
　

旧
豊
川
電
話
中
継
所
本
屋
・
倉
庫
は
、

愛
知
県
の
東
三
河
に
位
置
す
る
豊
川
市
に

あ
る
㈱
ト
ヨ
テ
ッ
ク
本
社
敷
地
内
に
建
っ

て
い
ま
す
。

　

国
内
で
最
初
の
一
般
公
衆
通
話
の
取
り

扱
い
は
明
治
22
年（
1
8
8
9
）か
ら
で
す

が
、
こ
の
頃
は
架
空
に
設
置
さ
れ
た
裸
線

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
通
話
距
離
に
限

界
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
解
決
し
長
距

離
通
話
を
可
能
に
し
た
の
が
装
荷
ケ
ー
ブ

ル
と
真
空
管
中
継
器
で
し
た
。
昭
和
3
年

（
1
9
2
8
）、
東
京
―
神
戸
間
に
装
荷
長

距
離
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
市
外
通
話
が

開
通
し
ま
し
た
が
、
こ
の
時
、
真
空
管
中

継
器
を
用
い
て
音
声
を
増
幅
す
る
施
設
と

し
て
電
話
中
継
所
が
9
カ
所
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
旧
豊
川
電
話
中
継
所
は
そ
の
う
ち

の
1
つ
で
す
。
愛
知
県
内
に
現
存
す
る
電

話
中
継
所
は
こ
こ
だ
け
と
な
っ
て
お
り
、

装
荷
ケ
ー
ブ
ル
に
関
す
る
希
少
な
産
業
遺

産
で
す
。

そ
う　
か

か　
く
う

国登録有形文化財

トヨテック本社社屋・倉庫（旧豊川電話中継所
本屋・倉庫）は、本屋は『造形の規範となって
いるもの』、倉庫は『国土の歴史的景観に寄
与しているもの』として、平成19年に国登
録有形文化財（建造物）に登録されました。 岡

崎
信
用
金
庫
資
料
館
は
竣
工
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
歴
史
的

価
値
の
あ
る
文
化
財
を
未
来
に
託
す
た
め
「
文
化
財
を
訪
ね
て
」

シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
愛
知
県
内
の
登
録
有
形
文
化
財
を
紹
介
し
て

ま
い
り
ま
す
。
第
6
回
目
は
ト
ヨ
テ
ッ
ク
本
社
社
屋
・
倉
庫
（
旧

豊
川
電
話
中
継
所
）
で
す
。

トヨテック本社社屋・倉庫
　（旧豊川電話中継所本屋・倉庫）

平成29年
岡崎信用金庫
資料館

竣工100周年記念

文化財

訪ねて
を

第６回
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豊川 I.Ｃ

151

31

498

豊
川

J
R飯

田
線

東名高速道路

豊
川

馬場町

牧野町

東名町一丁目

豊川 I.C 南
旧豊川電話中継所
（トヨテック本社）

豊川稲荷

豊川市立
東部中学校

愛知県豊川市西豊町二丁目35番地
0536－85－1110

株式会社トヨテック
トヨテックは、オプト（光学）、メカ（精密機械）、エレクトロニクス（電
子技術）の３つの専門技術を柱とし、お客様のニーズを設計開発か
ら製品化する、オプトメカトロニクスの総合メーカーです。

〒442－0024

www.toyotec.com

営業時間：8時～17時
休 業 日：土・日曜日
見 学 無 料

▲4㍍を越える階高の2階

▲敷地内にある旧豊川電話中継所倉庫（現在は西半分のみ現存）

現
存
す
る
数
少
な
い
逓
信
省
建
築
物

　

旧
豊
川
電
話
中
継
所
社
屋
は
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
2
階
建
で
す
。
北
側
2
階

の
増
築
部
分
以
外
は
建
設
当
時
の
外
観
を

留
め
て
い
ま
す
。
中
継
所
時
代
の
延
床
面

積
は
6
1
2
・
45
平
方
㍍
。
中
継
所
時
代
、

1
階
は
電
力
室
、
電
池
室
や
宿
直
室
等
と

し
て
使
用
さ
れ
、
2
階
に
は
中
継
器
が
設

置
さ
れ
た
機
械
室
等
が
配
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
の
中
継
器
は
高
さ
が
約
3
㍍

