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診療台で自立する
子供たち

教
育
随
想

岡崎歯科医師会会長■

和田　　昭　氏

開
業
し
て
三
十
年
以
上
診
療
台
の
上
で

泣
き
喚
く
子
供
た
ち
を
相
手
に
悪
戦
苦
闘

し
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
最
近
感
じ
る
の
は
、
歯
科

医
院
の
診
療
台
の
上
で
初
め
て
自
分
の
意

に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
さ
れ
る
子
供
が
増

え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く

の
子
供
た
ち
が
、
家
庭
内
で
は
自
分
の
思

う
ま
ま
に
生
活
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
嫌
な
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
も
、

泣
い
て
拒
絶
し
懇
願
す
れ
ば
逃
れ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
学
習
し
て
き
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
甘
や
か
さ
れ
る
の
を
当
然
の
権

利
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
に
慣
れ
切
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
少
子
化

の
弊
害
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
痛
み
が
出
て
い
た
り
、
炎
症

を
起
こ
し
て
腫
れ
て
い
た
り
な
ど
の
緊
急

性
の
高
い
処
置
に
は
甘
え
を
許
容
す
る
余

地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
や
る
べ
き
こ
と
は
や

ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

状
況
で
は
、
泣
く
子
供
の
泣
き
方
が
変
化

し
て
き
て
い
ま
す
。
昔
は
純
粋
に
「
恐
怖
」

で
泣
く
子
供
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最

近
は
「
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
無
理
や
り

さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
怒
り
の
泣
き

声
が
多
い
気
が
し
ま
す
。
治
療
が
終
わ
っ

て
か
ら
の
方
が
泣
き
方
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
、
母
親
に
当
た
り
散
ら
か
す
姿
を
よ
く

目
に
し
ま
す
。

歯
科
治
療
は
大
人
で
も
嫌
な
も
の
で
、

恐
怖
感
を
あ
お
る
要
素
が
多
々
あ
り
ま

す
。
子
供
が
そ
れ
を
克
服
す
る
の
は
と
て

も
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
痛
く
な
い
処
置

を
根
気
よ
く
続
け
て
、「
な
ぜ
歯
を
削
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」、「
な
ぜ
麻
酔

の
注
射
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」

と
い
っ
た
治
療
の
必
要
性
が
理
解
で
き
れ

ば
、
と
て
も
協
力
的
に
な
り
ま
す
。
そ
の

証
拠
に
、
外
傷
で
歯
を
折
っ
た
り
し
て
治

療
す
る
子
供
た
ち
は
、
本
能
的
に
治
療
の

必
要
性
を
理
解
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
故

に
治
療
は
意
外
と
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
こ
と

が
多
い
も
の
で
す
。

子
供
に
と
っ
て
歯
科
の
診
療
台
は
自
立

へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
こ
で
将
来
へ
向

け
て
の
健
康
の
種
を
植
え
付
け
て
い
る
の

で
す
。
診
療
台
の
上
で
自
立
し
た
子
供
た

ち
が
、
大
人
に
な
り
自
分
の
子
供
を
連
れ

て
来
院
し
て
く
れ
た
と
き
が
歯
科
医
冥
利

に
尽
き
る
瞬
間
で
す
。（

わ
だ
　
あ
き
ら
）
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「
日
ご
ろ
の
練
習
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
殻

