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月報　岡崎の教育　平成 30 年 2 月

　

私
が
学
校
薬
剤
師
と
な
り
二
十
七
年
が

過
ぎ
ま
す
。
大
学
を
卒
業
し
病
院
薬
剤
師

と
し
て
勤
務
し
て
二
年
経
っ
た
こ
ろ
父
が

病
気
で
他
界
し
、
実
家
の
薬
局
を
継
ぎ
、

私
の
学
校
薬
剤
師
の
活
動
が
始
ま
り
ま
し

た
。
最
初
は
ど
う
し
て
薬
剤
師
が
学
校
の

環
境
衛
生
検
査
を
す
る
の
か
、
と
疑
問
に

思
い
つ
つ
、
環
境
衛
生
検
査
を
行
う
た
め

担
当
校
に
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
こ

ろ
ま
だ
独
身
で
、
あ
ま
り
子
供
に
興
味
が

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
学
校
に
行
く
と
、

子
供
た
ち
の
元
気
な
挨
拶
、
明
る
い
笑
顔

で
迎
え
て
も
ら
え
る
の
が
と
て
も
楽
し
み

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
校
内
を
検
査
し

て
い
る
と
興
味
津
々
な
顔
で
覗の

ぞ

き
込
ん
だ

り
、
ち
ょ
っ
と
照
れ
な
が
ら
話
し
か
け
て

く
る
子
も
い
ま
す
。
年
を
重
ね
て
く
る
ご
と

に
学
校
薬
剤
師
の
役
割
、
学
校
環
境
衛
生

検
査
の
必
要
性
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

二
十
七
年
も
経
つ
と
時
代
の
移
り
変
わ

り
と
と
も
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
ず
学
校
薬
剤
師
活
動
で
は

当
初
は
環
境
衛
生
に
つ
い
て
の
検
査
が
主
体

で
保
健
室
の
医
薬
品
の
管
理
、
そ
し
て

堯ぎ
ょ
う虫

卵
検
査
、
尿
検
査
・
検
便
も
学
校

薬
剤
師
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
家
庭
生
活

等
を
取
り
巻
く
社
会
の
環
境
衛
生
が
改
善

さ
れ
た
こ
と
で
堯

ぎ
ょ
う

虫
卵
の
検
査
は
廃
止
さ

れ
た
半
面
、
環
境
整
備
が
進
み
生
活
環
境

等
の
衛
生
面
が
良
く
な
り
、
食
生
活
も
向

上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
病

の
あ
る
子
供
た
ち
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

最
近
で
は
学
校
で
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
起
こ
し
た
場
合
の
エ
ピ
ペ
ン

の
使
用
等
も
大
き
な
変
化
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。ま
た
地
球
温
暖
化
・
エ
ア
コ
ン

等
の
普
及
に
よ
り
夏
季
の
熱
中
症
対
策
・
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
・
Ｏ

│

1
5
7
等
の
感
染
症

に
も
注
意
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
医
薬
品
の
適
正
使
用
や
薬
物
乱
用

防
止
活
動
等
学
校
薬
剤
師
と
し
て
の
活
動

も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
じ

く
子
供
た
ち
に
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ

ま
す
。
平
均
身
長
は
高
く
な
り
、
成
長
の

度
合
い
も
早
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
遊
び
に
関
し
て
も
ゲ
ー
ム
機
の
普
及

に
よ
り
屋
内
で
遊
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
、

ま
た
心
の
病
の
あ
る
子
も
増
え
て
い
ま
す
。

教
育
現
場
に
お
い
て
も
、
ゆ
と
り
教
育
、

パ
ソ
コ
ン
の
授
業
等
大
き
く
変
化
し
ま
し

た
。こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
に
あ
わ
せ
、

毎
日
の
生
活
の
半
分
を
過
ご
す
学
校
生
活

を
子
供
た
ち
が
健
康
で
安
全
に
過
ご
せ
る

よ
う
、
そ
し
て
元
気
な
挨
拶
と
明
る
い

笑
顔
の
た
め
に
学
校
薬
剤
師
と
し
て
努
め

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
も
り
や　

み
の
り
）
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ふるさとシリーズこの人に聞く／羅針盤

豊
か
な
人
間
性
や

　
　
社
会
性
を
育
む
た
め
に

竜
海
中
学
校
長　
　

加
藤　

勝
巳

　

私
た
ち
教
師
は
、
児
童
生
徒
に
確
か
な

学
力
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
豊
か
な

人
間
性
や
社
会
性
を
育
み
、
た
く
ま
し
く

生
き
る
た
め
の
健
康
・
体
力
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
た
め
に
、
日
々
の
教
育
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

豊
か
な
人
間
性
や
社
会
性
を
育
て
る
た

め
に
は
、
道
徳
の
授
業
や
体
験
的
な
学
習

等
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体

を
通
し
て
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
生
活
習
慣

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
本
来
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
生
活

習
慣
の
育
成
は
、
家
庭
の
躾
が
大
前
提
で

あ
る
が
、
集
団
生
活
の
中
で
身
に
つ
け
さ

せ
る
べ
き
こ
と
も
多
い
。

　

私
は
機
会
が
あ
る
た
び
に
、
生
徒
や
職
員

に
次
の
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ
れ

持
っ
て
い
く
サ
サ
ユ
リ
が
減
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
サ
サ
ユ
リ
を
自
分
の
山
で

保
護
し
、
中
学
校
へ
寄
付
し
ま
し
た
。」

　

