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事

務

局

だ

よ

り

第

一

回

理

事

会

を

開

き

ま

し

た

│
│

│
│

時

二

月

十

七

日

於

梅

林

中

学

校

決

定

し

た

こ

と

が

ら

１

会

長

の

件

河

田

四

郎

会

長

が

急

逝

さ

れ

ま

し

た

の

で

、

会

の

代

表

者

に

つ

い

て

は

、

副

会

長

四

人

の

方

の

ご

了

解

の

上

、

会

長

代

理

と

い

う

こ

と

で

、

岐

阜

市

立

精

華

中

学

校

長

野

田

満

先

生

に

お

願

い

し

た

ら

ど

う

か

。

２

研

究

課

題

（

テ

ー

マ

）

つ

に

い

て

下

部

か

ら

の

盛

り

上

が

り

を

期

し

、

支

部

ま

た

は

会

員

各

位

か

ら

お

出

し

願

っ

た

上

、

次

回

の

理

事

会

で

決

め

た

ら

ど

う

か

。

３

機

関

誌

の

発

行

に

つ

い

て

１

．

昭

和

三

十

六

年

度

中

に

、

ガ

リ

版

刷

り

で

よ

い

か

ら

、

第

一

号

を

作

成

し

、

全

会

員

に

配

付

す

る

。

２

．

昭

和

三

十

七

年

度

に

は

い

っ

て

、

四

、

五

月

頃

ご

ろ

、

第

二

号

を

配

付

す

る

。

内

容

会

員

個

人

の

悩

み

や

問

題

と

し

て

い

る

こ

と

が

ら

。

研

究

そ

の

他

。

分

量

問

わ

な

い

。

形

式

原

稿

を

直

接

事

務

局

に

送

っ

て

い

た

だ

く

か

、

四

ミ

リ

方

眼

の

原

紙

に

、

二

段

縦

書

き

で

き

り

、

謄

写

刷

り

(

二

五

〇

枚

)