を
破
る
か
で
自
信
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。

勝
負
は
一
対
一
で
す
。
誰
も
助
け
て
く
れ

ま
せ
ん
。
最
後
は
自
分
を
ど
れ
だ
け
信
じ

る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
勝
負
の
分
か
れ

目
に
な
り
ま
す
ね
。」

近
本
選
手
は
、
ス
ピ
ー
ド
の
速
い
面
打

ち
を
得
意
技
と
し
て
い
た
。
三
十
三
歳
の

時
に
出
場
し
た
三
度
目
の
全
国
大
会
で

は
、
前
年
優
勝
し
た
選
手
と
決
勝
で
対
戦

し
た
。
相
手
が
、
近
本
選
手
の
面
打
ち
を

警
戒
す
る
中
で
も
、
ひ
た
す
ら
こ
の
面
を

繰
り
出
し
、
見
事
な
一
本
で
日
本
一
に
輝
い
た
。

「
あ
の
場
所
に
立
っ
た
ら
、
勝
ち
た
い
と

思
っ
て
は
だ
め
で
す
ね
。
自
分
の
出
せ
る

全
て
の
も
の
を
出
す
し
か
な
い
の
で
す
。

最
終
的
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
捨
て

き
ら
な
い
と
、
技
は
決
ま
り
ま
せ
ん
。」

全
日
本
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
な
っ
て
一
番

変
わ
っ
た
の
は
、
周
り
の
人
か
ら
の
目
で

あ
っ
た
と
い
う
。

「
人
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ

た
こ
と
で
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

何
か
を
す
る
と
き
に
、
安
易
に
妥
協
を
し

な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

自
分
が
大
き
く
成
長
し
た
と
思
い
ま
す
。」

現
在
は
、
週
末
ご
と
に
日
本
各
地
に
赴

き
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
幅
広
く
指
導
に

あ
た
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

「
上
達
の
近
道
は
、
と
に
か
く
好
き
に
な

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
何
事
も
自
分
か

ら
学
ぼ
う
と
し
な
い
と
だ
め
で
す
。」

好
き
だ
か
ら
こ
そ
、
厳
し
い
練
習
に
も

耐
え
ら
れ
る
し
、
周
り
に
対
す
る
感
謝
の

気
持
ち
も
も
て
る
の
だ
と
い
う
。

「
自
分
が
や
っ
て
き
た
こ
と
し
か
教
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
大
人
で
も

子
供
で
も
教
え
る
内
容
は
同
じ
で
す
。

し
か
し
、
ど
う
伝
え
る
か
は
違
い
ま
す
。

言
っ
て
い
る
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

相
手
に
合
わ
せ
て
か
み
く
だ
く
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
厳
し
い
言
葉
だ
け
で
は
だ
め

な
の
で
す
ね
。」

自
分
の
信
念
を
曲
げ
ず
に
、
相
手
に
合

わ
せ
て
指
導
を
行
う
姿
は
、
ま
さ
に
近
本

選
手
が
試
合
で
戦
う
と
き
の
ス
タ
イ
ル
と

一
致
す
る
。

「
組
み
づ
ら
い
相
手
と
の
試
合
で
、
自
分

の
技
が
上
手
に
出
せ
ず
、
不
満
な
様
子
で

帰
っ
て
く
る
選
手
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う

と
き
に
は
す
か
さ
ず
、
相
手
が
い
て
初
め

て
試
合
が
成
立
す
る
こ
と
を
諭
し
ま
す
。」

対
戦
す
る
相
手
に
、
感
謝
の
気
持
ち
を

持
ち
、
勝
っ
て
も
お
ご
ら
ず
自
分
の
試
合

を
す
る
。
技
術
的
な
練
習
も
大
切
だ
が
、

精
神
的
な
強
さ
を
鍛
え
る
こ
と
を
、
最
も

大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
。

「
剣
道
は
た
た
く
し
、
た
た
か
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
人
の
痛
み
が
分
か
る
よ

う
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
競
技
の
よ
さ

の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
ね
。」

日
本
一
の
技
術
は
、
自
己
鍛
錬
の
み
で
な

く
、
他
者
に
対
す
る
共
感
と
理
解
の
上
に
成

り
立
つ
も
の
だ
と
強
く
感
じ
た
。

教
師
の
挑
戦
す
る
姿
勢

葵
中
学
校
長
■
■

内
田
　
義
和

私
が
小
学
生
の
こ
ろ
、
挑
戦
的
に
授
業

改
善
に
取
り
組
む
担
任
の
先
生
に
新
鮮
さ

と
わ
く
わ
く
感
を
覚
え
た
。
家
に
帰
っ
て

「
今
日
、
Ａ
先
生
が
授
業
で
、
こ
ん
な
こ
と

を
さ
せ
て
く
れ
た
」
と
言
う
と
、「
さ
す
が

Ａ
先
生
だ
ね
え
。
す
ご
い
ね
」
と
、
母
親
は
、

担
任
の
先
生
へ
の
敬
愛
の
言
葉
で
応
じ
て

く
れ
た
。
子
供
な
が
ら
に
、
こ
の
先
生
に

担
任
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
誇
り

に
思
っ
た
。

教
師
が
常
に
自
己
の
成
長
を
目
指
し
て

挑
戦
し
続
け
る
こ
と
が
、
子
供
の
学
ぶ
意
欲

を
前
向
き
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
時
代
が

変
わ
っ
て
も
、
教
師
と
し
て
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
不
易
の
姿
勢
だ
と
思
う
。