永
井
氏
は
、
サ
サ
ユ
リ
が
た
く
さ
ん
咲

い
て
い
た
風
景
を
取
り
戻
し
た
い
と
願
い
、

地
域
の
人
と
協
力
し
て
、
昭
和
五
十
三
年

「
サ
サ
ユ
リ
愛
護
の
会
」
を
結
成
し
た
。

し
か
し
、
サ
サ
ユ
リ
の
保
護
活
動
は
試
行

錯
誤
の
連
続
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
永
井
氏
は
、
学
校
と
の
連
携

を
図
り
、サ
サ
ユ
リ
保
護
活
動
を
続
け
た
。

「
初
め
は
サ
サ
ユ
リ
を
栽
培
す
る
方
法
を

模
索
し
ま
し
た
。
サ
サ
ユ
リ
の
球
根
は
、

人
が
素
手
で
触
る
と
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

手
袋
を
は
め
鱗り

ん
ぺ
ん片

を
と
り
、
そ
こ
か
ら
育

て
ま
し
た
。
中
学
校
と
協
力
し
、
学
校
に

ハ
ウ
ス
を
作
り
、
そ
こ
で
栽
培
を
行
い
ま

し
た
。
当
時
の
先
生
と
協
力
し
て
生
徒
に

栽
培
の
方
法
を
伝
え
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
も
う
方
法
を
知
る
先
生
が
い
な
く
な
り

ま
し
た
。」

　

時
が
経
つ
に
つ
れ
、
地
域
に
も
サ
サ
ユ

リ
の
知
識
を
持
つ
人
が
少
な
く
な
り
、
五

か
所
あ
っ
た
サ
サ
ユ
リ
愛
護
の
会
支
部
も

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
今
は
会
員
が
高
齢
に
な
り
大
き
な
こ
と

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
学
校
の
活
動

だ
け
は
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
子
供
た
ち
が
鎌
を
持
っ
て
下
草
刈
り
に

行
く
姿
を
見
る
と
、
何
か
役
に
立
て
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
い
つ
か
、
サ
サ
ユ
リ
の
保
護

活
動
を
し
て
く
れ
る
後
継
者
が
育
っ
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。」

　

永
井
氏
は
、
八
十
歳
を
越
え
た
今
で
も

生
徒
が
け
が
を
し
な
い
よ
う
に
と
、
通
り

道
を
整
備
し
た
り
、
急
斜
面
に
上
り
間
伐

を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。

「
山
が
荒
れ
て
も
、
下
草
刈
り
を
し
て
管
理

を
す
る
と
、サ
サ
ユ
リ
は
芽
を
出
し
ま
す
。

球
根
は
生
き
て
い
る
の
で
す
。
花
が
咲
け

ば
、
と
て
も
良
い
香
り
が
し
ま
す
。
そ
れ

が
、
サ
サ
ユ
リ
の
魅
力
で
す
。」

　

サ
サ
ユ
リ
は
三
月
に
下
草
刈
り
を
行
う

と
五
月
に
十
日
ほ
ど
花
が
咲
く
。

「
元
気
な
う
ち
は
、
保
護
活
動
を
続
け
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

　

サ
サ
ユ
リ
保
護
活
動
を
通
し
た
ふ
る
里

を
愛
す
る
人
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
今
日
も

永
井
氏
の
営
み
は
続
い
て
い
る
。

サ
サ
ユ
リ
活
動
の

　
　
後
継
者
を
育
て
る

　

サ
サ
ユ
リ
愛
護
の
会　

会
長

永
井　

錦
治　

氏

　

サ
サ
ユ
リ
は
、
笹さ

さ

に
よ
く
似
た
葉
を
持

ち
、
優
美
な
植
物
で
あ
る
。

「
昔
は
、
田
ん
ぼ
作
り
を
す
る
人
が
た
く

さ
ん
い
て
、
日
光
を
当
て
る
た
め
、
木
を

切
っ
た
り
、
草
を
刈
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。そ
ん
な
田
ん
ぼ
の
畔あ

ぜ

に
サ
サ
ユ
リ
は
、

た
く
さ
ん
咲
い
て
い
ま
し
た
。」

　

新
香
山
中
学
校
で
は
、
香
山
中
時
代
の

昭
和
四
十
一
年
か
ら
、
多
く
の
人
の
心
を

和
ま
せ
よ
う
と
サ
サ
ユ
リ
の
花
束
を
老
人

介
護
施
設
な
ど
に
届
け
る
「
サ
サ
ユ
リ
訪
問
」

を
行
っ
て
き
た
。

「
と
こ
ろ
が
、
田
ん
ぼ
を
作
る
人
が
減
少

す
る
な
ど
の
影
響
で
、
サ
サ
ユ
リ
訪
問
に

（　
　
　
　
　
　

）

氏　
　

名　

な
が
い　

き
ん
じ

生
年
月
日　

昭
和
九
年
五
月
三
日

住　
　

所　

岡
崎
市
宮
石
町
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ふれあい

は
「
明
る
い
あ
い
さ
つ
」「
さ
わ
や
か
な

笑
顔
」「
感
謝
の
気
持
ち
」「
謙
虚
な
姿
勢
」

の
四
つ
で
あ
る
。
ど
れ
も
が
人
間
関
係
を

滑
ら
か
に
し
、
お
互
い
の
理
解
を
深
め
、

心
を
癒
し
、
信
頼
の
心
を
育
て
る
た
め
に

大
切
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
豊
か
な

人
間
性
や
社
会
性
を
育
て
る
た
め
に
は
必
要

不
可
欠
な
基
礎
的
・
基
本
的
な
生
活
の
心
得

が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
呼
び
か
け
て
三
年
目
に
な

る
。
集
会
で
の
生
徒
の
聞
く
姿
勢
、
廊
下

で
す
れ
違
う
と
き
の
あ
い
さ
つ
や
笑
顔
か

ら
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
成
果
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
地
域
の
方
々

