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先

日

、

県

中

学

校

国

語

教

育

研

究

会

の

理

事

会

が

あ

っ

た

時

年

間

の

仲

間

の

事

業

と

し

て

何

か

を

み

つ

け

た

い

と

い

う

の

で

話

し

合

い

が

あ

っ

た

。

そ

の

時

は

、

漢

字

の

学

習

書

文

学

的

教

材

等

の

副

読

本

（

補

充

教

材

）

「

こ

と

ば

の

き

ま

り

」

の

手

び

き

書

国

語

の

学

習

ノ

ー

ト

ワ

ー

ク

ブ

ッ

ク

等

の

編

さ

ん

に

つ

い

て

、
か

な

り

活

発

に

意

見

が

か

わ

さ

れ

た

。

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

、

手

わ

け

を

し

て

研

究

し

、

一

應

の

目

算

を

た

て

て

も

ら

う

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

何

と

か

し

て

い

い

も

の

を

こ

し

ら

え

て

、

県

下

の

中

学

校

国

語

教

育

の

向

上

に

資

し

た

い

と

い

う

気

持

は

共

通

で

あ

る

が

、

さ

し

づ

め

何

が

必

要

か

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

十

人

十

色

に

な

る

お

そ

れ

も

あ

る

。

ワ

ー

ク

ブ

ッ

ク

、

学

習

ノ

ー

ト

な

ど

は

、

市

販

の

も

の

が

氾

濫

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

そ

れ

だ

け

に

、

わ

れ

わ

れ

自

身

の

手

に

よ

っ

て

、

い

わ

ゆ

る

ド

リ

ル

学

習

を

正

道

に

も

ど

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

も

言

え

る

。

「

こ

と

ば

の

き

ま

り

」

の

手

び

き

書

に

つ

い

て

は

、

未

開

拓

の

分

野

だ

け

に

フ

ァ

イ

ト

も

わ

く

。

仲

間

に

優

れ

た

実

践

家

も

い

る

の

で

手

が

け

や

す

い

か

も

知

れ

な

い

。

文

学

的

教

材

の

補

充

と

い

う

こ

と

も

、

本

質

的

に

意

義

の

あ

る

こ

と

だ

し

、

こ

れ

ま

た

優

れ

た

実

践

家

が

多

い

の

で

、

個

性

味

豊

か

な

も

の

を

つ

く

り

あ

げ

る

こ

と

も

さ

し

て

難

事

で

は

な

い

。
た

だ

、
短

時

間

に

は

実

現

し

に

く

い

と

い

う

予

想

も

立

つ

。

漢

字

の

学

習

書

、

こ

れ

も

市

販

の

も

の

が

多

い

が

、

概

し

て

常

識

的

な

も

の

が

多

く

、

形

式

的

な

ド

リ

ル

主

義

に

堕

し

て

ゆ

た

か

さ

が

な

い

。

生

徒

が

漢

字

に

奉

仕

す

る

と

い

っ

た

気

配

が

こ

い

。

そ

う

い

う

も

の

で

な

く

、

そ

っ

直

に

、

ゆ

た

か

に

、

よ

り

的

確

に

自

己

を

表

現

す

る

た

め

に

、

あ

る

い

は

、

ひ

と

の

文

章

を

よ

り

正

確

に

、

よ

り

ち

密

に

理

解

す

る

た

め

に

、

生

徒

た

ち

は

い

か

に

漢

字

を

駆

使

す

べ

き

か

、

そ

う

い

う

こ

と

に

直

接

に

役

立

つ

学

習

書

も

ぜ

ひ

必

要

で

あ

る

。

理

論

的

に

、

方

法

的

に

、

異

な

っ

た

見

解

の

人

々

も

共

通

の

問

題

と

し

て

、

ま

ず

こ

の

門

だ

け

は

必

ず

生

徒

に

通

ら

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

っ

た

普

遍

性

も

あ

る

。

大

ぜ

い

で

、

衆

知

を

あ

つ

め

て

、

よ

り

よ

い

も

の

を

編

さ

ん

し

得

る

可

能

性

も

多

い

。

新

鮮

な

な

企

画

と

強

力

な

実

践

を

中

・

国

・

研

共

通

の

労

作

の

た

め

に

精

華

中

学

校

長

野

田

満
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今