さ
て
現
在
、
教
師
と
し
て
挑
戦
し
て
ほ

し
い
こ
と
の
一
つ
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し

て
「
学
び
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
革
新
）」

を
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
新
し
い

知
識
・
情
報
・
技
術
が
、
社
会
の
あ
ら
ゆ

自
己
を
鍛
え
る

第
五
十
一
回
全
日
本
剣
道
選
手
権
優
勝

近
本
　
　
巧
　
氏

ぴ
ん
と
伸
び
た
背
筋
で
、
真
っ
直
ぐ
に

目
を
見
て
話
を
続
け
る
。
そ
の
凛
々
し
さ

を
感
じ
る
雰
囲
気
は
、
剣
道
一
筋
に
歩
ん

で
き
た
こ
れ
ま
で
の
人
生
が
醸
し
出
し
た

も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

「
剣
道
が
好
き
で
し
た
。
だ
か
ら
苦
し
い

練
習
も
平
気
で
し
た
。」

小
学
四
年
の
時
に
、
兄
の
影
響
で
剣
道

を
始
め
た
。
そ
の
後
、
練
習
を
重
ね
る
中

で
、
そ
の
魅
力
に
気
付
い
た
と
い
う
。

「
試
合
に
な
っ
た
ら
相
手
と
自
分
と
の
勝
負

で
す
。
出
方
を
読
み
、
い
ろ
い
ろ
な
発
想
を

し
な
け
れ
ば
勝
て
ま
せ
ん
。
技
術
的
な
要
素

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
精
神
的
な
要
素
が

大
き
い
の
が
、
本
当
に
難
し
く
て
お
も
し
ろ

い
で
す
ね
。」

大
学
卒
業
後
は
、
愛
知
県
警
に
入
り
、

特
別
練
習
生
と
し
て
さ
ら
に
練
習
に
打
ち

込
む
日
々
を
過
ご
し
た
。

（

）

氏
　
　
名
　
ち
か
も
と
　
た
く
み

生
年
月
日
　
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
五
日

住
　
　
所
　
岡
崎
市
青
木
町
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る
領
域
で
の
活
動
の
基
盤
と
し
て
飛
躍
的

に
重
要
性
を
増
す
社
会
（
知
識
基
盤
社
会
）

が
到
来
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る

中
で
、
ど
の
国
の
人
と
も
対
等
に
話
し
合

い
、
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
協
働
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
子
供
た
ち
に

二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
力
を
育
む
た
め

に
は
、
教
育
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
は

不
可
欠
で
あ
る
。

教
師
が
子
供
の
発
達
段
階
や
学
習
内
容

を
考
慮
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
な
ど
の

教
材
を
導
入
す
る
。
子
供
が
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
な
ど
の
情
報
端
末
、

デ
ジ
タ
ル
機
器
や
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
駆
使
し
、

個
別
学
習
や
班
学
習
、
協
働
学
習
を

展
開
し
て
い
く
。
一
方
で
、「
一
斉
授
業
」

「
班
学
習
」「
個
別
学
習
」「
協
働
学
習
」

の
よ
さ
を
生
か
す
に
は
、
ど
ん
な
場
面
や

学
習
内
容
が
適
し
て
い
る
か
。
さ
ら
に
、

そ
れ
ら
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
て
、
授
業
を

構
成
す
る
べ
き
か
を
実
証
研
究
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
新
し
い
授
業
を
創
造
す
る
中
で

時
代
が
求
め
る
子
供
の
生
き
る
力
を
育
成

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
今
ま
で
の
授
業
を
が
ら
り
と

変
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
各
教
科

の
本
質
は
見
失
わ
な
い
よ
う
に
し
、
学
び

の
手
段
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
と

い
う
基
本
理
念
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

と
は
し
な
か
っ
た
。

話
し
合
い
が
平
行
線
を
た
ど
り
結
論
が

出
な
い
ま
ま
「
こ
の
ま
ま
で
は
、
Ａ
男
の

せ
い
で
牛
を
飼
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
空
気
が
漂
い
始
め
た
。
Ａ
男
を
悪
者