か
ら
お
褒
め
の
言
葉
も
届
く
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
こ
れ
は
、
生
徒
た
ち
の
努
力
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
職
員
の
前
向
き
な
取
り

組
み
の
賜た

ま
も
の物

で
も
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば

「
教
師
の
方
か
ら
あ
い
さ
つ
を
す
る
」「
笑
顔

で
接
す
る
」「
日
直
や
給
食
な
ど
の
当
番
の

生
徒
に
感
謝
の
言
葉
を
か
け
る
」「
謙
虚

に
人
の
話
を
聞
く
こ
と
の
大
切
さ
を
諭
す
」

な
ど
、
多
く
の
職
員
が
率
先
垂
範
し
て
取

り
組
ん
だ
お
か
げ
で
あ
る
。

　

豊
か
な
人
間
性
や
社
会
性
を
育
む
た
め

に
は
、
常
に
教
師
や
保
護
者
な
ど
、
子
供

の
周
り
に
い
る
大
人
が
、
ま
ず
そ
の
手
本

を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
子
供
に
と
っ
て
、

な
り
た
い
大
人
の
モ
デ
ル
、
成
長
の
モ
デ
ル

と
な
る
の
は
、
最
も
身
近
に
い
る
親
や
教
師

で
あ
る
。

技
能
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
三
月

の
初
め
て
の
大
会
、
大
事
な
場
面
で
フ
ォ
ア

ボ
ー
ル
を
出
し
て
し
ま
う
心
の
弱
さ
が

表
面
化
し
た
。
試
合
後
の
部
活
日
記
で
私

は
、「
す
ぐ
に
結
果
は
出
な
い
が
、
日
々
の

積
み
重
ね
が
夏
に
実
る
。
辛
抱
強
く
取
り

組
も
う
」
と
励
ま
し
た
が
、
簡
単
に
解
決

す
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
日
に
日
に
彼
女

の
表
情
は
暗
く
な
り
、
私
を
避
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
か
月
た
っ
た

五
月
に
も
、
私
の
前
に
い
る
Ａ
子
は
、
ま

だ
そ
の
表
情
を
曇
ら
せ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　

最
後
の
大
会
間
近
と
な
っ
た
六
月
の
あ

る
日
、
Ａ
子
は
、
守
備
練
習
に
苦
し
ん
で

い
た
。
私
の
指
導
に
涙
ぐ
み
、
私
を
に
ら

み
つ
け
て
い
た
。

　

部
活
後
す
ぐ
に
、
私
は
Ａ
子
を
呼
び
、

直
接
話
を
し
た
。

「
今
日
の
練
習
き
つ
か
っ
た
か
。」
Ａ
子
は
、

黙
っ
て
目
を
そ
ら
し
た
。「
時
折
厳
し
い

言
い
方
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
先

生
は
、嫌
い
で
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

Ａ
子
に
う
ま
く
な
っ
て
ほ
し
い
。だ
か
ら
、

言
っ
て
る
ん
だ
。
一
緒
に
が
ん
ば
ろ
う
。」

Ａ
子
は
、
黙
っ
て
涙
を
流
し
て
い
た
。

　

そ
の
日
の
日
記
に
は
、「
先
生
に
何
度

も
早
く
足
を
動
か
せ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

自
分
で
は
動
か
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

自
分
ば
か
り
が
叱
ら
れ
て
い
る
気
が
し
ま

し
た
。
先
生
は
私
の
こ
と
が
嫌
い
な
ん
だ

と
思
い
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
私

は
胸
が
痛
く
な
っ
た
。し
か
し
、「
先
生
は
、

『
嫌
い
で
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
』
っ

て
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
心
が
読
ま

れ
た
の
か
と
思
っ
て
ど
き
っ
と
し
ま
し
た
。

で
も
、
そ
の
言
葉
が
嬉う

れ

し
か
っ
た
で
す
」

そ
う
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
日
を
境
に

彼
女
の
表
情
は
明
る
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

最
後
の
大
会
。
順
調
に
勝
ち
進
み
、
Ａ
子

は
、
決
勝
の
舞
台
に
立
っ
て
い
た
。
初
回

の
登
板
、Ａ
子
の
顔
は
、緊
張
で
引
き
つ
っ

て
い
た
。そ
ん
な
彼
女
に
私
は
、「
笑
っ
て
」

そ
う
ベ
ン
チ
か
ら
声
を
か
け
る
と
、
我
に

返
っ
た
よ
う
に
、
ニ
コ
ッ
と
ほ
ほ
え
み
か
け

て
く
れ
た
。「
大
丈
夫
」、そ
う
確
信
し
た
。

　

最
後
の
舞
台
で
、
Ａ
子
は
、
自
分
の
力

を
出
し
切
っ
た
。
接
戦
の
末
、
惜
し
く
も

試
合
に
負
け
は
し
た
が
、
Ａ
子
の
顔
は
、

晴
れ
や
か
だ
っ
た
。

　

