陽菜

久保田莉永

近藤　仁奏

阿部　蓮奈

花岡　想太

中津　奏海

小嶋　悠仁

榊原　英悟

井上　大誠

堀端　遼人

半田　仁美

山内　麗愛

加藤　未來

長谷　唯花

伊藤　愛莉

鈴木　歩愛

奥野　喜和

飯海　夏実

寺地愛里紗

檀浦　由芽

羽戸　陽咲

梅村　心雪

伊藤　里紗

近藤　真唯

安部佑愛乃

尾藤　道彦

篠原　耕壽

渡辺　由真

村瀬　結香

倉橋　沙良

林　　真歩

水口優莉子

高木梨緒奈

榊原　桃子

沼﨑　美希

前佛　紗良

花岡姫菜子

伊藤　絵天

水澤　幸香

伊藤　颯汰

近田小茉希

寺地優里杏

澤田はるか

佐藤　愛奈

三浦　唯花

堀端　慶人

可知　笑奈

山田　　晴

村瀬　朱音

髙松　ゆり

勝本　真帆

加藤　彩羽

山口　藍鈴

兵頭　徠夢

渡辺　翔真

濵野　蒼太

薬師寺咲来

坂井　来光

内藤　雫月

杉渕　柊二

柴田　蒼佑

村瀬　敦哉

森下　莉結

近田　梨世

坂口　蒼依

浅井　咲季

井手　敦乃

米津　　基

渡邉菜々葉

大山沙久良

川合　紋寧

杉山　桃萌

大加　梛智

鈴木　心菜

小野　　爽

田中　菜月

阿部野々花

　今
年
も
多
く
の
素
晴
ら
し
い
作
品
に
出
合
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
小
学
校
一
・
二
年
生
の

硬
筆
作
品
で
は
、
力
強
い
筆
圧
と
丁
寧
な
は
ね
、

は
ら
い
か
ら
真
剣
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

三
年
生
以
上
の
毛
筆
作
品
で
は
、
滑
ら
か
な
穂

先
の
動
き
と
美
し
く
整
っ
た
字
形
か
ら
熱
い
活

力
を
感
じ
ま
す
。
中
学
生
の
行
書
作
品
で
は
、

流
麗
な
筆
使
い
と
全
体
の
調
和
美
か
ら
書
き
手

の
豊
か
な
心
の
在
り
様
に
ま
で
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。一
心
に
文
字
に
向
き
合
い
、文
字
を

通
し
て
自
己
と
対
話
す
る
時
間
が
、
確
か
な
心

の
成
長
も
育
ん
で
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
の
手
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
文
字
は
、
雄
弁
に
書
き
手
の
思
い

を
語
り
ま
す
。
心
と
心
を
結
ぶ
書
字
文
化
が
、

三
河
の
子
ど
も
た
ち
に
深
く
根
付
き
、
脈
々
と

引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

講

　評

「
か
き
ぞ
め
手
本
」
編
集
委
員
長

豊
田
市
立
足
助
小
学
校
長

　成
瀬

　美
香
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岡 崎 ・ 根 石 小

豊 田 ・ 伊 保 小

關 　 櫂 斗

八木　ひらり

刈 谷 ・ 双 葉 小

西 尾 ・ 西 尾 小

近 藤 　 佳 歩

片 岡 　 美 咲

岡崎・矢作南小

西尾・西野町小

山 口 　 蒼 央

坪 井 　 然

岡 崎 ・ 井 田 小

刈谷・東刈谷小

眞 壁 　 明 志

有馬　陽菜乃

愛教大・附属岡崎小

岡崎・矢作南小

貝 沼 　 明 莉

熊 谷 　 勢 一

岡 崎 ・ 上 地 小

豊 橋 ・ 旭 小

山 本 　 興 平

山 見 　 結 月

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

　
今
年
で
6
年
目
を
迎
え
た
「
み
か
わ
彩
発
見

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
、
春
・
夏
の
部
2
0
8
8

点
、
秋
・
冬
の
部
1
2
8
1
点
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。
応
募
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
度
の
最
優
秀
賞
入
賞
者
と
そ
の
作
品
、