に
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
私
は
、

「
片
岡
さ
ん
の
牛
を
大
切
に
す
る
Ａ
男
の

気
持
ち
を
、
片
岡
さ
ん
に
伝
え
て
み
よ
う
。

そ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
、
も
う
一
度
み
ん
な

で
考
え
よ
う
。」

と
こ
の
授
業
を
締
め
く
く
っ
た
。
安
易
な

結
論
に
し
な
い
方
が
よ
い
と
思
っ
た
か
ら

だ
。
こ
の
話
し
合
い
の
経
緯
を
片
岡
さ
ん

に
伝
え
る
と
、
直
接
話
を
し
て
く
だ
さ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

片
岡
さ
ん
か
ら
お
話
が
あ
る
と
聞
い
て
、

Ａ
男
を
は
じ
め
ク
ラ
ス
全
員
が
、
話
に
聞

き
入
っ
た
。

「
我
々
酪
農
家
が
世
話
を
し
て
も
、
牛
が

病
気
に
な
る
こ
と
も
死
ん
で
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
心
配
す
る
よ
り
も

病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
責
任
も
っ
て

世
話
す
る
こ
と
が
大
切
だ
よ
。
そ
の
せ
い

で
病
気
に
な
っ
て
も
誰
の
責
任
で
も
な
い

か
ら
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
大
丈
夫
。」

と
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い

た
Ａ
男
は
、

「
ぼ
く
も
、
飼
い
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
片
岡
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
を

守
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
み
た
い
。」

と
、
自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
表
情
で
力
強

く
語
っ
た
。

子
牛
が
や
っ
て
き
た
日
。
Ａ
男
は
牛
の

体
を
清
潔
に
保
つ
た
め
に
牛
小
屋
の
掃
除

を
し
た
。
牛
の
だ
液
や
ふ
ん
が
服
に
付
い

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
気
に
す
る
こ
と
も
な

く
黙
々
と
作
業
を
行
っ
た
。

「
服
が
汚
れ
て
い
る
よ
。」

と
私
が
言
う
と
、

「
牛
の
た
め
だ
か
ら
。」

と
平
気
で
答
え
た
Ａ
男
。
牛
の
命
や
片
岡

さ
ん
の
牛
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
、
深

く
考
え
た
Ａ
男
だ
か
ら
こ
そ
言
え
た
の
で

は
な
い
か
。
牛
を
飼
う
こ
と
に
つ
い
て
、

子
供
と
共
に
、
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て

き
た
。
こ
の
最
後
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
命

の
大
切
さ
を
実
感
さ
せ
る
取
組
み
が
間
違

い
で
な
か
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
。

そ
ん
な
Ａ
男
の
姿
に
、
私
も
掃
除
道
具

を
握
る
手
に
力
が
こ
も
っ
た
。

牛
に
対
す
る
思
い

豊
富
小
　
川
崎
　
友
典

「
ぼ
く
は
、
三
年
生
の
力
だ
け
で
、
牛
を

飼
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。」

こ
れ
は
、「
学
校
で
子
牛
を
飼
う
こ
と

が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
話
し
合
い
で
の
、

Ａ
男
の
発
言
で
あ
る
。

「
酪
農
家
の
片
岡
さ
ん
が
大
切
に
育
て
た

牛
を
、
ぼ
く
た
ち
が
飼
っ
て
失
敗
し
た
ら
、

片
岡
さ
ん
の
三
六
五
日
の
努
力
が
、
水
の

泡
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。」

と
そ
の
理
由
を
語
っ
た
。
学
校
で
牛
を
飼

い
た
い
、
飼
え
る
は
ず
だ
と
い
う
意
見
が

大
半
を
占
め
る
中
で
の
反
対
意
見
に
、
教
室

は
静
ま
り
か
え
っ
た
。「
特
に
、
ど
ん
な

こ
と
が
不
安
な
の
か
な
」
と
私
が
問
う
と
、

「
え
さ
の
量
を
間
違
え
て
、
病
気
に
な
っ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
牛
の
命