、

中

学

校

の

生

徒

た

ち

に

、

国

語

科

と

し

て

与

え

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

が

ら

は

、

数

多

く

あ

る

。

そ

の

う

ち

の

ど

れ

で

も

よ

い

か

ら

、

ま

ず

ひ

と

つ

、

県

下

中

学

校

国

語

教

師

の

共

通

の

労

作

と

し

て

、

具

体

的

に

実

現

し

た

い

も

の

で

あ

る

。

ど

れ

で

も

よ

い

か

ら

と

い

う

の

は

、

現

実

の

条

件

を

考

え

て

ま

ず

手

が

け

や

す

い

も

の

か

ら

完

成

し

、

成

功

し

て

、

次

の

仕

事

の

基

礎

を

作

り

た

い

と

い

う

真

意

で

あ

る

。

新

鮮

な

企

画

と

強

力

な

実

践

を

中

国

研

に

お

寄

せ

く

だ

さ

る

よ

う

念

じ

て

い

る

。

教

材

に

思

う

岐

阜

市

岐

陽

中

学

校

小

牧

愿

◎

教

材

の

重

要

性

教

材

に

よ

り

か

か

っ

て

、

こ

と

ば

の

教

育

を

す

る

特

性

を

も

ち

、

こ

と

ば

だ

け

を

切

り

離

し

て

、

そ

の

意

味

や

は

た

ら

き

を

理

解

さ

せ

る

こ

と

の

で

き

な

い

国

語

科

に

と

っ

て

は

、

特

に

、

教

材

の

す

ば

ら

し

さ

と

い

う

こ

と

が

重

要

に

な

っ

て

く

る

。

国

語

教

材

で

あ

る

以

上

、

語

い

・

文

法

・

文

字

・

文

章

構

造

な

ど

が

た

い

せ

つ

な

要

素

で

あ

る

こ

と

、

計

画

性

の

な

い

も

の

で

は

な

ら

な

い

こ

と

な

ど

は

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。

が

、

そ

う

い

う

も

の

が

備

わ

っ

て

い

れ

ば

、

ど

ん

な

内

容

の

文

章

で

あ

っ

て

も

よ

い

と

い

う

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

そ

の

内

容

が

そ

ら

ぞ

ら

し

い

、

迫

力

の

な

い

も

の

で

あ

っ

て

よ

い

は

ず

は

な

い

。

そ

れ

は

、

こ

ど

も

た

ち

を

ひ

き

つ

け

、

感

動

さ

せ

思

考

さ

せ

る

に

充

分

な

ね

う

ち

あ

る

な

か

み

を

も

っ

た

も

の

で

な

．

．

．

．

．

．

．

．

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

ん

な

こ

と

は

、

今

さ

ら

、

私

な

ど

が

言

わ

な

く

て

も

、

わ

か

り

き

っ

た

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

わ

か

り

き

っ

た

こ

と

を

、

言

わ

な

い

で

は

い

ら

れ

な

い

気

持

ち

に

さ

せ

ら

れ

る

と

き

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

つ

ぎ

の

よ

う

な

、

全

く

魅

力

の

な

い

、

教

科

書

教

材

に

当

面

し

た

と

き

で

あ

る

。

登

校

村

野

四

郎

新

し

い

ノ

ー

ト

と

新

し

い

本

、

ぎ

っ

し

り

つ

め

た

か

ば

ん

の

重

み

が

、

わ

た

し

の

歩

み

を

力

づ

よ

く

す

る

。

け

さ

は

、

目

に

う

つ

る

す

べ

て

の

も

の

が

、

自

信

に

み

ち

、

生

気

に

あ

ふ

れ

立

っ

て

い

る

。

胸

を

は

っ

て

行

く

朝

の

道

、

ふ

と

、

心

の

ど

こ

か

で

、

も

う

一

度

、

や

さ

し

い

母

の

こ

と

ば

が

さ

さ

や

く

、
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「

し

っ

か

り

や

っ

て

ね

。
」

と

。

母

の

心

は

、

こ

の

こ

と

ば

に

生

き

て

、

わ

た

し

の

心

に

よ

び

か

け

る

。

す

る

と

、

わ

た

し

の

胸

の

底

で

、

は

っ

き

り

と

、

こ

れ

に

こ

た

え

る

声

が

あ

る

。

明

る

い

光

、

ひ

ろ

が