優
秀
賞
入
賞
者
を
紹
介
し
ま
す
。

佳
作
・
奨
励
賞
を
含
め
た
入
賞

者
一
覧
は
、
本
法
人
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
春
・
夏
の
部
、
秋
・
冬
の
部
を
合

わ
せ
て
3
3
6
9
点
も
の
応
募
が
あ
り
、
昨
年

以
上
と
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
応
募
が
あ
っ
た

の
も
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
が
落
ち
着
き
、

友
達
や
家
族
、
地
域
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
子

ど
も
た
ち
が
絵
で
表
現
し
た
く
な
る
よ
う
な
心

が
動
く
場
面
が
多
く
生
ま
れ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。

　
今
年
度
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
世

界
を
表
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
子
ら
し
い
視

点
で
対
象
を
表
現
し
た
作
品
や
、
体
験
や
経
験

を
通
し
て
実
感
で
き
た
感
動
を
表
現
し
た
作
品

は
、
と
て
も
魅
力
的
で
し
た
。

講

　評

　
ご
指
導
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
今
後
も
こ
れ
ま
で
の
と
お
り
、
子
ど
も

た
ち
の
感
覚
や
行
為
を
大
切
に
し
、
生
活
の
中

の
形
や
色
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
表
現
す
る
楽
し

さ
を
味
わ
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
来
年
度
も
多
く

の
応
募
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
学
校
賞
」
を
3
校
に
贈
呈

　「
み
か
わ
彩
発
見
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
へ
の

取
り
組
み
が
顕
著
な
学
校
に
対
し
て
、
本
法
人

か
ら
「
学
校
賞
」
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　
選
出
に
あ
た
り
、
児
童
数
5
0
0
名
以
上
の

大
規
模
校
、
児
童
数
1
5
0
名
以
下
の
小
規
模

校
、
そ
の
中
間
の
中
規
模
校
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
中
か
ら
一
校
を
決
定
し
ま
し
た
。
本
年
度

は
次
の
3
校
で
す
。

《
大
規
模
校
》
愛
知
教
育
大
学
附
属
岡
崎
小
学
校

《
中
規
模
校
》
豊
橋
市
立
新
川
小
学
校

《
小
規
模
校
》
豊
田
市
立
明
和
小
学
校

　
右
の
学
校
に
は
本
法
人
か
ら
学
校
賞
の
ク
リ

ス
タ
ル
賞
状
盾
と
、
応
募
児
童
全
員
に
参
加
賞

と
し
て
鉛
筆
を
お
贈
り
し
ま
し
た
。

　
　岡
崎
市
立
美
川
中
学
校
長

　安
藤

　眞
樹

三
河
教
育
研
究
会
造
形
部
会
長

豊橋・前芝小学校
４年　塩　野　羽　菜

待ってました！にぎやかな豊橋鬼祭り
豊川・長沢小学校
６年　澤　　　良　太

山車に乗る男　引っ張る男

愛教大・附属岡崎小学校
１年　岩　井　進次朗

おにいちゃんとたのしいプール

豊川・豊小学校
２年　大　藪　璃　座

ともだちとなつのむしとりしたよ
刈谷・衣浦小学校
３年　鈴　木　菜　々

ヨーヨーつりをしたよ

知立・八ツ田小学校
５年　小笠原　颯　哉

おかえり！にぎやかな知立まつり

最優秀賞入賞者及び作品（春・夏の部）

優秀賞入賞者（春・夏の部）

令
和
5
年
度

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

み
か
わ
彩
発
見

さ
い
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表彰式（上段：春夏の部　下段：秋冬の部）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