を
気
遣
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
だ
か
ら

私
は
、
Ａ
男
の
不
安
を
取
り
除
こ
う
と
す

る
意
見
の
子
を
多
数
指
名
し
た
。
そ
れ
で

も
最
後
ま
で
Ａ
男
は
簡
単
に
納
得
し
よ
う
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▲確かな学力－連尺小－

▲岡崎市美術博物館（高隆寺町）

岡
崎
市
は
、
岡
崎
城
を
始
め
と
し
、
数
々
の
史
跡

や
資
料
館
な
ど
が
あ
り
、
文
化
・
歴
史
を
大
切
に
し

て
い
る
。
中
で
も
、
美
術
館
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
く

「
岡
崎
市
美
術
博
物
館
」「
お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も

美
術
博
物
館
」「
岡
崎
市
美
術
館
」
の
三
館
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
活
か
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

「
岡
崎
市
美
術
館
」
は
、
愛
知
県
美
術
館
に
次
ぐ

県
下
二
番
目
の
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
日
に
開
館

し
た
。
主
に
、
郷
土
ゆ
か
り
の
作
家
に
よ
る
作
品

を
収
集
、
収
蔵
し
て
い
る
。
現
在
は
、
館
蔵
品
の

展
示
と
と
も
に
、
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
も
、

年
間
約
一
四
〇
団
体
に
よ
る
展
覧
会
を
実
施
し
て
い
る
。

「
お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
」
は
、
昭
和

六
十
年
五
月
四
日
に
、
日
本
最
初
の
子
供
の
た
め
の

美
術
館
と
し
て
開
館
し
た
。
国
内
一
の
造
形
体
験

教
室
が
あ
る
。
ま
た
、
著
名
な
画
家
の
十
代
の
頃

の
作
品
を
常
設
展
示
し
て
い
て
、
本
物
に
触
れ
る

機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

「
岡
崎
市
美
術
博
物
館
」
は
、
平
成
八
年
七
月
六
日

に
開
館
し
、
現
代
美
術
・
原
始
美
術
な
ど
心
を
語
る

美
術
館
を
め
ざ
し
て
い
る
。
作
品
の
保
管
・
収
集
・

展
示
と
共
に
、
年
間
約
六
回
の
企
画
展
を
実
施
し

て
い
る
。

三
館
共
通
の
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
も
発
行
さ
れ
て

お
り
、
三
館
の
特
徴
で
あ
る
「
発
表
」「
創
作
」

「
鑑
賞
」
を
目
的
に
有
意
義
に
活
用
で
き
る
。
大
人

は
も
ち
ろ
ん
、
感
受
性
豊
か
な
子
供
の
時
期
に
、

三
館
を
訪
れ
、
文
化
都
市
「
岡
崎
」
を
実
感
し
て

ほ
し
い
。

▲岡崎市美術館（明大寺町）
▲岡崎市小中学校書き初め展（平成25年度）

▲ おかざき世界子ども美術博物館（岡町）

▲ 3位 ステンドグラス（丸型）

造形教室人気ランキング（平成25年度）

▲ 1位 巾着袋

▲ 2位 ジェル万華鏡

�その他
�テラコッタ

文化都市「岡崎」

!

丸や四角い
ガラスタイプの
他に、自由に
形が変えられる
プラスチック
モビールタイプ
のもの等、タイプ
が選べる。

色がきれいで実用的。人気上昇中。

くつ型は、
植木鉢として
使用できる。

変わる模様が美しい。
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平成26年度 展覧会スケジュール

・ 4 ／ 5 ～ 6 ／ 1
「藤井達吉の全貌」
・ 6 ／14～ 7／27
「古文書みりょく発見！」
・ 8 ／ 9 ～ 9 ／21
「法隆寺展～聖徳太子と平和への祈り」
・10／ 4 ～11／24
「浮世絵の美～平木コレクション」
・12／ 2 ～ 1 ／18
「新収蔵展」
・ 1 ／31～ 3／29
「暮らしのうつりかわり」

＊展覧会タイトル内容は、変更する場合があります。

浮世絵では最
高レベルと称さ
れる平木コレク
ション。本展で
は公開さえも制
限される重要文
化財など国指定
品ばかり約150
点を特別に展示
する空前絶後の
浮世絵展です。