の

上

、

事

務

局

に

送

付

し

て

い

た

だ

く

。

袋

綴

じ

に

し

て

、

全

会

員

に

配

付

す

る

。

４

次

回

理

事

会

の

開

催

に

つ

い

て

五

月

ご

ろ

持

っ

た

ら

ど

う

か

。

５

時

期

大

会

に

つ

い

て

次

回

理

事

会

の

時

、

検

討

し

た

ら

ど

う

か

。

事

務

局

よ

り

の

お

願

い

支

部

で

研

究

会

の

予

定

が

あ

り

ま

し

た

ら

、

岐

阜

市

か

ら

も

、

私

責

で

お

邪

魔

し

ま

す

か

ら

、

ご

通

知

く

だ

さ

い

。

理

事

長

浅

野

和

夫

よ

り
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遺

稿山

椒

大

夫

考
河

田

四

郎

先

生

九

月

某

日

、

夕

暮

れ

か

ら

時

々

驟

雨

が

あ

る

。

雨

晴

れ

の

夕

空

は

、

ほ

ん

の

り

と

明

る

い

。

今

夜

は

、

鴎

外

の

「

山

椒

大

夫

」

を

よ

む

こ

と

に

し

た

。

殺

傷

、

肉

欲

、

姦

通

、

裏

切

り

等

の

背

徳

を

、

今

の

小

説

は

偽

悪

ぶ

っ

て

描

き

に

描

く

。

擾

乱

の

ど

ぎ

つ

さ

、

悪

そ

の

も

の

の

賛

美

と

い

う

真

底

、

こ

う

し

た

ケ

ー

ス

の

小

説

が

巾

を

利

か

す

世

の

中

で

あ

る

。

人

間

の

運

命

を

問

い

つ

ヾ

け

る

志

な

ど

忘

れ

て

し

ま

っ

た

の

か

と

云

い

た

く

も

な

る

。
「

山

椒

大

夫

」

は

、

こ

ん

な

鬱

結

を

ほ

ぐ

し

て

く

れ

る

好

個

の

作

品

だ

。

私

の

せ

ん

さ

く

が

ま

た

始

ま

る

。

鴎

外

は

、

知

人

で

あ

っ

た

乃

木

将

軍

が

殉

死

し

た

事

件

に

大

き

な

衝

撃

を

受

け

た

。

封

建

倫

理

を

人

間

的

に

生

き

抜

い

た

物

の

美

し

さ

を

描

い

た

「

興

津

弥

五

右

衛

門

の

遺

書

」

を

大

正

元

年

に

、

殉

死

そ

の

も

の

に

対

す

る

人

間

的

、

心

理

的

な

批

判

を

主

題

と

す

る

「

阿

部

一

族

」

が

二

年

に

と

、

い

わ

ゆ

る

歴

史

小

説

が

つ

ゞ

く

。

鴎

外

の

歴

史

小

説

を

貫

く

テ

ー

マ

は

エ

ゴ

イ

ズ

ム

と

言

わ

れ

、

自

己

を

立

て

る

か

、

自

己

没

却

を

許

す

か

の

何

れ

か

で

あ

る

。

阿

部

一

族

、

佐

橋

甚

五

郎

、

大

塩

平

八

郎

等

、

男

を

主

人

公

と

す

る

作

品

は

、

自

己

主

張

の

側

で

あ

る

。

封

建

社

会

の

固

い

枠

に

抵

抗

し

て

こ

れ

を

打

破

ろ

う

と

す

る

人

間

を

歴

史

そ

の

ま

ヽ

に

描

こ

う

と

す

れ

ば

、

窮

屈

で

も

あ

り

、

悲

劇

と

し

か

描

け

な

い

。

そ

こ

で

、

歴

史

そ

の

ま

ヽ

で

な

く

、

歴

史

離

れ

を

し

て

、

自

由

に

想

像

を

働

か

せ

た

く

な

っ

て

の

作

が

、
「

安

井

夫

人

」

で

あ

り

、
「

山

椒

大

夫

」

と

い

う

。
「

山

椒

大

夫

」

が

、

歴

史

離

れ

を

し

て

い

る

の

か

、

も

し

そ

う

と

す

れ

ば

そ

れ

が

よ

か

っ

た

の

か

を

考

え

て

み

た

い

。

「

山

椒

大

夫

」

の

創

作

は

、

鴎

外

が

祖

母

の

幼

な

物

語

を

思

い

出

し

た

に

よ

る

と

言

わ

れ

て

い

る

が

、

そ

う

と

す

れ

ば

、

中

世

以

来

の

伝

説

や

説

教

説

話

が

も

と

で

あ

る

と

も

言

え

よ

う

。

草

部

典

一

氏

の

「

さ

ん

せ

う

太

夫

に

つ

い

て

」

の

研

究

で

は

、

説

教

「

さ

ん

せ

う

太

夫

」

正

本

や

そ

れ

の

影

響

で

あ

る

古

浄

瑠

璃

に

つ

い

て

詳

し

い

が

、

そ

れ

ら

の

物

語

構

成

を

、

そ

の

研

究

か

ら

引

用

し

、

鴎

外

の

作

と

比

較

し

て

み

よ

う

。

さ

ん

せ

う

太

夫

の

構

成

【

説

教

節

寛

永

版

】

流

罪

の

父

の

赦

免

を

求

め

て

、

安

寿

、

厨

子

王

一

行

四

人

の

(一 )

旅

立

ち

、

直

井

の

浦

で

人

買

い

に

売

ら

れ

、

親

子

主

従

の

離

散

、

女

中

う

わ

た

き

の

自

殺

。

安

寿

、

厨

子

王

は

、

由

良

の

さ

ん

し

よ

う

太

夫

に

買

わ

れ

、

(二 )

柴

刈

と

塩

汲

み

に

苦

難

し

、

と

も

に

自

殺

を

は

か

る

。

伊

マ

マ

勢

の

小

萩

の

親

切

で

思

い

と

ヾ

ま

る

。
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姉

弟

二

人

の

逃

亡

計

画

、

三

郎

の

立

ち

聞

き

、

焼

鉄

を

あ

て

(三 )

ら

れ

、

監

禁

さ

れ

る

。

二

郎

の

は

か

ら

い

で

命

が

助

か

る

。

姉

の

思

慮

の

結

果

、

厨

子

王

の

逃

亡

が

実

現

し

、

そ

の

た

め

(四 )

姉

は

太

夫

に

殺

さ

れ

る

。

厨

子

王

は

国

分

寺

の

和

尚

に

か

く

ま

わ

れ

、

追

手

か

ら

逃

れ

(五 )

て

上

京

、

梅

津

院

と

会

い

、

養

子

と

な

る

。

奥

州

五

十

四

郡

の

国

守

及

び

丹

後

守

と

な

り

、

丹

後

に

赴

き

、

さ

ん

し

よ

う

太

夫

を

切

る

。

厨

子

王

は

母

の

行

方

を

た

ず

ね

、

佐

渡

で

鳥

追

い

に

な

っ

て

(六 )

い

た

母

と

再

会

。

と

不

幸

な

辛

い

事

件

が

つ

み

か

さ

ね

ら

れ

、

の

姉

の

(一 )

(二 )

(三 )

(四 )

犠

牲

で

厨

子

王

の

運

が

開

け

は

じ

め

る

。

で

明

る

い

大

団

円

(五 )

(六 )

に

終

る

構

に

な

っ

て

い

る

。

鴎

外

の

作

も

、

だ

い

た

い

こ

の

順

を

追

う

が

、

で

厨

子

王

を

(四 )

投

身

せ

し

め

て

い

る

こ

と

ヽ

で

、

丹

後

守

と

し

て

任

国

に

赴

い

(五 )