西 尾 ・ 矢 田 小

豊 橋 ・ 杉 山 小

福 間 　 心

西川　明里沙

西 尾 ・ 中 畑 小

田 原 ・ 清 田 小

須 﨑 　 み ほ

白 谷 　 心 美

豊 橋 ・ 岩 田 小

豊 橋 ・ 前 芝 小

佐 野 　 凜

塩 野 　 羽 菜

愛教大・附属岡崎小

岡 崎 ・ 井 田 小

土井　映里奈

眞 壁 　 明 志

豊 橋 ・ 新 川 小

豊 川 ・ 豊 小

小 野 　 　 恒

大 藪 　 璃 座

岡崎・小豆坂小

みよし・緑丘小

久 野 　 湊 斗

浅 野 　 結 菜

　
今
年
で
6
年
目
を
迎
え
た
「
み
か
わ
彩
発
見

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
、
春
・
夏
の
部
2
0
8
8

点
、
秋
・
冬
の
部
1
2
8
1
点
の
応
募
が
あ
り

ま
し
た
。
応
募
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
度
の
最
優
秀
賞
入
賞
者
と
そ
の
作
品
、

優
秀
賞
入
賞
者
を
紹
介
し
ま
す
。

佳
作
・
奨
励
賞
を
含
め
た
入
賞

者
一
覧
は
、
本
法
人
Ｈ
Ｐ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
春
・
夏
の
部
、
秋
・
冬
の
部
を
合

わ
せ
て
3
3
6
9
点
も
の
応
募
が
あ
り
、
昨
年

以
上
と
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
応
募
が
あ
っ
た

の
も
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
が
落
ち
着
き
、

友
達
や
家
族
、
地
域
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
子

ど
も
た
ち
が
絵
で
表
現
し
た
く
な
る
よ
う
な
心

が
動
く
場
面
が
多
く
生
ま
れ
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。

　
今
年
度
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
世

界
を
表
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
子
ら
し
い
視

点
で
対
象
を
表
現
し
た
作
品
や
、
体
験
や
経
験

を
通
し
て
実
感
で
き
た
感
動
を
表
現
し
た
作
品

は
、
と
て
も
魅
力
的
で
し
た
。

　
ご
指
導
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
今
後
も
こ
れ
ま
で
の
と
お
り
、
子
ど
も

た
ち
の
感
覚
や
行
為
を
大
切
に
し
、
生
活
の
中

の
形
や
色
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
表
現
す
る
楽
し

さ
を
味
わ
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
来
年
度
も
多
く

の
応
募
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
学
校
賞
」
を
3
校
に
贈
呈

　「
み
か
わ
彩
発
見
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
へ
の

取
り
組
み
が
顕
著
な
学
校
に
対
し
て
、
本
法
人

か
ら
「
学
校
賞
」
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　
選
出
に
あ
た
り
、
児
童
数
5
0
0
名
以
上
の

大
規
模
校
、
児
童
数
1
5
0
名
以
下
の
小
規
模

校
、
そ
の
中
間
の
中
規
模
校
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
中
か
ら
一
校
を
決
定
し
ま
し
た
。
本
年
度