▲東洲斎写楽
▲「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」

「聖徳太子信仰」「平和
への祈り」をテーマに、
国宝「観音菩薩立像
（夢違観音）」をはじめ
とする白鳳時代の仏像
の名品に加え、国宝・
重要文化財約20件を含
む法隆寺・聖徳太子
ゆかりの宝物を一堂に
展示し、「日本仏教の
祖」聖徳太子の偉大な
足跡をたどります。

� 国宝「観音菩薩立像」

▲市民ギャラリー 市民の作品を発表

▲「暮らしのうつりかわり」（平成25年度）
【参加校38小中学校・参加児童生徒3065名】

▲パブロ・ピカソ（14才）
「男性頭部石こう像のデッサン」

▲ 「アートで食べよう!おいしい食卓展」
4/19～7/13 本物そっくり積木のお寿司

▲ウレタン工作
工作教室人気NO.1。種類の多さは圧巻

▲ EBアート　陶器のような美しさ

▲芸術分野情報コーナー
▲ 市民の情報発信や憩いのスペース

岡崎市美術博物館
鑑賞

身近にすばらしい作品がたくさんあり
ます。大切な子供の時期に本物の芸術と
出合ってほしい。学芸員　村松和明氏

岡崎市美術館
発表

所
蔵
作
品

おかざき世界子ども美術博物館
創作

3美術館を巡る
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平
成
二
十
六
年
度
岡
崎
市
内
の

小
中
学
校
の
概
要
が
ま
と
ま
っ

た
。
五
月
一
日
現
在
の
学
校
数
や

学
級
数
、
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
が
三
名
減
で
、
中
学

校
が
四
名
減
と
な
っ
た
。
一
校
当

た
り
の
学
級
数
は
、
小
学
校
、
中

学
校
と
も
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
学
級
当
た
り
の
児
童
・
生
徒
数

は
、
小
・
中
学
校
と
も
に
三
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
一
九
〇
名

減
少
し
た
。
教
職
員
数
は
八
人
減

と
な
っ
た
。

再
任
用
教
職
員
は
、
六
十
八
名

で
あ
る
。

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
す
る
。
作
品

は
、『
ふ
た
り
の
ロ
ッ
テ
』
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
五
日
（
火
）

・
午
前
の
部
　
十
時
三
十
分
〜

・
午
後
の
部
　
十
四
時
〜

八
月
六
日
（
水
）

・
午
前
の
部
　
十
時
三
十
分
〜

○
場
所
　
岡
崎
市
民
会
館

○
演
目
『
ふ
た
り
の
ロ
ッ
テ
』

○
参
加
日
時
は
学
校
ご
と
に
指
定

す
る
。

◆
愛
知
縣
護
國
神
社
奉
納
弓
道
大
会

団
体
中
学
女
子
の
部

二
位
　
額
田
中

小
野
斐
加
　
青
山
美
咲

藤
井
　
萌

◆
第
21
回
愛
知
県
ヴ
ォ
ー
カ
ル

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

金
賞
　
六
ツ
美
北
中
合
唱
部

チ
ー
ム
「
夢
見
る
コ
コ
ロ
」

銀
賞
　
矢
作
中
合
唱
部

チ
ー
ム
「
矢
作
中
学
校
Ｂ
」

銀
賞
　
常
磐
中
合
唱
部

チ
ー
ム
「
Ｔ
Ｋ
Ｗ
９
」

銀
賞
　
六
ツ
美
北
中
合
唱
部

チ
ー
ム
「
た
わ
む
れ
る
コ
コ
ロ
」

銅
賞
　
矢
作
中
合
唱
部

チ
ー
ム
「
矢
作
中
学
校
Ａ
」

●

芸
術
鑑
賞
会

●

表
　
　
彰

●

小
中
学
校
の
よ
う
す

●学年別児童・生徒数（人）（平成26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

1,937 1,884 1,796 1,839 1,818 1,973 1,865 1,899 1,919

1,732 1,780 1,732 1,762 1,699 1,773 1,820 1,845 1,767

3,669 3,664 3,528 3,601 3,517 3,746 3,685 3,744 3,686

●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 1,797〈 87〉 11,247 10,478 21,725 430.5 649.5 1,080.5 09 51 50