あ
っ
た
た
め
、
階
高
は
4
㍍
を
越
え
る
ほ

ど
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
内
部
は
装
飾

の
な
い
仕
上
げ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現

在
は
事
務
室
等
に
改
装
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

外
観
は
、
屋
上
の
水
平
の
庇
、
縦
長
の

窓
、
繰
型
を
つ
け
た
柱
と
間
柱
で
逓
信
建

築
の
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
外
側

に
出
さ
れ
た
柱
と
間
柱
は
屋
根
庇
の
手
前

で
止
め
ら
れ
、
両
者
の
間
に
隙
間
を
造
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
柱
の
端
部
を
階
段
状

に
す
る
な
ど
、
当
時
の
逓
信
省
の
意
匠
が

見
ら
れ
ま
す
。
建
物
の
規
模
、
各
室
の
配

置
や
建
築
意
匠
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
建

設
さ
れ
た
亀
山
中
継
所
な
ど
と
類
似
し
て

お
り
、
電
話
中
継
所
建
設
に
あ
た
り
標
準

仕
様
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

希
少
な
昭
和
初
期
の

　
　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築

　

古
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
事
務
所

ビ
ル
は
大
正
2
年（
1
9
1
3
）の
三
井
物

産
横
浜
ビ
ル
1
号
館
が
あ
り
ま
す
が
、
普

及
し
た
の
は
大
正
9
年（
1
9
2
0
）頃
か

ら
で
す
。
昭
和
初
期
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

建
築
物
は
愛
知
県
で
も
希
少
と
な
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
初
期
の
逓
信
省
に
よ
る
標
準

的
な
中
継
所
建
築
と
し
て
、
数
少
な
い
建

築
物
の
一
つ
で
あ
る
旧
豊
川
電
話
中
継
所

は
、
昭
和
27
年（
1
9
5
2
）に
中
継
所
と

し
て
の
役
目
を
終
え
ま
し
た
が
、
昭
和
60

年（
1
9
8
5
）に
㈱
ト
ヨ
テ
ッ
ク
が
豊
川

市
か
ら
買
い
受
け
、
修
復
保
存
し
本
社
屋

と
し
て
現
在
も
使
用
し
て
い
ま
す
。

ひ
さ
し

く
り
か
た

て
い
し
ん

※
2

※
1
※
2

（
※
1
）
逓
信
省
は
、
か
つ
て
日
本
に
存
在
し
た
郵
便

　
　
　
　

や
通
信
を
管
轄
す
る
中
央
官
庁
。
現
在
の
総

　
　
　
　

務
省
、
日
本
郵
政
、
及
び
N
T
T
は
、
逓
信

　
　
　
　

省
の
後
身
に
相
当
す
る
。

（
※
2
）
戦
前
の
逓
信
省
に
お
い
て
郵
便
･
電
信
･
電

　
　
　
　

話
・
電
気
／
事
業
の
局
舎
等
、
施
設
を
逓
信

　
　
　
　

省
営
繕
課
の
官
僚（
技
師
集
団
）ら
に
よ
っ
て

　
　
　
　

設
計
さ
れ
た
建
築
物
。
合
理
主
義
の
建
築
と

　
　
　
　

い
う
逓
信
建
築
は
堅
実
で
質
高
い
標
準
設
計

　
　
　
　

・
建
築
を
数
多
く
生
み
出
し
、
個
性
溢
れ
る

　
　
　
　

建
築
家
を
多
く
擁
し
て
い
た
。
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岡崎市在住。69歳。
昭和53年（1978）、29歳でミニコミ誌「おかざきしんぶん」創刊。挿絵と
して、身近な街並みを描き始めた。昭和59年（1984）、約40日間かけて
「塩の道（岡崎～足助～飯田）」スケッチの旅に。以降全国各地をスケッ
チして、江戸時代の先人の足跡や古い街並み、農山村風景を描き続ける。
また、全国の市町村や各新聞・出版社などの依頼でさまざまな挿絵や連載
を担当するほか、自身の旅の記録を綴った旅日記など出版。

Profile

平成29年
岡崎信用金庫
資料館

竣工100周年記念

柄澤　照文ペン画家

Profile

あ
る
が
ま
ま
を
未
来
へ
語
り
継
ぐ
た
め
に

僕
は
絵
で
伝
え
続
け
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

3平成30年2月  No.763



▲ミニコミ誌「おかざきしんぶん」

▲長年愛用している道具

※塩の道（しおのみち）は、塩や海産物を内陸に運ぶのに使われた道のこと。製塩が化学製法に代わり、専売法に依る規制がかけられる以前は海辺の塩田に頼っていたことから、日本の各地で、
　海と山を結ぶかたちで数多くあった。日本海側の千国街道（糸魚川 - 松本）や北国街道（直江津 - 追分）、太平洋側の三州街道（岡崎 - 塩尻）、秋葉街道（御前崎 - 塩尻）などが日本の塩の道を代表する。