は
次
の
3
校
で
す
。

《
大
規
模
校
》
愛
知
教
育
大
学
附
属
岡
崎
小
学
校

《
中
規
模
校
》
豊
橋
市
立
新
川
小
学
校

《
小
規
模
校
》
豊
田
市
立
明
和
小
学
校

　
右
の
学
校
に
は
本
法
人
か
ら
学
校
賞
の
ク
リ

ス
タ
ル
賞
状
盾
と
、
応
募
児
童
全
員
に
参
加
賞

と
し
て
鉛
筆
を
お
贈
り
し
ま
し
た
。

幸田・深溝小学校
１年　原　田　朝　陽

かがみもちをつくったよ。
豊橋・松葉小学校
３年　近　藤　愛　梛

あけまして　おめでとうございます

愛教大・附属岡崎小学校
６年　鈴　木　はる香

家族で初詣
豊橋・松葉小学校
５年　近　藤　叶　梛

笑門来福

豊橋・新川小学校
２年　吉　原　京　平

吉田神社の手筒花火

蒲郡・蒲郡南部小学校
４年　浦　川　真　緒

大好きな祭

優秀賞入賞者（秋・冬の部）

最優秀賞入賞者及び作品（秋・冬の部）



実験しながら説明する様子

コラボノートを使った座席表

①市が市民説明会を開い
て、賛成、反対の意見を一
つにすればいい。
②自分が賛成か、反対かが
わからなくなった。

①ゴミ箱をより多く設置
　渋滞や駐車場はバスな
　どを使わせる。
②騒音

①野球場は他の場所にも
あるからそこを使えばい
い。
②渋滞問題の対策

①解決できる問題
②迷い，わからない
こと

①ホテルや屋台を活用して
フェニックスロードを作
る。※ときわアーケード
②ゴミ問題

①アリーナの近くにショッ
ピングモールを作ったり、
アリーナ内にキッズスペー
スを作る。
②騒音問題

①他のアリーナの対策方法
を基に考えていくとより良
い方法になると思う。②新
アリーナ以外に活用かの道
はないのか。

②騒音
音はいいけれど酔っぱらい
がうるさいから問題になっ
ている

②駐車場を大きくしないと
音はいいけれど酔っぱらい
がうるさいから問題になっ
ている

①函館アリーナは、収容人数
と規模が同じで有名人がたく
さん来ている。有名人がくる
見込みあり。
②渋滞，騒音

①騒音問題になっている
音はいいけれど酔っぱらい
がうるさいから問題になっ
ている

①ゴミ問題で回りに
ゴミ箱を設置するこ
と。
②渋滞問題

①岩田運動公園があるのでそ
こを臨時で使う。
②新アリーナ以外の活性化，
アリーナが成功する前提で話
が進んでる。

①車で来た人は空き駐車
場を探す
②豊橋公園以外の場所は
どこ？

①ゴミはアリーナ内で回
収すればいい
②豊橋公園かそれ以外の
場所

①野球場の移転
→新野球場バスを出す
②経済効果
　（5000人規模に有名アー
ティストくる？）
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本
校
は
令
和
3
年
度
に
豊
橋
市
教
育
委
員
会
並
び
に
豊