た

正

道

が

、

山

椒

大

夫

を

切

ら

な

い

で

許

し

、

た

ヾ

人

の

売

買

を

禁

ぜ

し

め

た

こ

と

こ

の

二

点

が

、

説

教

節

の

内

容

と

違

え

て

あ

る

。

説

教

節

で

は

安

寿

が

厨

子

王

を

逃

が

や

つ

て

か

ら

太

夫

の

も

と

マ

マ

に

も

ど

る

。

弟

の

こ

と

を

聞

か

れ

て

、
「

髪

を

切

ら

れ

た

姉

な

ど

よ

り

は

、

里

の

山

人

と

行

く

、

と

申

し

て

別

れ

別

れ

に

な

つ

た

き

り

」

と

空

と

ぼ

け

、

心

配

げ

に

涙

を

流

す

。

太

夫

は

そ

の

涙

を

弟

を

逃

し

た

嬉

し

涙

と

疑

い

、

三

郎

に

拷

問

さ

せ

る

。

縛

り

、

火

責

め

、
水

責

め

、
果

て

は

三

叉

錐

で

膝

の

甲

ら

を

も

み

責

め

に

す

る

。

正

月

十

六

日

四

つ

の

お

わ

り

に

、

十

六

才

を

一

期

に

責

め

殺

さ

れ

る

テ

ン

マ

ツ

が

描

き

出

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

部

分

を

、

当

時

の

庶

民

が

ど

の

よ

う

な

愛

憎

と

興

奮

を

も

っ

て

聞

い

た

か

想

像

さ

れ

る

。

聴

手

の

感

動

を

予

想

し

て

の

つ

く

り

ご

と

と

言

え

ば

そ

れ

ま

で

で

あ

る

が

、

中

世

に

於

い

て

、

貴

族

や

代

官

た

ち

か

ら

い

じ

め

抜

か

れ

て

い

た

民

衆

が

、

武

士

の

勃

興

に

支

え

ら

れ

て

、

そ

れ

ら

の

桎

梏

か

ら

の

が

れ

出

る

戦

い

を

は

じ

め

る

頃

の

、

民

衆

が

ナ

マ

の

目

で

と

ら

え

た

場

面

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

言

わ

ば

、
「

歴

史

そ

の

ま

ヽ

」

の

姿

で

あ

ろ

う

。

こ

ヽ

を

鴎

外

は

、
「

後

に

同

胞

が

探

し

に

出

た

、

山

椒

大

夫

一

家

の

討

手

が

、

蛇

の

坂

の

下

の

沼

の

隣

で

、

小

さ

い

藁

履

を

一

足

拾

っ

た

。

そ

れ

は

安

寿

の

履

で

あ

っ

た

。
」

と

簡

潔

に

表

わ

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

そ

の

前

の

、
「

御

覧

、

も

う

春

に

な

る

の

ね

」

と

て

、

朝

日

の

さ

し

た

岩

間

に

小

さ

い

す

み

れ

の

花

を

発

見

す

る

あ

た

り

か

ら

の

、

や

さ

し

く

て

し

っ

か

り

し

た

安

寿

の

描

写

に

照

応

さ

せ

る

こ

と

か

ら

、

自

然

、

歴

史

離

れ

の

し

た

も

の

に

な

っ

た

も

の

か

、

あ

る

い

は

、

舞

姫

の

エ

リ

ス

を

彫

刻

し

あ

げ

た

鴎

外

の

ロ

マ

ン

チ

ズ

ム

が

、

静

か

な

も

の

悲

し

さ

と

果

て

さ

せ

た

の

か

。

前

々

か

ら

つ

み

重

ね

ら

れ

て

来

る

姉

弟

の

い

た

ま

し

さ

か

ら

す

れ

ば

、

歴

史

離

れ

が

何

れ

に

因

っ

て

い

よ

う

と

、

責

め

あ

げ

の

場

面

は

、

私

ど

も

に

も

頂

き

た

く

な

い

。

し

か

し

、

で

、

説

教

節

の

、

太

夫

を

切

る

の

に

対

し

、

鴎

外

(五 )