　

岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
は
、
平
成
29
年
、

竣
工
1
0
0
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
節
目

の
年
と
な
る
今
年
度
は
様
々
な
催
し
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
3
月
13
日
か
ら
31
日
は
、

柄
澤
照
文
作
「
大
正
５
年
岡
崎
俯
瞰
図
屏

風
展
」
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
は
、
ペ
ン

画
家　

柄
澤
照
文
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

―
子
ど
も
の
頃
か
ら
絵
が
上
手
だ
っ
た
の

で
す
か
？

　

絵
は
下
手
で
し
た（
笑
）。
ポ
ス
タ
ー
な

ど
を
書
く
の
は
好
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、

美
術
の
成
績
は
残
念
で
し
た
ね
。
高
校
生

の
と
き
、
友
達
の
い
た
美
術
ク
ラ
ブ
で
油

絵
を
か
じ
っ
た
の
が
始
ま
り
で
し
ょ
う
か
。

―
ペ
ン
画
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
は
？

　

30
歳
の
こ
ろ
、
女
房
と
一
緒
に
何
か
で

き
な
い
か
と
思
い
、
自
分
の
住
む
岡
崎
の

街
を
紹
介
す
る
ミ
ニ
コ
ミ
紙
「
お
か
ざ
き

し
ん
ぶ
ん
」
を
創
刊
し
ま
し
た
。
文
字
で

は
な
か
な
か
伝
わ
り
づ
ら
い
昔
の
話
も
、

挿
絵
が
入
る
と
ぐ
っ
と
親
し
み
や
す
く
な

る
よ
う
で
、
県
外
の
か
た
か
ら
欲
し
い
と

連
絡
が
来
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
は
文
字
よ
り
絵
を
メ
イ
ン
に
載
せ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
取
材
を
通
し
て
、

お
年
寄
り
や
地
元
の
か
た
の
さ
ま
ざ
ま
な

話
を
聞
く
う
ち
に
、「
平
穏
な
今
の
時
代

が
築
か
れ
る
前
、
先
人
た
ち
が
ど
の
よ
う

な
時
代
を
生
き
て
い
た
の
か
、
あ
る
が
ま

ま
を
伝
え
ら
れ
た
ら
」
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
新
し
い
も
の
を
創
作
す
る

よ
り
、
昔
か
ら
の
事
実
そ
の
ま
ま
の
世
界

を
引
き
継
い
で
伝
え
て
い
く
こ
と
の
ほ
う

が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。

　

今
で
も
新
し
い
作
品
に
取
り
か
か
る
と

き
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
話
を
聞
い
た
り
昔

の
資
料
を
調
べ
た
り
と
、
取
材
に
は
た
く

さ
ん
の
時
間
を
費
や
し
て
い
ま
す
。
古
い

資
料
や
文
献
は
、
執
筆
し
た
人
に
よ
っ
て

解
釈
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
ど

れ
だ
け
調
べ
て
も
終
わ
り
が
な
い
で
す
ね
。

―
な
ぜ
屏
風
絵
を
描
こ
う
と
思
わ
れ
た
の

で
す
か
？

　

38
歳
の
こ
ろ
、
江
戸
時
代
の
紀
行
家　

菅
江
真
澄
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
ス
ケ
ッ
チ

旅
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
信
州
を
越

え
て
日
本
海
を
北
上
し
、
東
北
か
ら
蝦
夷

（
北
海
道
）
の
南
側
、
そ
し
て
青
森
、
秋

田
へ
と
半
年
ほ
ど
か
け
て
ま
わ
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
と
き
、
江
差
と
い
う
町
で
江
差