橋
市
現
職
研
修
委
員
会
か
ら
学
習
指
導
の
研
究
委
嘱
を
受

け
ま
し
た
。
生
徒
は
、
五
つ
の
小
学
校
か
ら
集
ま
る
も
の

の
、
１
学
年
が
1
2
0
人
程
度
の
小
規
模
校
で
す
。
ほ
と

ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
小
学
校
生
活
を
単
学
級
の
限
ら
れ

た
人
間
関
係
で
過
ご
し
て
本
校
へ
入
学
し
ま
す
。
小
集
団

独
特
の
温
か
さ
が
あ
る
反
面
、
大
勢
の
前
で
自
分
の
考
え

を
発
表
す
る
様
子
に
課
題
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

今
回
の
研
究
委
嘱
が
生
徒
た
ち
を
向
上
的
に
変
容
さ
せ
る

チ
ャ
ン
ス
に
な
る
と
捉
え
、
本
校
教
育
目
標
の
キ
ー
ワ
ー

ド
の
「
本
気
」
を
取
り
入
れ
、
学
習
場
面
で
の
『
本
気
で

考
え
・
語
る
生
徒
』
を
目
ざ
し
て
実
践
を
進
め
ま
し
た
。

一
　
単
元
構
想
の
工
夫

　『
出
会
い
』『
自
力
解
決
』『
吟
味
・
更
新
』『
つ
な
ぐ
』

の
４
つ
の
場
面
で
単
元
を
構
成
す
る
「
石
巻
モ
デ
ル
」
を

作
成
し
ま
し
た
。
学
級
全
体
で
共
通
問
題
を
設
定
す
る

『
出
会
い
』、
共
通
問
題
を
も
と
に
、
こ
だ
わ
り
を
加
味

し
た
個
別
問
題
を
設
定
し
、
個
別
学
び
を
行
う
『
自
力
解

決
』、
自
分
と
他
の
考
え
と
を
比
較
し
、
何
を
補
い
何
を

修
正
し
た
ら
よ
り
よ

く
な
る
の
か
を
考
え

た
り
、
伝
え
た
り
す

る
『
吟
味
・
更
新
』、

習
得
し
た
学
び
方
や

学
習
に
対
す
る
意
識

な
ど
、
単
元
の
中
で

得
た
も
の
を
整
理
し

て
今
後
に
つ
な
げ
る
『
つ
な
ぐ
』。
授
業
者
は
、
こ
の
流

れ
を
意
識
し
て
構
想
し
ま
し
た
。
こ
の
「
石
巻
モ
デ
ル
」

に
よ
り
、
生
徒
た
ち
が
本
気
で
考
え
、
本
気
で
語
る
姿
を

引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

二
　
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
の
活
用

　
単
元
の
『
吟
味
・
更
新
』
に
お
い
て
、
他
者
の
意
見
と

自
分
の
意
見
を
交
流
さ
せ
る
た
め
に
座
席
表
を
活
用
し
ま

し
た
。
紙
の
座
席
表
で
、
意
見
交
流
の
手
だ
て
に
し
て
い

た
も
の
を
、
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
で
作
成
し
た
座
席
表
に
生
徒

自
ら
が
個
々
に
考
え
を
入
力
し
、
交
流
学
び
に
活
用
し
ま

し
た
。
導
入
の
場
面
や
授
業
中
盤
の
場
面
で
活
用
し
た
り
、

振
り
返
り
を
共
有
す
る
の
に
利
用
し
た
り
、
そ
の
使
い
方

は
多
岐
に
渡
り
、
生
徒
た
ち
が
意
見
を
交
流
さ
せ
る
の
に

有
効
な
手
だ
て
と
な
り
ま
し
た
。

三
　
お
話
タ
イ
ム
の
工
夫

　
日
頃
の
授
業
場
面
だ
け
で
は
、
生
徒
た
ち
が
本
気
で
語

る
機
会
が
あ
ま
り
多
く
は
な
い
こ
と
が
課
題
と
し
て
あ
が

り
、
毎
週
木
曜
日
の
朝
に
取
り
組
ん
で
い
た
お
話
タ
イ
ム

に
手
を
加
え
ま
し
た
。

　
時
間
を
5
分
延
ば
し
て
15
分
間
と
し
、
振
り
返
り
や
目

標
を
記
入
す
る
よ
う
に
し
た
り
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
取
り
入

れ
、
立
場
を
明
確
に
し
て
発
言
を
し
や
す
く
し
た
り
し
ま

し
た
。
教
師
は
、
そ
の
様
子
を
評
価
し
、
本
気
で
考
え
る

姿
と
本
気
で
語
る
姿
を
認
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、

お
話
タ
イ
ム
の
テ
ー
マ
を
生
徒
た
ち
か
ら
募
集
を
し
た
り
、

教
師
が
相
互
参
観
し
た
り
す
る
工
夫
も
し
ま
し
た
。

四
　
成
果
と
課
題

　
石
巻
モ
デ
ル
を
意

識
し
た
単
元
構
想
に

よ
っ
て
、
生
徒
た
ち

は
こ
だ
わ
り
も
っ
た

個
別
問
題
を
設
定
す

る
た
め
、
自
分
の
考

え
と
友
達
の
考
え
と

を
比
較
す
る
場
面
な

ど
で
、
本
気
で
考
え

る
姿
を
多
く
見
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
お
話
タ
イ
ム

を
継
続
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
、
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
の
座