の

人

買

い

を

禁

止

し

た

の

み

で

太

夫

を

許

し

、

恩

讐

二

つ

が

高

い

と

こ

ろ

で

と

け

合

い

し

た

形

に

、

太

夫

一

族

繁

栄

の

謳

歌

と

な

っ

た

の

は

、

歴

史

離

れ

の

所

論

に

は

即

し

て

も

、

ど

ん

な

も

の

だ

ろ

う

か

。
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「

さ

ん

せ

う

太

夫

」

の

「
「

さ

ん

せ

う

」

は

、

柳

田

国

男

氏

の

研

究

「

山

椒

大

夫

考

」

以

来

、

研

究

が

多

く

の

人

に

引

き

継

が

れ

、

「

散

所

」

と

、

ほ

ヾ

定

説

化

に

及

ん

で

い

る

。

林

屋

辰

三

郎

氏

の

説

を

借

り

よ

う

。

荘

園

の

一

部

や

、

社

寺

の

境

内

の

一

部

で

地

子

物

の

免

除

さ

れ

て

い

た

地

域

を

散

所

と

称

し

た

の

が

始

ま

り

で

、

耕

作

民

の

逃

亡

な

ど

に

よ

り

地

子

物

の

運

上

せ

ら

れ

な

く

な

っ

た

地

域

を

散

所

ま

た

は

散

田

と

称

す

る

に

至

る

。

一

定

の

居

所

や

職

業

の

な

い

浮

浪

の

散

民

が

、

相

集

ま

っ

て

、

荘

園

や

寺

社

の

要

請

に

応

じ

、

労

働

源

と

し

て

、

身

を

散

所

の

耕

作

雑

役

に

投

じ

て

、

生

活

の

安

定

を

図

る

。

次

第

に

そ

れ

ら

を

宰

領

と

す

る

人

大

頭

的

な

階

級

が

生

じ

、

領

主

に

従

っ

て

勢

威

を

張

る

に

及

び

、

長

者

も

し

く

は

太

夫

と

呼

ば

れ

る

に

い

た

っ

た

。

こ

れ

ら

の

長

者

は

、

中

間

に

あ

っ

て

、

隷

下

民

衆

を

過

酷

に

使

用

し

て

、

搾

取

に

よ

り

富

裕

を

究

め

た

。

長

者

に

隷

属

す

る

民

衆

は

、

常

に

解

放

を

求

め

て

、

悲

劇

を

く

り

か

え

す

。

そ

れ

が

漏

れ

て

別

の

散

所

民

に

わ

か

る

と

、

共

感

と

同

情

が

高

ま

る

。

長

者

の

没

落

は

、

賤

民

た

ち

の

解

放

の

夢

で

も

あ

る

。

鴎

外

に

は

、

こ

う

し

た

中

世

庶

民

の

気

持

が

わ

か

ら

ぬ

筈

が

な

い

。

ま

た

、

解

釈

の

新

し

さ

と

か

、

キ

リ

ス

ト

教

的

な

赦

さ

れ

を

以

っ

て

し

て

も

、

太

夫

一

族

の

繁

栄

を

許

す

こ

と

の

不

自

然

さ

マ

マ

を

認

め

な

い

筈

は

な

い

。

に

も

か

ヽ

わ

ら

ず

、

あ

ヽ

し

た

の

は

ど

う

し

た

こ

と

か

。

西

欧

的

教

養

を

身

に

つ

け

て

も

、

そ

の

骨

髄

に

は

封

建

武

士

の

生

活

態

度

や

考

え

方

が

、

日

本

へ

の

郷

愁

と

し

て

甦

え

る

。

し

か

し

、

そ

れ

を

突

き

つ

め

れ

ば

、

固

い

枠

と

、

そ

れ

に

対

す

る

批

判

や

抵

抗

で

、

破

滅

に

赴

く

運

命

を

描

か

ず

に

お

れ

ぬ

。

全

く

窮

屈

で

重

苦

し

い

。

そ

れ

で

、

あ

の

場

面

を

妥

協

し

て

な

る

く

し

た

マ

マ

と

、

こ

ん

な

上

す

べ

り

な

解

釈

だ

け

で

は

す

ま

さ

れ

ぬ

。

作

品

を

走

り

読

み

し

て

、

い

さ

さ

か

茶

畑

へ

入

っ

た

よ

う

だ

。

で

も

久

方

ぶ

り

に

、

鴎

外

の

作

品

に

親

し

み

を

甦

ら

せ

て

く

れ

た

こ

と

を

夛

と

し

た

い

。

（

一

九

五

八

、

九

、

一

〇

夜

）

先

日

、

野

田

先

生

か

ら

、
「

河

田

会

長

の

お

書

き

に

な

っ

た

も

の

を

、

遺

稿

と

し

て

載

せ

て

は

ど

う

か

。
」

と

い

う

電

話

を

い

た

だ

き

「

そ

う

だ

。

そ

れ

は

い

ヽ

こ

と

だ

。
」

と

思

う

反

面

、
「

何

か

あ

れ

ば

よ

い

が

？

」

と

内

心

、

心

配

し

な

が

ら

、

藍

川

中

の

髙

橋

先

生

に

連

絡

し

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、
「

こ

れ

は

ど

う

だ

。

あ

れ

は

ど

う

だ

。
」

と

数

々

の

作

品

を

、

即

座

に

ご

返

事

い

た

だ

き

、

と

っ

さ

に

い

だ

い

た

、

あ

の

「

な

い

場

合

は

困

る

な

あ

。
」

と

い

う

不

安

を

、

感

じ

た

自

分

の

軽

率

さ

が

恥

ず

か

し

く

な

り

ま

し

た

。

い

や

、

そ

れ

と

は

反

対

に

、

常

に

自

己

を

磨

い

て

、

た

ゆ

ま

ぬ

精

進

を

続

け

て

お

ら

れ

た

先

生

が

、

ま

す

ま

す

大

き

な

も

の

に

感

じ

ら

れ

、
「

先

生

こ

そ

は

、

国

語

を

愛

し

、

真

に

国

語

を

知

る

、

ほ

ん

と

う

の

国

語

人

だ

っ

た

。
」

と

、

今

さ

ら

な

が

ら

思

い

を

新

た

に

し

ま

し

た

。

こ

ヽ

に

掲

げ

た

も

の

は

、

先

生

の

作

品

中

で

も

、

最

も

短

か

い

マ

マ

も

の

で

、

発

表

す

る

こ

と

は

、

先

生

の

意

に

そ

わ

な

い

か

も

知

れ

ま

せ

ん

が

、
“

こ

ん

な

こ

と

で

も

気

軽

に

話

し

合

え

る

会

に

し

た

い

”