試
合
後
、「
先
生
、
こ
れ
ま
で
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
Ａ
子
は
、
目
を

潤
ま
せ
、
私
に
手
を
差
し
出
し
た
。
思
い

の
あ
ふ
れ
る
握
手
だ
っ
た
。

嫌
い
で
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

　
　
　
　
　
　
　

連
尺
小都

築　

周
平

　

最
後
の
大
会
を
二
か
月
後
に
控
え
た
五

月
。Ａ
子
は
目
に
涙
を
た
め
て
、私
を
黙
っ

て
見
つ
め
て
い
た
。

　

連
尺
小
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
で
は
、

選
手
全
員
で
回
す
部
活
日
記
を
行
っ
て
い

る
。
Ａ
子
の
部
活
日
記
に
は
、「
自
分
だ
っ

て
頑
張
っ
て
い
る
の
に
う
ま
く
い
か
な
い
」

そ
ん
な
思
い
が
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。

　

新
チ
ー
ム
が
発
足
し
た
一
年
前
、
Ａ
子

は
、チ
ー
ム
の
中
心
と
な
る
選
手
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
気
持
ち
を
表
に
出
す
こ
と
が
苦
手

で
あ
っ
た
。
私
が
話
し
か
け
て
も
、
言
葉

数
が
少
な
く
、
一
言
二
言
の
返
事
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
強
い
思
い
を
誰

よ
り
も
秘
め
て
い
る
子
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
、

日
々
の
部
活
日
記
に
つ
づ
ら
れ
る
言
葉
か

ら
伝
わ
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
私
は
、
Ａ
子

に
、
チ
ー
ム
を
引
っ
張
り
、
自
信
を
も
っ
て

ほ
し
い
と
願
い
を
込
め
て
、
大
事
な
ピ
ッ

チ
ャ
ー
を
任
せ
る
こ
と
に
決
め
た
。

　

Ａ
子
は
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
順
調
に
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歴史発見　滝山寺・滝山東照宮の国指定重要文化財

▲ ガラスケースなどなく、間近で見学できる「運慶」作の三尊像

二
〇
一
七
年
九
月
、
滝
町
の
滝
山
寺
宝
物

殿
か
ら
一
体
の
仏
像
が
東
京
国
立
博
物
館

『
運
慶
展
』
へ
運
ば
れ
た
。
運
慶
の
仏
像

は
三
十
一
体
が
現
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

奈
良
の
東
大
寺
に
あ
る
金
剛
力
士
像
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
は
近
畿
や
関
東
に

あ
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
三
体
が
滝
山

寺
宝
物
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

一
二
〇
一
年
、
源
頼
朝
の
三
回
忌
が

滝
山
寺
で
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
は
頼
朝

の
従
兄
弟
で
あ
り
滝
山
寺
僧
侶
の
式し

き

部べ

僧そ
う

都ず

寛か
ん
で
ん伝

の
尽
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
追
善

供
養
の
た
め
に
運
慶
の
手
で
三
尊
像
が
作

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
滝
山
寺
縁
起
に
は
中
央

の
聖し

ょ
う
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

観
世
音
菩
薩
立
像
は
頼
朝
と
同
じ

背
丈
で
あ
り
、
内
部
に
は
鬚

あ
ご
ひ
げと

歯
が
納
め

ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
九
八
一
年

の
調
査
で
そ
れ
が
証
明
さ
れ
三
尊
像
は
国

指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
た
。

鎌
倉
時
代
か
ら
約
八
百
年
も
の
時
を
越

え
て
、
こ
の
三
尊
像
が
散
逸
せ
ず
現
存
す

る
の
は
奇
跡
に
近
い
。
滝
山
寺
本
堂
や
三
門

は
も
ち
ろ
ん
、
隣
接
す
る
滝
山
東
照
宮
も

国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
り
、
教
科
書
で
学
習

す
る
時
代
や
人
物
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

改
め
て
調
べ
て
み
る
と
驚
き
や
発
見
の
連

続
で
あ
る
。
当
時
の
様
子
を
色
濃
く
物
語

る
文
化
財
は
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
り
、

子
供
た
ち
の
学
習
意
欲
を
高
め
て
く
れ
る

存
在
で
あ
る
。

歴史発見 滝山寺・滝山東照宮の
国指定重要文化財

▲ 三尊像「運慶」作

梵
天
立
像

聖
観
世
音
菩
薩
立
像

帝
釈
天
立
像

▲ 聖観世音菩薩立像
▲ 内部Ｘ線写真で鬚と歯
▲ の存在が証明された

▲ 三門（本堂から西へ約 800 ｍ）
▲ 鎌倉時代に建立される。こけら葺

ぶき

▲ の楼門。両側に仁王像を安置する。

▲ 滝山寺縁起
▲ 鎌倉右大将「源頼朝」
▲ との関係が記される

　滝山寺縁起に「惣
そう

持
じ

禅
ぜんいん

院の事��此の堂は
鎌倉右大将家の為に奉るなり��彼の御

おん

鬚
しゅ

と
落
らく

歯
し

を以て仏身に納め��彼の等身を以て仏
の寸法と為す」との記述が残されている。
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歴史発見　滝山寺・滝山東照宮の国指定重要文化財