席
表
な
ど
で
意
見
を
「
見
え
る
化
」
し
た
こ
と
で
、
根
拠

の
あ
る
息
の
長
い
発
言
、
本
気
で
語
る
姿
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
課
題
と
し
て
は
、
単
元
を
展
開
し
て
い
く
う
え
で
予
定

よ
り
も
授
業
時
間
数
が
か
か
る
こ
と
や
、
生
徒
の
想
い
を

つ
な
ぐ
授
業
展
開
を
す
る
た
め
の
授
業
準
備
時
間
が
多
く

な
る
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
を
ク
リ
ア
し
な
が
ら
、
今
後
も
本
気
で

考
え
・
語
る
生
徒
の
育
成
を
目
ざ
し
て
い
き
た
い
で
す
。

『
本
気
で
考
え・語
る
生
徒
』の

　
　
　
　
　育
成
を
目
ざ
し
て

特
色
あ
る
教
育
活
動

―「
郡
市
教
育
・
研
究
助
成
」
を
生
か
し
た
取
組
紹
介 

―

河 
合

　宏 

則

豊
橋
市
立
石
巻
中
学
校
長

《
発
足
》

　山
中
小
学
校
の
合
言
葉
「
え
が
お
い
っ

ぱ
い
」
の
も
と
、
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
「
き
ら
き
ら
ス
マ
イ
ル
」
は
、
平

成
25
年
度
4
月
に
立
ち
上
げ
ら
れ
、
今
年

で
活
動
10
年
と
な
り
ま
す
。

　

　当
時
、
地
元
の
保
護
者
を
主
体
に
絵
本

に
関
心
の
あ
る
有
志
の
方
を
募
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
読
み
聞
か
せ
講
座
の
講
師
や
読

み
聞
か
せ
に
携
わ
っ
て
い
る
方
を
中
心
に
、

学
校
読
み
聞
か
せ
の
意
義
、
読
み
聞
か
せ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
割
・
姿
勢
、
読
み
聞

か
せ
の
基
本
な
ど
を
学
び
活
動
を
始
め
ま

し
た
。

　現
在
は
発
足
当
初
メ
ン
バ
ー
3
名
に
加

え
、
地
域
の
方
や
保
護
者
合
わ
せ
て
13
名

で
活
動
し
て
い
ま
す
。

《
活
動
内
容
》

　活
動
日
は
毎
月
第
2
・
4
水
曜
日
の
朝

8
時
10
分
か
ら
20
分
ま
で
の
10
分
間
。
全

校
児
童
を
対
象
に
各
ク
ラ
ス
1
名
の
メ
ン

バ
ー
が
担
当
し
、
そ
の
月
々
の
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
絵
本
で
読
み
聞
か
せ
を
し
ま
す
。

　児
童
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
読
み
手
と
関

わ
れ
る
よ
う
、
各
ク
ラ
ス
の
担
当
を
毎
回

か
え
ま
す
。
活
動
日
の
2
日
前
に
は
、
代

表
に
選
書
内
容
を
報
告
し
、
学
校
へ
事
前

に
伝
え
て
い
ま
す
。

　読
み
聞
か
せ
後
に
は
活
動
記
録
簿
に
、

絵
本
の
題
名
、
選
書
の
理
由
、
児
童
た
ち

に
絵
本
を
通
し
て
感
じ
て
も
ら
い
た
い
こ

と
等
を
記
録
し
、
先
生
方
に
見
て
い
た
だ

く
こ
と
で
連
携
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　家
庭
で
も
読
み
聞
か
せ
の
習
慣
を
継
続