と

い

う

、

生

前

の

先

生

の

お

気

持

を

、

皆

さ

ん

に

お

伝

え

で

き

る

な

ら

ば

、

先

生

も

地

下

で

き

っ

と

許

し

て

く

だ

さ

る

こ

と

と

信

じ

、

遺

稿

と

し

て

掲

載

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。
（

事

務

局

千

種

俊

）
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中

学

校

国

語

教

育

の

推

進

に

つ

い

て

よ

り

楽

し

く

、

よ

り

深

く

、

よ

り

正

確

に

会

長

代

理

精

華

中

学

校

長

野

田

満

高

等

学

校

と

小

学

校

と

の

中

間

に

あ

る

中

学

校

は

、

三

人

兄

弟

の

真

ん

中

の

次

男

坊

の

よ

う

な

か

っ

こ

う

で

あ

る

。

よ

ほ

ど

次

男

坊

自

身

の

力

が

、

そ

の

内

部

に

無

い

と

、

い

じ

け

た

も

の

に

な

っ

て

し

ま

う

。

そ

う

い

う

意

味

で

、

中

学

校

国

語

教

師

の

内

部

の

力

が

し

っ

か

り

し

て

い

な

い

と

、

中

学

校

の

国

語

教

育

の

水

準

を

高

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

第

一

、

教

科

書

を

ひ

ら

い

て

み

る

と

よ

い

。

そ

の

内

容

は

、

か

な

り

深

く

、

広

い

。

い

く

つ

か

の

参

考

書

を

忠

実

に

ひ

も

と

き

、

忠

実

に

実

践

し

て

も

、

た

ヾ

そ

れ

だ

け

で

は

な

か

な

か

到

達

で

き

な

い

あ

る

深

い

部

分

を

、

い

く

つ

か

の

文

章

は

も

っ

て

い

る

。

か

り

そ

め

に

授

業

に

の

ぞ

め

ば

、

い

か

に

練

達

の

教

師

で

も

、

即

座

に

は

判

別

し

か

ね

る

難

解

な

部

分

を

、

ご

ま

か

し

の

き

か

ぬ

厳

密

な

部

分

を

、

文

章

は

持

っ

て

い

る

。

文

学

、

芸

術

、

哲

学

、

科

学

等

々

の

あ

ら

ゆ

る

分

野

に

ま

た

が

り

、
し

か

も

そ

れ

ら

の

現

在

及

び

過

去

に

わ

た

る

広

汎

な

世

界

を

、

文

章

は

そ

の

素

材

と

し

て

持

っ

て

い

る

。

言

っ

て

み

る

な

ら

ば

、

国

語

教

科

書

は

、
「

小

さ

い

宇

宙

」

そ

の

も

の

で

あ

る

。

わ

れ

わ

れ

国

語

教

師

は

、
こ

の
「

小

さ

い

宇

宙

」
と

取

り

組

み

、

ご

ま

か

し

の

な

い

き

び

し

い

指

導

を

生

徒

の

上

に

加

え

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が

、

生

徒

た

ち

は

、

小

学

校

で

き

た

え

ら

れ

た

学

習

方

法

を

駆

使

し

て

、

苦

闘

す

る

。

け

れ

ど

も

、

約

半

数

の

こ

ど

も

た

ち

は

、

ま

ず

そ

の

ぼ

う

大

な

量

に

お

ど

ろ

き

、

あ

る

い

は

深

遠

微

妙

な

こ

と

ば

の

世

界

に

目

が

く

ら

み

、

つ

い

に

は

取

り

残

さ

れ

、

国

語

科

が

き

ら

い

に

な

り

、

わ

ず

か

に

漢

字

の

読

み

と

書

き

取

り

だ

け

の

、

機

械

的

練

習

の

世

界

に

に

げ

こ

み

、

国

語

学

習

の

命

脈

を

保

つ

と

い

っ

た

状

態

に

な

る

。わ

れ

わ

れ

は

、

こ

れ

を

放

置

し

て

お

く

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

教

師

と

生

徒

と

共

に

、

も

っ

と

楽

し

く

、

よ

り

深

く

、

よ

り

正

確

に

、

国

語

教

育

な

い

し

国

語

学

習

を

進

め

て

い

き

た

い

。

昨

年

半

ば

す

ぎ

か

ら

、

故

河

田

四

郎

会

長

が

中

心

と

な

っ

て

、

小

、

中

、

高

、

相

互

の

連

け

い

を

保

ち

つ

ヽ

、

中

学

校

自

体

の

国

語

教

育

を

、

お

た

が

い

の

力

で

、

地

固

め

し

よ

う

で

は

な

い

か

と
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い

う

気

運

が

高

ま

り

、

本

年

一

月

こ

の

会

の

発

足

を

み

た

。

郡

市

に

よ

っ

て

は

、

小

中

一

本

の

組

織

で

研

究

を

進

め

て

お

ら

れ

る

と

こ

ろ

も

あ

る

の

で

、

今

は

、

学

校

だ

け

の

組

織

を

必

要

と

さ

れ

な

い

向

き

も

あ

ろ

う

と

思

う

け

れ

ど

も

、

常

時

活

動

を

め

あ

て

と

し

た

研

究

体

制

は

、

小

学

校

は

小

学

校

で

、

中

学

校

は

中

学

マ

マ

校

で

、

高

校

は

高

校

で

と

い

っ

た

直

接

的

な

体

制

が

必

要

で

あ

る

マ

マ

と

い

う

考

え

に

た

つ

企

画

を

ご

理

解

い

た

ヾ

き

、

県

下

中

学

校

全

体

の

国

語

教

師

の

方

々

の

ご

賛

成

を

得

た

い

と

思

っ

て

い

る

。

県

一

本

で

、
国

教

教

育

推

進

の

た

め

の

大

会

な

ど

を

行

う

時

は

、

小

中

高

が

連

合

し

て

、

大

い

に

気

勢

を

上

げ

る

こ

と

も

、

こ

の

道

の

推

進

の

た

め

に

は

ぜ

ひ

必

要

で

あ

る

。

今

秋

、

高

山

市

で

、

岐

阜

県

国

語

教

育

研

究

会

主

催

の

研

究

大

会

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

に

は

、

中

学

校

か

ら

も

参

加

し

て

、

自

分

た

ち

の

国

語

教

育

を

、

自

分

た

ち

の

手

で

高

め

る

よ

う

努

力

し

あ

い

た

い

も

の

と

思

う

強

固

に

、

し

か

も

楽

し

く

団

結

し

よ

う

。

石

森

先

生

の

お

話

よ

り

“

国

語

問

題

に

つ

い

て

”