▲ 滝山寺本堂（本尊は薬師如来）
▲ 鎌倉時代に造営される。承久の乱後、三河守護
▲ の足利氏に守られ、室町時代には三代将軍「足利
▲ 義満」の援助を得る。

▲ 三門（本堂から西へ約 800 ｍ）
▲ 鎌倉時代に建立される。こけら葺

ぶき

▲ の楼門。両側に仁王像を安置する。

▲ 拝殿
▲ 江戸時代、三代将軍「徳川
▲ 家光」により造営される。
▲ 日光、久能山とともに三宮
▲ と称せられている。

▲ 太刀　銘　長光（ながみつ）
▲ 江戸時代、東照宮正遷宮の際に、
▲ 三代将軍「徳川家光」により奉納
▲ された。「長光」は備

びぜんのくにおさふねは

前国長船派
▲ の鎌倉時代後期を代表する名工で
▲ ある。

▲ 太刀　銘　正恒（まさつね）
▲ 江戸時代、東照宮正遷宮の際に、
▲ 将軍家光の世子「家綱」（後の四代
▲ 将軍）により奉納された。「正恒」
▲ は鎌倉初期の備

びっちゅうのくにこあおえは

中国古青江派の
▲ 刀工である。

▲ 拝殿内部
▲ 江戸時代、東照宮正

しょうせんぐう

遷宮の際に、江戸幕府の
▲ 御用絵師であった「狩

か

野
のう

探
たんゆう

幽」作の三十六歌仙
▲ 図扁

へんがく

額が奉納される。狩野探幽は他に、江戸
▲ 城や二条城などの障壁画制作に携わっている。

　

来
ら
れ
た
方
に
は
「
こ
の
お
寺
い
い
ね
」
と
思
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
丁
寧
に
御
説
明
差
し
上
げ
ま
す
。
滝
山
寺
や
東
照
宮

が
こ
こ
に
あ
る
理
由
を
話
し
た
り
、
実
際
に
仏
像
を
見
な
が
ら

そ
の
由
来
や
歴
史
を
語
っ
た
り
し
ま
す
と
、
多
く
の
方
が
「
授
業

も
こ
う
だ
と
面
白
い
の
に
」
と
本
物
に
出
会
っ
た
喜
び
に
満
足

さ
れ
て
帰
ら
れ
ま
す
。

　

大
人
も
子
供
も
「
面
白
い
」
と
思
え
ば
自
分
で
調
べ
始
め
ま

す
。
発
見
や
調
べ
が
進
み
、
納
得
で
き
る
と
、
誰
か
に
話
し
た

く
な
る
も
の
で
す
。

　

教
員
を
退
職
し
て
し
ば
ら
く
経
ち
ま
す
が
、
今
さ
ら
な
が
ら

問
題
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
す
。
子
供
た

ち
の
意
欲
に
応
え
る
資
料
を
仕
組
め
ば
、
自
然
と
子
供
は
動
く

で
し
ょ
う
。
四
十
人
全
員
で
な
く
て
も
、
一
人
で
も
多
く
の
子

が
「
歴
史
大
好
き
」
と
言
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

滝
山
寺
住
職

山
田　

 

亮
盛  
氏

滝山寺・滝山東照宮にある
国指定重要文化財と指定年月日

明治34.03.27 滝山寺山門

明治37.02.18 滝山寺本堂

大正03.04.17 太刀　銘�正恒

大正13.04.15 太刀　銘�長光

昭和28.11.14 滝山東照宮本殿
幣殿、拝殿、中門
鳥居、水屋

昭和56.06.09 聖観世音菩薩立像
梵天立像
帝釈天立像
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お知らせ

◆
来
年
度
の
研
究
発
表
校

　

来
年
度
の
市
委
嘱
校
の
研
究

主
題
と
公
開
す
る
授
業
の
教
科
・

領
域
は
、
次
の
予
定
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
の
研
究
、
研
修
の
参
考
に

し
て
ほ
し
い
。

○
市
委
嘱
研
究
発
表

・
六
ツ
美
南
部
小
学
校

（
国
語
科
・
算
数
科
）

「�

対
話
で
つ
な
ぐ
授
業　

一
考
察
」

・
六
名
小
学
校
（
外
国
語
活
動
）

「�

6
つ
の
ワ
ー
ド
で
六
名English

│
英
語
に
慣
れ
親
し
み
，
よ
り

よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

素
地
・
基
礎
を
育
む
子
│
」

・
城
北
中
学
校
（
道
徳
科
）

「�

多
様
な
価
値
観
を
認
め
合
い
，

た
く
ま
し
く
未
来
を
生
き
抜
く

力
を
育
む
道
徳
教
育
〜
道
徳
的

諸
価
値
か
ら
，
よ
り
よ
い
生
き

方
を
語
り
合
う
た
め
の
『
特
別

の
教
科　

道
徳
』
〜
」

◆
第
61
回
小
中
学
校
書
き
初
め
展

　

一
月
十
九
日
（
金
）
か
ら
二
十

一
日
（
日
）
の
三
日
間
、
岡
崎
市

美
術
館
で
、
小
中
学
校
書
き
初
め

展
が
開
催
さ
れ
た
。
市
内
の
小
中

学
校
及
び
聾
学
校
七
十
校
か
ら
、

各
学
級
の
代
表
作
品
二
点
ず
つ
、

約
二
一
〇
〇
点
が
展
示
さ
れ
た
。

　

今
年
度
も
、
鉛
筆
を
正
し
く

持
っ
て
文
字
を
書
く
力
を
付
け
る

こ
と
を
指
導
目
標
と
し
た
「
硬
筆

作
品
の
部
」
を
実
施
し
た
。

　