し
て
い
く
た
め
に
、
学
期
毎
に
読
み
聞
か

せ
を
行
っ
た
絵
本
の
一
覧
表
を
各
家
庭
に

配
付
し
て
い
ま
す
。

《
振
り
返
り
》

　毎
学
期
末
に
は
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、

児
童
た
ち
の
姿
や
反
応
で
嬉
し
か
っ
た
こ

と
な
ど
の
情
報
共
有
を
し
た
り
、
困
っ
た

こ
と
や
改
善
し
た
い
こ
と
な
ど
を
伝
え

合
っ
た
り
す
る
反
省
会
を
行
い
、
互
い
に

学
び
合
う
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

《
6
年
生
合
同
会
》

　最
後
の
読
み
聞
か
せ
と
な
る
6
年
生
の

活
動
最
終
日
に
は
、
心
に
残
る
会
に
な
る

よ
う
、
6
年
生
の
児
童
を
も
つ
メ
ン
バ
ー
が

中
心
と
な
っ
て
、
紙
芝
居
や
大
型
絵
本
な

ど
の
読
み
聞
か
せ
を
合
同
で
行
っ
て
い
ま
す
。

子
供
た
ち
の
豊
か
な
心
を

　
　
　
　
　
　育
む
た
め
に

き
ら
き
ら
ス
マ
イ
ル

小
　林
　香
　織

岡
崎
市
立
山
中
小
学
校

代
表

　亀
山
小
学
校
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
神
宮

神
御
衣
御
料
所
（
通
称「
お
糸
神
社
」）
が

あ
り
、
伊
勢
神
宮
に
奉
納
す
る
「
絹
糸
」

を
紡
ぐ
「
繰
糸
始
式
」
と
い
う
神
事
が
古

く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
養
蚕
業
や
機

織
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
伝
統
を
受

け
継
ぎ
、
本
校
で
は
「
機
織
り
ク
ラ
ブ
」

の
方
々
の
ご
指
導
の
下
、
機
織
り
や
カ
イ

コ
の
糸
取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

《
機
織
り
》

　毎
月
1
回
、
月
曜
日
6
限
の
ク
ラ
ブ
の

時
間
に
「
機
織
り
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
は
、
お
昼
に
は
機

織
り
室
に
集
ま
り
、
横
糸
用
の
船
形
シ
ャ

ト
ル
の
準
備
な
ど
を
行
い
ま
す
。
お
か
げ

で
、
子
ど
も
た
ち
は
機
織
り
室
に
集
ま
る

と
、
す
ぐ
に
ト
ン
ト
ン
カ
ラ
リ
ン
、
ト
ン

カ
ラ
リ
ン
と
、
軽
快
な
音
を
立
て
て
布
を

織
り
始
め
ま
す
。
4
月
当
初
、
子
ど
も
た

ち
は
な
か
な
か
織
り
進
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た

が
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々

の
熱
心
な
指
導

で
、
驚
く
ほ
ど

の
速
さ
で
布
を

織
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
今

で
は
、
自
分
の
好
き
な
色
の
横
糸
を
使
い
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
模
様
を
織
り
込
ん
で
い
ま
す
。

《
カ
イ
コ
の
糸
取
り
》

　3
・
4
年
の

教
室
で
は
、
5

月
の
連
休
明
け

に
カ
イ
コ
蛾
の

卵
を
取
り
寄
せ
、

子
ど
も
た
ち
一

人
一
人
が
、
約

50
個
の
卵
を
繭

に
な
る
ま
で
育
て
ま
す
。
毎
朝
、
校
庭
に

生
え
て
い
る
桑
の
葉
を
取
り
、
日
々
成
長

し
て
い
く
カ
イ
コ
を
観
察
し
ま
す
。
土
日

は
自
宅
へ
持
ち
帰
り
、
家
族
ぐ
る
み
で
カ

イ
コ
を
育
て
ま
す
。

　12
月
、
い
よ
い
よ
子
ど
も
た
ち
が
育
て

た
繭
か
ら
糸
を
取
り
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
重
曹

を
入
れ
た
湯
で
繭
を
煮
立
た
せ
な
い
よ
う

に
煮
ま
す
。
頃
合
い
を
見
て
、
み
ご
箒
で

繭
を
な
ぞ
り
、
箒
に
つ
い
た
美
し
い
生
糸

を
手
繰
り
、
糸
巻
に
巻
き
取
っ
て
い
き
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
キ
ラ
キ
ラ
光
る
生