石

森

先

生

の

お

話

石

森

先

生

が

視

学

委

員

と

し

て

、

岐

阜

県

に

来

ら

れ

、

県

下

の

国

語

教

育

の

現

状

を

視

察

さ

れ

ま

し

た

。

た

ま

た

ま

二

月

二

十

二

日

、

岐

阜

市

の

梅

林

中

学

校

へ

も

寄

ら

れ

ま

し

た

の

で

、

私

た

ち

（

当

日

の

参

加

者

八

〇

余

名

）

は

、

先

生

に

接

す

る

機

会

を

得

、

興

味

あ

る

お

話

を

聞

く

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

そ

の

時

の

先

生

の

お

話

を

抜

粋

し

、

み

な

さ

ま

方

に

お

送

り

し

ま

す

。

○

生

徒

の

国

語

力

は

つ

い

て

い

る

本

日

の

研

究

授

業

（

梅

林

中

の

浅

野

、

野

田

、

河

村

各

先

生

）

の

様

子

か

ら

し

て

、

あ

れ

だ

け

考

え

を

述

べ

、

す

な

お

に

話

が

で

き

る

と

い

う

こ

と

は

、

力

が

つ

い

て

い

る

証

拠

で

あ

る

。

昨

日

の

小

学

校

で

も

感

じ

た

こ

と

は

、

ノ

ー

ト

が

よ

く

で

き

て

い

た

。

そ

れ

は

漢

字

練

習

が

き

れ

い

に

な

さ

れ

て

い

る

と

い

う

の

で

は

な

く

て

、

自

分

の

考

え

、

自

分

の

考

え

た

こ

と

を

全

部

書

い

て

い

る

。

こ

の

意

味

で

国

語

力

は

つ

い

て

い

る

と

思

う

。

○

教

育

者

は

子

供

の

成

長

を

楽

し

み

に

…
…



- 7 -

一

昨

日

、

岐

阜

駅

に

着

い

た

ら

、

夏

目

と

い

う

人

が

出

迎

え

て

く

れ

た

。

夏

目

氏

は

現

在

医

大

の

部

長

で

、

日

本

的

な

ガ

ン

の

権

威

で

あ

る

が

、

一

昨

夜

は

か

れ

と

共

に

語

り

合

っ

た

。

そ

の

時

、

一

冊

の

小

さ

な

ノ

ー

ト

を

見

せ

て

、

こ

れ

が

先

生

の

書

い

た

批

評

文

で

す

よ

と

教

え

て

く

れ

た

。

そ

れ

は

赤

い

ペ

ン

字

で

、
「

よ

く

解

釈

し

て

あ

り

ま

す

」
と

書

か

れ

て

い

て

、
自

分

の

も

の

ら

し

い

。

三

十

年

以

上

も

過

ぎ

た

今

日

、

さ

さ

や

か

な

こ

と

ば

が

、

夏

目

氏

の

胸

中

に

し

ま

わ

れ

て

い

た

と

い

う

こ

と

を

思

い

、

先

生

と

い

う

職

は

あ

り

が

た

い

も

の

だ

と

感

じ

ま

し

た

。

教

育

者

は

金

儲

け

は

で

き

な

い

。

が

、

教

育

者

が

、

他

の

職

業

と

違

う

の

は

、

夏

目

氏

の

例

の

よ

う

に

、

い

つ

ま

で

も

、

教

え

子

の

心

の

中

に

生

き

て

い

る

こ

と

だ

。

教

育

者

の

楽

し

み

は

実

に

こ

ヽ

に

あ

る

。

こ

の

点

を

大

切

に

考

え

て

ほ

し

い

。

○

子

供

の

生

活

に

響

く

教

材

を

。

○

荒

れ

た

、

慌

し

い

生

活

を

送

っ

て

い

る

中

学

生

を

救

っ

て

ほ

し

．

．

．

．

．

．

．

．

．

い

。
．最

近

は

ガ

ン

の

年

令

層

も

低

く

な

り

、

中

学

生

で

す

ら

心

中

す

る

時

代

だ

。

こ

ん

な

時

代

に

、

今

日

の

授

業

で

の

教

材

、

自

作

の

詩

卒

業

す

る

あ

な

た

た

ち

に

が

、

子

供

の

胸

に

響

く

だ

ろ

う

か

。

な

に

か

頭

を

な

で

て

い

る

よ

う

な

気

が

し

て

な

ら

な

い

。

子

供

の

現

状

は

、

知

識

の

層

と

生

活

と

は

別

の

よ

う

で

あ

っ

て

、

も

っ

と

生

活

に

く

い

入

る

も

の

が

あ

っ

て

よ

い

と

思

う

。

と

に

か

く

生

活

の

基

盤

は

言

語

に

あ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

生

活

と

切

り

離

し

て

は

い

け

な

い

。

生

活

に

直

截

に

響

く

教

材

を

使

わ

な

く

て

は

な

ら

ぬ

。

そ

し

て

、

あ

れ

た

慌

し

い

生

活

を

送

っ

て

い

．

．

．

る

中

学

生

を

救

っ

て

や

っ

て

ほ

し

い

。

○

過

去

を

大

切

に

過

去

を

大

切

に

し

た

い

。

過

去

を

大

切

に

す

る

子

供

を

育

て

た

い

。

過

去

に

よ

い

こ

と

を

や

っ

て

お

れ

ば

、

生

徒

の

心

の

支

え

と

な

っ

て

い

て

、

保

険

の

よ

う

な

も

の

だ

。

中

学

時

代

に

、

精

神

的

に

保

険

を

か

け

て

や

っ

て

ほ

し

い

。

そ

の

意

味

で

、

十

分

子

供

の

支

え

を

培

っ

て

や

っ

て

ほ

し

い

。

心

の

支

え

を

与

え

て

ほ

し

い

。

芥

川

竜

之

介

も

新

聞

記

者

に

な

っ

て

か

ら

、

ト

ロ

ッ

コ

を

書

い

た

。

ト

ロ

ッ

コ

を

書

い

た

の

は

、

何

か

の

き

っ

か

け

で

昔

の

こ

と

．

．

．

．

を

思

い

出

し

た

。

こ

の

き

っ

か

け

が

大

切

で

、

き

っ

か

け

を

作

っ

．

．

．

．

．

．

．

．

て

や

る

。

何

か

の

き

っ

か

け

が

あ

れ

ば

、

過

去

を

思

い

出

し

、

そ

の

過

去

が

、

そ

の

時

の

支

え

に

な

る

。

と

に

か

く

過

去

を

大

切

に

す

る

。

そ

れ

が

大

事

な

こ

と

で

は

な

か

ろ

う

か

。

○

詩

の

鑑

賞

に

つ

い

て

本

日

、

浅

野

先

生

の

扱

わ

れ

た

“

卒

業

す

る

あ

な

た

た

ち

に

」

の

最

後

の

三

行

（

第

一

連

の

三

行

て

い

ね

い

に

築

い

た

知

識

の

塔

、

病

ん

で

い

る

友

を

い

た

わ

る

情

愛

の

ま

な

ざ

し

、

見

知

ら

ぬ

土

地

を

楽

し

く

回

っ

た

修

学

旅

行

の

コ

ー

ス

）

は

、

先

生

の

考

え

で

よ

い

と

思

う

。

詩

と

い

う

の

は

、

傾

き

か

け

た

感

情

を

か

き
．

．

立

て

る

、

か

き

立

て

て

や

る

と

こ

ろ

に

あ

る

。

感

情

を

か

き

立

て

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
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る