昨
年
度
の
第
60
回
と
い
う
節
目

の
回
を
経
て
、
今
年
度
は
新
た
な

一
歩
を
踏
み
出
す
意
味
も
こ
め
、

看
板
を
新
し
く
制
作
し
た
。

●  

教
育
最
新
情
報

　

二
位　
　
　
　
　

根
石
小
学
校

◆
全
国
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

選
手
権
大
会

○
女
子
シ
ン
グ
ル
ス
四
年
生
以
下

　

優
勝　
　

六
名
小　

山
本
優
愛

◆
全
国
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

選
手
権
大
会
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
大
会

○
四
年
生
以
下
男
子
ダ
ブ
ル
ス

　

三
位
（
全
国
大
会
出
場
）

羽
根
小　
　
海
老
原
悠
斗

竜
谷
小　
　

西
尾
侑
起

◆
愛
知
県
駅
伝

○
区
間
賞
（
男
子
）

　

第
六
区　

竜
海
中　

小
林
亮
太

◆
愛
知
県
中
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

新
人
大
会

○
男
子
の
部

　

二
位　
　
　
　
　
　

葵
中
学
校

◆
東
海
選
抜
卓
球
大
会
愛
知
県
予
選

　

三
位　
　
　
　
　

矢
作
中
学
校

◆
駅
伝
カ
ー
ニ
バ
ル

○
中
学
校
男
子
の
部

　

三
位　
　
　
　
　
　

南
中
学
校

○
中
学
校
女
子
の
部

　

優
勝　
　
　
　
　

矢
作
中
学
校

　

二
位　
　
　
　

新
香
山
中
学
校

◆
岡
崎
市
民
駅
伝
競
走
大
会

○
中
学
校
男
子
の
部

　

優
勝　
　
　
　

竜
海
中
学
校
Ａ

　

二
位　
　
　
　

甲
山
中
学
校
Ａ

　

三
位　
　
　
　
　

南
中
学
校
Ａ

　

四
位　
　
　
　

矢
作
中
学
校
Ａ

　

五
位　
　
　
　

翔
南
中
学
校
Ａ

　

六
位　
　
　

新
香
山
中
学
校
Ａ

○
中
学
校
女
子
の
部

　

優
勝　
　

六
ツ
美
北
中
学
校
Ａ

　

二
位　
　
　
　

岩
津
中
学
校
Ａ

　

三
位　
　
　
　

矢
作
中
学
校
Ａ

　

四
位　
　
　

新
香
山
中
学
校
Ａ

　

五
位　
　
　

矢
作
北
中
学
校
Ａ

　

六
位　
　
　
　

甲
山
中
学
校
Ａ

◆
水
質
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
事
業

　

佳
作　
　
　
　
　

秦
梨
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

東
海
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　

矢
作
北
中
学
校

◆
東
海
・
北
陸
地
区
中
学
校
技
術
・

家
庭
科
作
品
展

　

入
選　
　

常
磐
中　

青
山
千
紘

◆
全
国
小
・
中
学
校
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

愛
知
県
審
査

○
小
学
校
低
学
年
の
部

　

優
秀
賞　

奥
殿
小　

白
井
杏
奈

　

佳
作　
　

奥
殿
小　

太
田
雫
月

○
小
学
校
高
学
年
の
部

　

優
秀
賞　

城
南
小　

戸
市
佳
乃

　

佳
作　
　

六
名
小　

岡
田
理
希

　

三
日
間
で
、
六
千
人
余
り
の
方

が
会
場
を
訪
れ
、
子
供
た
ち
の
作

品
を
鑑
賞
し
た
。
家
族
連
れ
で
来

館
す
る
方
が
多
く
、
作
品
の
前
で

語
り
合
っ
た
り
、
記
念
撮
影
を
し

た
り
す
る
姿
が
、
会
場
の
あ
ち
ら

こ
ち
ら
で
見
ら
れ
た
。

　

展
示
さ
れ
た
書
き
初
め
作
品
は
、

全
て
文
集
「
お
か
ざ
き
」
に
掲
載

さ
れ
る
。

◆
第
5
回
全
国
小
・
中
学
校
リ
ズ
ム

ダ
ン
ス
ふ
れ
あ
い
コ
ン
ク
ー
ル

○
規
定
曲
部
門

　
文
部
科
学
大
臣
賞　

生
平
小
学
校

●  

表　

彰
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お知らせ

○
中
学
校
の
部

　

佳
作　
　
六
ツ
美
中　

稲
前
恵
潤

◆
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

愛
知
県
大
会

　

入
選　
　

常
磐
中　

森
田
凌
太

　
　
　
　
　
新
香
山
中　

上
村
春
樹

◆
子
ど
も
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

○
小
学
校
低
学
年
の
部

　

愛
知
県
野
外
教
育
セ
ン
タ
ー
長
賞

　
　
　
　
　
常
磐
東
小　

大
江
智
暁

○
小
学
校
高
学
年
の
部

　

愛
知
県
野
外
教
育
セ
ン
タ
ー
長
賞

　
　
　
　
　

形
埜
小　

酒
井
大
樹

　

愛
知
県
青
年
の
家
所
長
賞

　
　
　
　
　

北
野
小　

鈴
木
孝
己

◆
県
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

　

金
賞　
竜
美
丘
小　

金
管
八
重
奏

　

銀
賞　
竜
美
丘
小　
打
楽
器
五
重
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
ー
ト
四
重
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
四
重
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ク
ソ
フ
ォ
ン
四
重
奏