糸
が
巻
き
取
ら
れ
て
い
る
様
子
を
じ
っ
と

見
つ
め
ま
す
。一
つ
の
繭
か
ら
、約
1
5
0
0

メ
ー
ト
ル
の
糸
が
取
れ
ま
す
。
1
ミ
リ
に

も
満
た
な
い
小
さ
な
卵
か
ら
育
て
て
き
た

子
ど
も
た
ち
は
、カ
イ
コ
の
不
思
議
さ
や
美

し
さ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　亀
山
の
地
で
古
く
か
ら
続
い
て
き
た
養

蚕
業
や
機
織
り
。
そ
の
伝
統
を
肌
で
感
じ

る
経
験
を
、
こ
れ
か
ら
も
亀
山
小
学
校
の

特
色
の
一
つ
と
し
て
、
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

未
来
へ
つ
な
ぐ
伝
統
の
糸

機
織
り
ク
ラ
ブ

顧
問  

小
　野
　敏
　征

田
原
市
立
亀
山
小
学
校

く
り
い
と
は
じ
め
し
き

か
ん
み
ぞ

　ご
り
ょ
う
し
ょ

じ
ん
ぐ
う

学校教育ボランティアグループ活動紹介

機織りクラブの様子

カイコの糸取りの様子

読み聞かせ後『絵本の国』にて
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デジタル採点支援システム 4月 提供開始

文振版 リアテンダント
グッと使いやすく

なりました！

１年半に及ぶ

実証研究校からの
声により

詳しくは
こちらから

① デジタル採点……… 例：正解が多そうなら、すべてを〇にしてから△・×だけクリック

② 部分点の見直し…… △だけの解答を並べて比較

③ コメント入力……… キーボードでも、手書きでも入力できます。線もOK

④ 自動採点機能……… 一文字の選択肢なら、AIが自動採点

⑤ キーボード採点機能…… キーボードで採点可能

⑥ 国語向け　横スクロール…… 解答を横にスクロールできるので、読みやすい

⑦ マークシート方式の解答欄に対応

テスト結果から分析する35種類のグラフが用意されています。

・設問ごとの状況（正誤一覧・得点率一覧・設問別正答率など）

・経年一覧（得点推移グラフ・単元別グラフ・領域別グラフなど）

・個人の状況（観点別得点率・優先復習問題一覧・度数分布表など）

採点機能が
バージョンアップしました

分析機能が充実しました

申請書提出・刊行物注文締切
□個人研究助成
　・（2年次・3年次）実績報告書・申請書提出／令和6年4月30日㈫
　・（1年次）申請書提出／令和6年6月28日㈮
□郡市教育研究・団体研究助成・学校教育ボランティアグループ助成
　申請書提出／令和6年5月7日㈫～17日㈮
　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体研究助成は31日㈮まで）
◇第Ⅱ期刊行物注文締切／令和6年5月7日㈫～10日㈮

会議の予定
〇第1回文振郡市正副代表者会　4月17日㈬
〇第1回文振郡市事務担当者会　4月26日㈮
〇第1回編集委員長会　　　　　6月7日㈮

火事見舞
令和５年10月８日、岡崎市立岩津小学校に
「楽しい読書」を各学年40冊寄贈しました。

文振だより

TEL 0564 - 51 - 4819
https://www.bunsin.org

文振の最新情報は、ホームページをご覧ください。各種応募要項、申請書の様式等もアップしています。

〒444-0868　岡崎市明大寺町字馬場東170番地1
発行／公益財団法人愛知教育文化振興会令和6年3月1日号

No.134
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