と

こ

ろ

に

生

き

る

喜

び

が

あ

る

。

昨

夜

岐

阜

に

泊

ま

っ

て

、

朝

．岐

阜

よ

り

見

え

る

は

る

か

、

か

な

た

の

山

々

の

雪

景

色

を

見

て

、

「

い

ヽ

な

あ

」

と

思

っ

た

。

こ

れ

は

、

自

然

か

ら

受

け

る

恩

恵

で

す

が

、

詩

を

読

む

こ

と

に

よ

っ

て

、
「

い

ヽ

な

あ

、

そ

う

だ

な

あ

」

と

、

感

情

が

心

の

中

に

わ

い

て

く

る

。

読

者

が

感

情

を

か

き

立

て

．

．

．

．

る

な

ら

ば

、

十

分

で

は

な

い

か

。

．
段

落

の

こ

と

や

、

ス

タ

イ

ル

と

か

を

第

一

義

と

し

て

、

つ

ヽ

き

す

ぎ

る

の

は

、

か

え

っ

て

よ

く

な

い

の

で

は

な

い

か

。

国

語

は

子

供

の

生

活

と

密

着

し

て

い

て

、

文

法

や

語

句

の

知

識

だ

け

で

は

な

い

。

○

指

導

の

客

観

性

に

つ

い

て

本

日

の

授

業

に

は

確

か

さ

が

あ

っ

た

。

生

徒

に

考

え

さ

せ

、

思

い

当

た

ら

せ

る

。

確

か

さ

を

き

め

て

行

く

＝

自

己

評

価

を

常

に

行

わ

せ

る

授

業

で

あ

っ

た

。

何

の

た

め

に

、

こ

れ

を

や

る

か

が

、

は

っ

き

り

し

て

い

た

。

進

め

方

に

も

合

理

性

が

あ

っ

た

。

即

ち

指

導

に

客

観

性

が

あ

っ

た

と

い

え

る

。

そ

れ

は

、

子

供

の

オ

リ

ジ

ナ

ル

を

尊

重

す

る

態

度

で

も

あ

る

。

○

文

学

作

品

の

感

想

に

つ

い

て

文

学

作

品

の

感

想

に

は

、

読

み

手

（

読

者

の

側

）

か

ら

の

感

想

と

作

者

の

側

か

ら

の

感

想

（

作

者

に

な

っ

た

つ

も

り

）

の

二

つ

の

場

合

が

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

二

つ

の

立

場

に

立

た

せ

る

と

、

た

い

へ

ん

活

発

に

な

る

も

の

だ

。

こ

の

場

合

感

想

に

は

ピ

ン

か

ら

キ

リ

ま

で

あ

る

が

、

各

生

徒

の

感

想

は

、

子

供

に

と

っ

て

尊

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

是

認

し

て

や

ら

な

く

て

は

な

ら

な

い

。
低

い

も

の

を

見

落

と

し

が

ち

で

あ

る

が

、

低

い

も

の

を

浮

き

上

が

ら

せ

、

高

い

方

へ

持

っ

て

い

く

こ

と

が

大

切

だ

と

思

う

。

低

い

面

に

も

、

か

な

り

の

層

が

あ

る

が

、

そ

う

い

う

生

徒

を

ひ

き

立

て

る

こ

と

こ

そ

大

事

で

は

な

か

ろ

う

か

。

○

教

材

と

は

教

材

は

目

標

に

よ

っ

て

位

置

が

か

わ

る

。

め

あ

て

に

よ

っ

て

か

．

．

．

わ

る

も

の

だ

。

こ

れ

が

他

教

科

に

な

い

こ

と

で

、

例

え

ば

、

ア

ン

デ

ル

セ

ン

の

“

マ

ッ

チ

売

り

の

少

女

”

こ

れ

な

ど

、

幸

福

論

ま

で

も

っ

て

く

れ

ば

、

中

学

生

に

も

よ

い

し

、

死

生

観

の

面

か

ら

見

れ

ば

、

高

校

生

で

も

使

え

る

。

し

た

が

っ

て

、

目

標

を

は

っ

き

り

立

て

て

、

そ

れ

か

ら

教

材

を

出

す

の

が

国

語

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

他

教

科

の

よ

う

に

知

識

形

成

で

は

な

く

、

国

語

は

言

語

活

動

(

経

験

)