屏
風
と
い
う
も
の
に
出
会
い
、
大
き
な
屏

風
い
っ
ぱ
い
の
絵
や
金
箔
の
張
ら
れ
た
艶

や
か
な
屏
風
絵
に
す
さ
ま
じ
い
力
を
感
じ

ま
し
た
。
大
き
な
絵
が
見
る
人
に
与
え
る

感
動
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
ず
っ
と
印
象

と
し
て
残
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

そ
れ
か
ら
も
ペ
ン
画
で
い
ろ
い
ろ
な
絵

を
描
い
た
り
し
て
い
た
の
で
す
が
、
20
年

ほ
ど
経
っ
た
59
歳
の
と
き
、
ふ
と
屏
風
絵

を
描
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き

た
ん
で
す
。
題
材
と
し
て
浮
か
ん
だ
の
は

「
塩
の
道
」
で
し
た
。「
塩
の
道
」
と
聞

く
と
、
帆
掛
け
船
に
塩
俵
を
積
ん
で
矢
作

川
を
上
っ
て
く
る
も
の
や
、
馬
の
背
に
塩

俵
を
載
せ
て
信
州
の
ほ
う
へ
運
ん
で
い
く

と
い
う
絵
が
一
般
的
で
す
。
し
か
し
、
同

じ
時
代
・
地
域
の
中
に
は
、
塩
に
関
わ
っ

て
い
な
い
人
々
の
生
活
も
同
様
に
あ
っ
た

は
ず
。
そ
れ
ら
を
一
つ
の
屏
風
に
全
部
描

く
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
出

来
事
や
地
域
を
切
り
取
っ
て
書
き
連
ね
て
、

一
つ
の
絵
本
の
よ
う
に
で
き
た
ら
お
も
し

ろ
い
の
で
は
。
見
る
人
が
わ
く
わ
く
し
て

地
元
の
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
た

ら
…
。
そ
ん
な
思
い
で
描
き
始
め
ま
し
た
。

―
柄
澤
さ
ん
の
屏
風
絵
と
い
え
ば
カ
ラ
フ

ル
な
色
使
い
も
特
徴
的
で
す
ね
？

　

竹
ペ
ン
で
描
い
た
輪
郭
に
ア
ク
リ
ル
絵

の
具
で
色
付
け
し
ま
す
。
使
い
や
す
く
発

色
が
き
れ
い
で
気
に
入
っ
て
い
ま
す
ね
。

は
じ
め
た
頃
は
道
具
や
描
き
方
も
分
か
ら

ず
、
と
り
あ
え
ず
表
具
屋
へ
駆
け
込
み
ま

し
た
。
屏
風
絵
や
日
本
画
を
描
い
た
経
験

も
な
け
れ
ば
、
金
箔
を
貼
っ
た
こ
と
も
な

い
僕
の
屏
風
絵
は
、
専
門
家
か
ら
見
た
ら

お
か
し
な
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
金
箔
を
貼
っ
た
部
分
も
、
下

地
が
見
え
て
い
た
り
破
れ
て
い
た
り
と
、

※
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岡崎信用金庫資料館
～3月31日㈯

3月13日㈫

入館無料

岡崎市伝馬通1丁目58番地
0564－24－2367
時　間：10時～17時
　　　　（入館は16時30分まで）
休館日：月曜日・祝日

大正５年

岡崎俯瞰図屏風展

▲綿密に書き込まれた下図

岡崎信用金庫資料館▶

▲路面電車も走っていた殿橋

本
職
の
か
た
か
ら
し
た
ら
あ
り
え
な
い
貼

り
方
を
し
て
い
る
よ
う
で
す（
笑
）。

―
新
作
「
大
正
５
年
岡
崎
俯
瞰
図
屏
風
」

も
大
き
な
屏
風
絵
で
す
ね
。

　

八
曲
の
屏
風
は
縦
1
7
0
㌢
、
横
6
5

0
㌢
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
。
大
ま
か
な
構
図

を
作
成
し
た
ら
、
下
図
を
何
枚
も
何
枚
も

描
き
ま
す
。
完
成
し
た
下
図
を
実
寸
の
パ

ネ
ル
に
鉛
筆
描
き
す
る
の
で
す
が
、
そ
の

時
に
建
物
や
人
物
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て

い
き
ま
す
。
本
描
き
し
な
が
ら
も
ど
ん
ど

ん
変
わ
っ
て
い
く
の
で
、
下
図
と
見
比
べ

る
と
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

芸
術
家
な
ど
は
作
品
の
世
界
に
集
中
し

て
取
り
組
ん
で
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僕
は
人
に
見
ら
れ

て
い
た
り
声
を
か
け
ら
れ
る
の
は
ま
っ
た

く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
今
作
も
た
ま
た
ま

機
会
を
い
た
だ
い
て
制
作
過
程
を
公
開
し

ま
し
た
が
、
制
作
展
や
展
示
会
で
さ
ま
ざ

ま
な
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
描
き
直
し
た

り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
完
成
と

い
う
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。
今
作
は
約

1
0
0
年
前
の
岡
崎
と
い
う
比
較
的
新
し

い
時
代
を
描
い
て
い
ま
す
の
で
、
資
料
に

は
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
話
を
教
え
て
も

ら
え
る
の
は
大
歓
迎
で
す
。

　　