中学校 20 1,359〈 42〉 05,683 05,432 11,115 391.5 267.5 659.0 04 27 23

合　計 67 1,156〈129〉 16,930 15,910 32,840 822.0 917.5 1,739.5 13 78 73

学校数
学級数

〈内特別支援〉

児童・生徒
（人）

校長・教頭・教諭（人）
＊養護教諭・期限付き講師・再任用含む

栄養教諭・職員
（人）

事務職員
（人）

養護教諭
（人）

男 女 計 男 女 計 県 県 県

教
員
補
助
者
は
一
九
一
名
で
、

う
ち
四
名
は
養
護
教
諭
支
援
員
。

教
員
補
助
者
全
体
は
十
一
名
増
。

英
語
支
援
員
は
十
八
名
、
Ａ
Ｌ
Ｔ

は
二
十
名
で
、
変
わ
ら
な
い
。

●学校・学級の規模（市内平均）

小学校

462人

17学級

■27人

556人

18学級

■31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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⑥教育総務費
　14億9,173万（11.7％）

②幼稚園費
　2億4,509万
　　（1.9％）

⑤保健体育費
　6億8,533万
　　（5.4％）

④社会教育費
　22億4,325万
　　（17.5％）

③学校教育費
　44億4,391万
　　（34.8％）

平成26年度
127億7,647万

①小中学校費
　36億6,716万
　　（28.7％）

〈教育費の内訳〉

小　中 柔剣道場整備（六ツ美中）
学校費 屋体非構造部材耐震化（梅園小・根石小・六名小・連尺小・井田

小・愛宕小・大樹寺小・矢作北中・北中・六ツ美北中・葵中・甲
山中・福岡中・東海中・矢作中・竜海中・常磐中・城北中・南
中・岩津中・美川中）
便所簡易改修（北野小・岡崎小・小豆坂小・城南小・美合小・矢
作西小・本宿小・三島小・常磐小・六ツ美中部小・山中小・奥殿
小・愛宕小・竜谷小・恵田小・形埜小・秦梨小・常磐東小・宮崎
小・下山小・夏山小）
屋体・校舎外壁等改修（緑丘小・竜美丘小・広幡小・男川小・六
ツ美中部小・上地小・矢作南小・城北中）
便所全面改修（六ツ美北部小・岩津小・大樹寺小）：繰越
高圧受電設備改修（三島小・甲山中）
職員室空調設備改修（甲山中・葵中・岩津中・六ツ美中・六ツ美
北中）
図書室空調設備設置（常磐南小・常磐東小・夏山小・宮崎小・下
山小）
美術室整備（葵中） ※小中学校名は予定
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）

学　校 行事開催事業委託及び指導研修
教育費 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・数学・理科指導用タブレット型端末の導入・活用
学校情報メールシステム運用業務
理科観察実験支援事業
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26年度のあらまし◆

教育費
127億7,647万
（11.4％）

民生費
438億1,145万
（39.0％）

（単位　円）

平成26年度
1,122億6,000万

総務費
109億5,068万
　（9.7％）

　衛生費
127億6,884万
　 （11.4％）

土木費
163億5,307万
　　（14.6％）

その他
155億9,949万
　 （13.9％）

〈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26年度　岡崎市の教育予算
夢ある次の新しい岡崎を創る予算
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フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／オアシス