そ

の

も

の

が

内

容

で

あ

る

か

ら

。

○

文

学

教

材

は

道

徳

教

材

に

も

な

る

と

い

う

こ

と

山

椒

大

夫

を

「

兄

弟

仲

良

く

」

と

い

う

面

か

ら

見

れ

ば

、

道

徳

教

育

に

も

使

え

る

。

し

か

し

、

道

徳

教

育

に

使

う

と

す

れ

ば

、

鑑

賞

が

狭

く

な

り

、

自

分

の

反

省

（

内

省

）

の

き

っ

か

け

に

す

る

に

す

ぎ

な

い

。

文

学

教

育

は

も

っ

と

幅

の

広

い

も

の

で

、

作

品

を

味

わ

う

、

即

ち

好

き

な

と

こ

ろ

は

ど

こ

か

、

う

つ

く

し

い

と

こ

ろ

は

ど

こ

か

、

と

感

情

を

か

き

立

て

る

、

自

意

識

を

か

き

立

て

て

、

心

情

を

豊

か

に

す

る

に

あ

る

。
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○

私

た

ち

は

若

い

世

代

を

信

頼

し

、

大

い

に

期

待

し

た

い

。

デ

ン

マ

ー

ク

に

行

っ

た

と

き

、

若

い

運

転

手

が

我

が

子

に

期

待

を

か

け

て

い

た

こ

の

話

か

ら

私

た

ち

も

若

い

世

代

を

信

頼

し

、

期

待

を

か

け

て

、

う

ん

と

可

愛

が

っ

て

や

っ

て

ほ

し

い

。

だ

い

た

い

以

上

の

よ

う

な

お

話

を

聞

き

ま

し

た

。

そ

の

他

、

感

想

を

深

め

、

思

考

力

を

伸

ば

し

て

や

る

こ

と

、

哲

学

す

る

力

を

与

え

る

こ

と

な

ど

い

ろ

い

ろ

承

っ

た

が

、

紙

数

の

都

合

で

割

愛

し

ま

す

。

（

文

責

千

種

俊

）

お

断

り

石

森

先

生

が

、

梅

林

中

学

校

を

視

察

さ

れ

た

と

き

、

梅

林

中

学

校

教

頭

浅

野

和

夫

先

生

を

始

め

、

野

田

了

爾

先

生

、

河

村

熙

子

先

生

の

お

三

人

が

研

究

授

業

を

実

施

さ

れ

ま

し

た

。

参

会

者

一

同

は

先

生

方

の

ご

立

派

な

授

業

を

拝

見

し

て

、

た

い

へ

ん

有

意

義

な

、

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

を

勉

強

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

そ

の

日

の

研

究

授

業

や

そ

の

後

の

話

し

合

い

の

模

様

を

詳

し

く

お

伝

え

す

る

つ

も

り

で

し

た

が

、

郵

送

料

の

都

合

で

、

割

愛

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

当

日

授

業

を

し

て

い

た

だ

い

た

先

生

方

に

厚

く

お

礼

を

申

し

上

げ

る

と

共

に

、

お

許

し

を

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

（

千

種

記

）

新

入

会

員

紹

介

益

田

郡

金

山

町

東

中

大

前

敬

子

野

崎

鉄

郎

野

田

隆

三

濃

斐

中

桂

川

好

勝

森

敬

子

今

井

証

次

郎

下

呂

町

下

呂

中

田

口

敬

二

村

益

栄

上

原

中

二

村

恒

晴

今

井

政

美

竹

原

中

荒

井

信

夫

曽

我

英

子

萩

原

町

南

中

桂

川

鈴

郎

三

宅

征

子

北

中

田

口

定

一

細

江

正

明

森

元

い

ほ

子

馬

瀬

村

中

切

中

中

島

健

夫

吉

城

郡

河

合

村

元

田

中

藤

守

一

心

宮

川

村

坂

下

中

奥

洞

泰

造

室

屋

昭

彦

岡

部

勲

神

岡

町

山

田

中

谷

口

健

三

石

坂

昭

義

神

岡

中

甲

谷

良

治

桒

山

敏

西

田

郁

雄

古

田

昭

教

岐

阜

市

長

森

中

後

藤

一

次

原

稿

募

集

個

人

の

悩

み

や

現

在

問

題

と

し

て

い

る

こ

と

が

ら

、

研

究

論

文

会

員

だ

よ

り

な

ど

お

気

軽

に

投

稿

願

い

ま

す

送

り

先

岐

阜

市

長

森

中

千

種



- 10 -

会 計 報 告 1962.3.10 現在

収入 借入金 10,000

会費 195 人分 19,500
ビニール

雑収入（袋 台） 12

計 29,512

支出

10/10 国語主任会会場費 350

11/1 世話人打合会場費 150

11/15 世話人打合会場費 250

11/29 準備委員会費 450

11/17 設立発起人会印刷費 4,230

（通信 ,用紙費）

12/6 準備委員会案内状郵送料 230

1/8 総会準備案内状郵送料 3,155

（印刷代）

1/19 発会の栞 印刷代 7,200

1/22 故河田会長香奠 1,000

宅葬、花輪代 700

1/19 不参加者栞発送代 1,630

郵送料（副会長へ連絡） 30

計 19,375

残高 10,137
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た

い

へ

ん

忙

し

く

、

心

せ

わ

し

い

昨

今

で

あ

り

ま

す

。

会

員

の

み

な

さ

ま

お

か

わ

り

あ

り

ま

せ

ん

か

。

岐

阜

県

中

学

校

国

語

教

育

研

究

会

が

う

ぶ

声

を

上

げ

て

、

す

で

に

二

か

月

た

ち

ま

し

た

。

そ

の

間

、

河

田

会

長

の

急

逝

に

あ

い

、

一

時

は

、

舵

を

失

っ

た

舟

に

等

し

く

、

途

方

に

く

れ

ま

し

た

が

、

な

ん

と

し

て

も

方

向

ぐ

ら

い

は

見

失

っ

て

は

と

、

必

死

の

思

い

で

発

行

し

た

の

が

、

機

関

誌

と

い

う

ほ

ど

の

も

の

で

は

な

い

、

こ

の

機

関

誌

で

す

。

ま

こ

と

に

貧

し

い

も

の

で

事

務

局

と

し

て

は

、

恐

る

く
導

火

線

に

火

を

つ

け

た

程

度

の

も

の

で

す

。

お

っ

か

な

び

っ

く

り

で

火

を

つ

け

た

導

火

線

で

す

が

、

こ

れ

が

き

っ

か

け

と

な

っ

て

、

ど

こ

の

つ

ヽ

に

も

火

が

入

れ

ら

れ

、

立

派

な

花

火

を

打

ち

上

げ

ら

れ

る

な

ら

、

こ

れ

に

こ

し

た

幸

い

は

あ

り

ま

せ

ん

。

県

下

に

は

腕

の

よ

い

花

火

師

が

た

く

さ

ん

み

え

ま

す

。

ど

ん

な

色

の

か

わ

っ

た

花

火

で

も

結

構

で

す

。

ど

ん

ど

ん

お

願

い

し

ま

す

。

み

な

さ

ん

の

寄

稿

を

お

待

ち

し

て

い

ま

す

。

（

事

務

局

千

種

）

昭 和 37 年 ３ 月 15 日

岐 阜 県 中 学 校 国 語 教 育 研 究 会 事 務 局

（ 岐 阜 市 立 長 森 中 学 校 内 電 2-3745）

あ

と

が

き