　
　
　
　
　
　
　
　

金
管
六
重
奏

　

銅
賞　
大
樹
寺
小　
金
管
打
八
重
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
金
管
打
七
重
奏

◆
県
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト

西
三
河
北
地
区
大
会

　

金
賞（
県
大
会
へ
）竜
海
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
六
ツ
美
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

美
川
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
新
香
山
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
中
学
校

◆
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

岡
崎
地
区
大
会

　

奨
励
賞　

常
磐
中　

森
田
凌
太

　
　
　
　
　

常
磐
中　

平
山
彩
瑛

◆
「
算
数
・
数
学
の
自
由
研
究
」

作
品
コ
ン
ク
ー
ル

　

内
田
洋
行
賞

　
　
　
　
　

井
田
小　

西
田
香
穂

◆
Ｉ
Ｐ
Ａ
「
ひ
ろ
げ
よ
う
情
報
モ

ラ
ル・セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
」

2
0
1
7

○
標
語
部
門

　
　
　
　
　

愛
宕
小　
深
井
さ
ち
は

◆「
手
を
洗
お
う
、き
れ
い
な
手
！
」

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
（
全
国
）

　
最
優
秀
賞　

本
宿
小　

古
田
る
り

◆
小
中
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

○
作
文
の
部

最
優
秀
賞
（
市
長
賞
）

　
　
　
　
　

恵
田
小　

髙
坂
南
歩

　
　
　
　
　

甲
山
中　

谷
口
琴
音

市
議
会
議
長
賞

　
　
　
　
　

井
田
小　

前
原
桜
輔

　
　
　
　
　

根
石
小　

石
坂
花
奈

　
　
　
　
　

東
海
中　
萩
原
り
ん
ご

　
　
　
　
　

美
川
中　

頭
士
愛
理

市
教
育
委
員
会
賞

　
　
　
　
　
竜
美
丘
小　

飯
田
真
優

　
　
　
　
　

藤
川
小　

鈴
木
竣
太

　
　
　
　
　

井
田
小　

長
﨑
一
樹

　
　
　
　
　

男
川
小　

稲
垣
裕
飛

　
　
　
　
　

北
野
小　

加
形
暖
乃

　
　
　
　
　

連
尺
小　
兵
藤
夏
恋
彩

　
　
　
　
　

美
川
中　

大
原
未
羽

　
　
　
　
　

美
川
中　

名
節
智
絵

　
　
　
　
　

河
合
中　

細
英
士
朗

○
詩
の
部

市
教
育
委
員
会
賞

　
　
　
　
　

広
幡
小　

竹
内
琴
音

　
　
　
　
　

美
川
中　

服
部
杏
香

◆
全
国
児
童
才
能
開
発
コ
ン
テ
ス
ト

○
作
文
の
部

　
財
団
奨
励
賞　

北
野
小　

尾
崎
琴
都

　

佳
作
賞　

北
野
小　
近
藤
菜
々
美

　

た
く
ま
し
く「
生
き
る
」力
を

　

子
供
た
ち
の
「
楽
し
か
っ
た
」

の
声
と
と
も
に
、
今
年
も
大
勢
の

笑
顔
と
笑
い
声
に
囲
ま
れ
た
少
年

自
然
の
家
だ
っ
た
。
今
年
度
の

キ
ャ
ン
プ
活
動
を
見
て
い
て
こ
ん

な
こ
と
が
心
に
残
っ
て
い
る
。

「
マ
ッ
チ
で
火
を
つ
け
た
こ
と
が

な
い
」「
薪
を
な
た
で
割
っ
た
こ

と
が
な
い
」
な
ど
、
子
供
た
ち
の

体
験
不
足
が
目
立
っ
た
。
そ
れ
が

原
因
で
、「
今
の
子
供
は
…
…
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
子
供
た

ち
は
、
可
哀
想
で
あ
る
。

「
マ
ッ
チ
で
火
を
つ
け
る
こ
と
」

や
「
な
た
で
薪
を
割
る
こ
と
」
な

ど
が
、
今
の
時
代
の
子
供
た
ち
に

必
要
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、

山
の
学
習
く
ら
い
し
か
体
験
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
子
供

た
ち
は
薪
割
に
夢
中
に
な
る
。一
束

全
部
細
く
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
勢

い
で
あ
る
。
細
い
薪
が
必
要
か
ど

う
か
は
二
の
次
で
あ
る
。
マ
ッ
チ

や
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
る
こ
と
も

や
り
た
い
者
で
取
り
合
い
に
な
る
。

昔
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。む
し
ろ
、

薪
割
り
や
火
を
つ
け
る
こ
と
を
怖

が
っ
て
や
ら
な
い
子
供
が
少
な
く

な
い
こ
と
が
気
に
か
か
る
。

　

昔
の
子
供
は
で
き
た
こ
と
が
、

今
の
子
供
は
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
は
、
体
験
不
足
が
原
因
で
数
多

く
あ
る
。
た
だ
、
時
代
の
変
化
に

と
も
な
っ
て
、
世
の
中
が
便
利
に

な
り
、
子
供
た
ち
の
「
体
験
」
が

増
減
す
る
こ
と
は
、
し
か
た
が
な

い
こ
と
だ
と
は
思
う
。

　