修
学
旅
行
で
、
首
都
で
あ
る
東
京
と
鎌
倉
の

歴
史
を
探
索
で
き
る
神
奈
川
を
訪
れ
る
。
日
本

の
産
業
・
生
活
・
歴
史
を
学
び
、
協
調
性
・
責
任
感
・
公
衆

道
徳
を
身
に
付
け
る
。
こ
の
時
期
の
鎌
倉
の
街
は
、
ア
ジ
サ
イ

の
花
で
華
や
か
に
彩
ら
れ
る
。
寝
食
を
共
に
す
る
級
友
と
の

学
び
を
通
じ
て
、
自
然
の
美
し
さ
を
感
じ
、
生
涯
か
け
が
え

の
な
い
思
い
出
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

足
さ
ば
き
の
練
習
が
最
も
大
切
だ
と
近
本
選
手
は
言
う
。

竹
刀
を
持
ち
、
ひ
た
す
ら
下
半
身
の
動
き
を
確
認
す
る
練
習

で
あ
る
。「
愚
直
に
基
本
を
や
っ
て
い
た
の
が
良
か
っ
た
」

元
全
日
本
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
基
本
の
大
切
さ
を

誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
に
と
っ

て
の
基
本
と
は
何
だ
ろ
う
。
じ
っ
く
り
考
え
た

い
と
感
じ
た
。

涼
し
げ
な
白
い
シ
ャ
ツ

が
、
目
立
ち
は
じ
め
る

季
節
と
な
っ
た
。
季
節
に
応
じ
て
、

衣
服
を
着
替
え
る
衣
替
え
は
、
古
く

か
ら
の
宮
中
行
事
で
あ
っ
た
。
季
節

の
変
化
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
日
本

特
有
の
習
慣
で
あ
る
と
い
う
。

岡
崎
に
は
、
最
高
の
芸
術
に
触
れ
ら
れ
る
美
術
関
連
の

施
設
が
あ
る
。
そ
し
て
、
岡
崎
ゆ
か
り
の
作
家
の
な
ん
と

多
い
こ
と
か
。
そ
の
熱
い
情
熱
が
今
の
岡
崎
を
作
っ
て
い

る
の
だ
と
、
改
め
て
感
じ
た
。
美
術
博
物
館
に
は
、
は
る

ば
る
遠
く
か
ら
足
を
運
ぶ
人
が
多
い
。

梅
雨
の
時
期
、
雑
踏
か
ら
離
れ
、ゆ
っ
く
り

と
芸
術
を
愛
で
て
み
よ
う
か
。

オシ

アス

牧師を祖父にもつドイツ人の著者が 16
歳で禅と出会い，後に出家得度を受けた。
曹洞宗の住職となり，日本人よりも日本的
な感性をもち現在を生きている。合理的な
視点から日本人の本質を考察しているとこ
ろが，実に面白く興味深い。「キリスト教
やイスラム教の国々は，宗教間の争いが絶
えない」との記述もあり，心が痛む。日本
は，日々の生活の中に宗教的な行いと心を
持ち合わせて生きているからこそ，宗教は
必要ないと述べている。同感である。

日本人は自覚せず、遥か昔から、宗教的な
行いと心を持ち合わせている。

心に残った一文~~~ ~~~

＊日本人に「宗教」は要らない ネルケ無方
KKベストセラーズ ￥819

＊ケータイ社会論 岡田朋之・松田美佐
有斐閣選書 ￥2,200

＊ディズニー大学 ダグ・リップ
星雲社 ￥1,800

＊吉田松陰 川口　雅昭
致知出版社 ￥2,000

＊人生の大則 藤尾　秀昭
致知出版社 ￥1,100

＊本の値段は本体価格 美川中　和田　　実

こ
の
写
真
は
「
岡
小
の
森
」
で
朝
の
歌
を
歌
う

三
年
生
の
児
童
で
あ
る
。
岡
崎
小
学
校
は
「
い
つ

で
も
。
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
歌
声
を
」
を
目
標

に
、
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
音
楽
教
育
の
充
実
に

取
り
組
ん
だ
。
体
を
ゆ
す
り
手
拍
子
を
し
な
が
ら

歌
う
子
や
、
前
に
立
っ
て
堂
々
と
指
揮
棒
を
振
る

子
の
姿
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

こ
の
取
組
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
、
他
の
四
校

と
開
催
し
た
全
日
本
音
楽
教
育
研
究
会
で
、
全
国

の
先
生
方
に
発
信
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
二
年
当
時
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で

は
、「
豊
か
な
人
間
性
」
が
ね
ら
い
の
一
つ
に
挙

げ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
豊
か
な
表
現
力
の
育
成

は
、
芸
術
に
も
言
語
に
も
及
ん
で
、
教
育
の
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

・
カ
　
　
ッ
　
　
ト

福
　
岡
　
中

山
　
田
　
　
　
周

「岡小の森」で歌う児童
（昭和54年）

写真提供：岡崎小学校