3
月
13
日
か
ら
当
資
料
館
で
開
催
す
る

柄
澤
照
文
作
「
大
正
5
年
岡
崎
俯
瞰
図
屏

風
展
」
で
は
、
最
新
作
を
は
じ
め
と
す
る

屏
風
画
全
4
作
品
の
ほ
か
、
下
図
な
ど
も

展
示
し
ま
す
。
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
タ
ッ
チ

で
歴
史
に
忠
実
に
描
か
れ
た
柄
澤
さ
ん
の

作
品
を
近
く
で
ゆ
っ
く
り
ご
鑑
賞
い
た
だ

け
ま
す
。
是
非
一
度
お
越
し
く
だ
さ
い
。

Check

　今回の作品は、約100年前の岡崎
市の街の様子や当時の人物が描かれ
ています。今も面影が残る建物や当
時の人々など、見覚えのある景色や
名前が見つかるかもしれません。近
くで見て探してみるのも楽しみ方の
ひとつです。
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奨学生による成果発表会開催のご案内
「おかしん先端科学奨学金制度」

奨学生による成果発表会開催のご案内
「おかしん先端科学奨学金制度」

日　　時　／　平成30年２月19日㈪　14：00～15：30（開場13：00）

会　　場　／　岡崎信用金庫　本部ビル2階大ホール
申込方法　／　ホームページ「お知らせ欄」に掲載している「おかしん先端科学奨学金制度」奨学生による成果発表会の
　　　　　　ページの『参加申込書』にご記入の上、おかしん本支店窓口へお申し込みください。

※13：00より会場には自然科学研究機構の取り組み内容を紹介したパネルが展示してあります。

発 表 者　／　

当金庫は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構（基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学
研究所）と地域連携協定を結び、岡崎市を中心とした地域における教育支援等の活動において、地
域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的に、平成24年8月「おかしん先端科学奨学金制
度」を創設しました。今回は奨学生の方々の研究成果発表会を開催いたします。

須　田　　啓　氏〈総合研究大学院大学(基礎生物学研究所)〉　発表テーマ『食虫植物ハエトリソウの持つ記憶機構（仮題）』
森下　美生　氏〈総合研究大学院大学(基礎生物学研究所)〉　発表テーマ『植物がもつ高い再生能力を引き出すステミン遺伝子の役割（仮題）』
春若　航一路　氏〈総合研究大学院大学(生理学研究所)〉　　　発表テーマ『生体イメージングが明らかにする脳一免疫系の相互作用（仮題）』
新宅　直人　氏〈総合研究大学院大学(分子科学研究所)〉　　発表テーマ『有機太陽電池に及ぼす電子の振る舞いの効果（仮題）』
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ユ
ニ
チ
カ

池田橋
井田西町北

井田新町西

井田西町
248

愛
知
環
状
鉄
道

日名支店　新店舗

日名支店　旧店舗

2 13
平成30年

火 新築移転オープン！
日名支店日名支店日名支店

〈移転前〉
　〒444－0912　岡崎市井田西町５－１
〈移転後〉
　〒444－0912　岡崎市井田西町７－１

TEL：0564－26－2611
電話番号は変わりません

まずは、おかしんにご相談ください

全自動貸金庫の設置 土・日・祝日もご利用ＯＫ！土・日・祝日もご利用ＯＫ！土・日・祝日もご利用ＯＫ！

ビジネスマッチング 事業継承・Ｍ＆Ａ 海外ビジネス支援

相続関連 補助金・助成金

このたび、岡崎信用金庫日名支店は、新築移転させていただきます。
今後もより一層地域の皆さまに愛され信頼される金融機関を目指して
参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

365日ご利用できる全自動貸金庫を設置し、皆さまの大切な財産を
お守りします。ぜひこの機会に、新規ご利用してみませんか？
365日ご利用できる全自動貸金庫を設置し、皆さまの大切な財産を
お守りします。ぜひこの機会に、新規ご利用してみませんか？
365日ご利用できる全自動貸金庫を設置し、皆さまの大切な財産を
お守りします。ぜひこの機会に、新規ご利用してみませんか？

毎
月
一
回
発
行

発
行
所　

岡
崎
市
菅
生
町
字
元
菅
四
一

発
行
／
岡
崎
信
用
金
庫　
編
集
／
地
域
振
興
部

電
話
〈
〇
五
六
四
〉
二
五
│
七
三
四
一（http://www.okashin.co.jp

）