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
で
の
子

供
た
ち
の
ス
タ
ン
ツ
は
、
お
も
し

ろ
く
楽
し
い
。
歌
声
も
大
き
く
乗

り
が
い
い
。「
山
の
イ
エ
ー
イ
」

だ
け
で
な
く
、
場
を
盛
り
上
げ
、

エ
ー
ル
マ
ス
タ
ー
を
助
け
る
こ
と

も
知
っ
て
い
る
。
今
の
子
供
た
ち

な
ら
で
は
の
セ
ン
ス
だ
と
思
え
る
。

　

今
の
子
供
た
ち
の
セ
ン
ス
も
生

か
し
つ
つ
、
山
で
し
か
や
れ
な
い

活
動
を
工
夫
し
、た
く
ま
し
く「
生

き
る
力
」
を
持
っ
た
子
供
た
ち
を

育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

●  

少
年
自
然
の
家
だ
よ
り

▲ ネイチャークラブでの活動
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フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

防 災 訓 練
（昭和48年）

写真提供：常磐東小学校

　

写
真
は
地
元
の
消
防
団
が
中
心
と
な
っ
て
学
区

の
防
災
訓
練
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
粉
末
消
火

器
が
普
及
し
始
め
、
実
際
の
消
火
器
を
使
っ
て

指
導
し
て
い
る
。

　

当
時
は
、
木
造
家
屋
が
多
く
、
ひ
と
た
び
火
災

が
起
き
る
と
近
隣
を
巻
き
込
む
大
災
害
に
つ
な

が
っ
た
。
そ
の
た
め
消
火
の
た
め
の
バ
ケ
ツ
リ

レ
ー
の
訓
練
も
各
学
校
で
行
わ
れ
て
い
た
。

　

現
在
で
は
、
地
球
温
暖
化
が
進
み
、
台
風
に

よ
る
土
砂
災
害
や
河
川
の
氾
濫
も
心
配
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
は
避
難
所
体
験
を

計
画
し
て
、
体
育
館
で
の
寝
泊
ま
り
を
経
験
し

た
り
、
非
常
食
の
炊
き
出
し
を
し
た
り
す
る
な

ど
、
防
災
訓
練
の
内
容
も
多
様
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
防
災
訓
練
で
は
、
地
域
の
実
態

に
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
防
災
の
意
識
を
高
め
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

 

・
カ　
　

ッ　
　

ト 

六
ツ
美
北
中 

岡　
　
　

義　

輝

　

常
磐
中
の
校
歌
に
「
吉

き
っ
し
ょ
う
ざ
ん

祥
山
の
頂
に
」

と
い
う
歌
詞
が
あ
る
。
滝
山
寺
の
は
じ

ま
り
は
、
近
く
を
流
れ
る
青
木
川
の
滝
つ
ぼ
で

発
見
さ
れ
た
薬
師
如
来
を
安
置
す
る
た
め
に
建

て
た
「
吉
祥
寺
」
だ
そ
う
だ
。
歴
史
や
伝
統
は

脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
目
を
向
け
さ
え
す
れ
ば

意
外
な
ほ
ど
身
近
な
も
の
で
あ
る
と
実
感
す
る
。

　

積
み
重
ね
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
教
師

は
日
々
の
部
活
日
記
で
伝
え
て
き
た
。
緊
張
し
た

Ａ
子
の
表
情
は
、
信
頼
す
る
教
師
の
直
接
の
言
葉

が
け
で
、
ほ
ほ
え
み
に
変
わ
っ
た
。
教
師
の
心

か
ら
の
言
葉
は
、
子
供
の
笑
顔
を
生
む
。
子
供

を
見
つ
め
、
寄
り
添
う
言
葉
が
か
け
ら

れ
る
教
師
で
あ
り
た
い
。

　

ほ
ん
の
り
薄
桃
色
の
花
が
咲
く
。
五
年
か
ら

十
年
の
歳
月
を
か
け
て
咲
く
サ
サ
ユ
リ
の
花
は
、

と
て
も
迫
力
が
あ
り
強
い
香
り
が
す
る
。

　

環
境
の
変
化
に
伴
い
、
個
体
数
が
減
少
す
る

サ
サ
ユ
リ
を
守
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
人
が
い
る
。

そ
ん
な
人
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
子
供
た

ち
が
下
草
刈
り
へ
と
出
か
け
て
い
く
。

如  月

節分豆まき（井田小）

＊君たちはどう生きるか 吉野源三郎
　　マガジンハウス� ￥1,300

＊やり抜く力 アンジェラ・ダックワース
　　ダイヤモンド社� ￥1,600
＊コーチングスキル 谷　　益美
　　すばる舎� ￥1,500
＊ラ･フォンテーヌ寓話 ラ･フォンテーヌ
　　洋洋社� ￥1,800

矢作北小　　近藤　文彦

~~~ ~~~心に残った一文
　どんなときにも、自分に絶望したりしては
いけないんですよ。

　主人公コペル君は、友人たちに対する上級生の
いじめを見てみぬふりをし、目の前で起きた
理不尽な暴力に体が固まり飛び出せなかった
自分の弱さに悩み、発熱し寝込んでしまう。
枕元で語るこの母の言葉は、まさに特効薬で
あった。
　本書は、戦前の軍国主義が進み、まもなく
戦争の泥沼に入ろうとする中、自分の頭で考
えて生きる主人公の姿が描かれている。世の
中の豊かなつながりを感じ始めた主人公は、
貧困やいじめ、差別に直面する。自分の過ちを認
め、困難を克服していく主人公の姿を通して、
私はどう生きるべきかを考えさせられた。