る

風

景

、

道

を

は

さ

ん

で

、

い

ち

め

ん

に

ゆ

れ

る

黄

色

い

菜

畑

、

風

が

花

の

に

お

い

を

は

こ

ん

で

く

る

。

こ

れ

は

、

一

年

の

最

初

の

単

元

「

こ

と

ば

と

心

」

(

光

村

図

書

）

の

中

の

第

一

に

の

せ

ら

れ

て

い

る

文

（

詩

と

言

わ

ず

、

あ

え

て

文

と

い

い

た

い

。
）

で

あ

る

。

こ

れ

の

ね

ら

い

は

、

単

元

名

で

も

明

ら

か

で

あ

り

、

最

初

の

と

こ

ろ

に

も

書

か

れ

て

い

る

よ

う

に

、

｢

新

し

い

生

活

の

中

で

こ

と

ば

と

い

う

も

の

が

、

ど

ん

な

に

た

い

せ

つ

な

役

わ

り

を

た

し

て

い

る

も

の

か

、

あ

ら

た

め

て

考

え

さ

せ

、

こ

と

ば

と

心

の

つ

な

が

り

に

つ

い

て

、

自

覚

を

持

つ

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

。
」

に

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

こ

と

を

ね

ら

う

単

元

の

第

一

に

、

人

間

の

感

動

を

よ

り

直

さ

い

に

、

よ

り

簡

潔

に

凝

集

し

た

詩

を

持

っ

て

く

る

と

い

う

意

図

は

た

い

へ

ん

に

よ

い

と

思

う

。

と

こ

ろ

が

、

こ

こ

に

の

せ

ら

れ

た

、

こ

の

詩

（

？

）

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

ま

っ

た

く

そ

ら

ぞ

ら

し

い

、

感

動

の

欠

け

た

こ

と

ば

の

集

ま

り

で

は

な

い

か

。

こ

れ

で

、

こ

と

ば

の

重

要

性

と

か

、

心

の

つ

な

が

り

と

か

を

感

得

せ

よ

と

は

、

ど

だ

い

無

理

な

注

文

で

あ

る

。

お

説

教

な

ら

ば

、

は

っ

き

り

と

｢

こ

と

ば

は

大

切

で

す

。

心

の

あ

ら

わ

れ

で

す

。
」

と

い

っ

た

ら

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

今

の

場

合

は

、

そ

の

文

章

な

り

詩

な

り

を

読

む

中

で

、

味

わ

う

中

で

、

体

得

し

、

自

覚

を

も

た

せ

る

よ

う

に

し

た

い

と

い

の

ね

が

い

が

あ

っ

て

の

は

ず

で

あ

る

。

で

あ

っ

た

ら

、

す

ば

ら

し

い

魂

の

あ

ら

わ

れ

の

詩

や

、

人

間

性

豊

か

な

随

筆

を

読

ま

せ

、

あ

る

い

は

、

あ

た

た

か

い

心

の

通

い

合

う

会

話

の

文

や

、

手

紙

を

読

ま

せ

れ

ば

よ

い

で

は

な

い

か

。

◎

私

た

ち

の

態

度

こ

の

た

め

に

、

私

た

ち

は

教

材

を

充

分

に

研

究

し

不

適

当

な

も

の

は

捨

て

、

必

要

な

も

の

は

補

っ

て

、

形

式

・

内

容

と

も

に

充

実

し

た

も

の

を

使

う

よ

う

に

努

力

す

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

。と

は

言

っ

て

も

、

今

た

だ

ち

に

、

全

面

的

に

、

十

分

な

る

研

究

や

準

備

も

で

き

ず

、

不

本

意

な

が

ら

も

こ

う

し

た

教

材

を

使

う

場

合

も

出

て

く

る

の

が

実

情

で

あ

る

。

で

、

も

し

、

こ

れ

を

使

っ

て

学

習

を

進

め

る

と

す

れ

ば

ど

う

す

る

か

。

授

業

の

大

ま

か

な

流

れ

だ

け

を

記

し

て

御

批

判

を

こ

い

た

い

と

思

う

。

◎

「

登

校

」

を

使

っ

て

作

者

に

は

ま

こ

と

に

す

ま

ぬ

こ

と

で

は

あ

る

が

、

私

は

、

こ

の

詩

（

？

）

を

よ

く

な

い

例

と

し

て

取

扱

っ

て

み

た

。



- 4 -

す

な

わ

ち

、

１

「

こ

れ

を

読

ん

で

何

を

感

じ

た

か

。
」

に

対

す

る

生

徒

の

答

そ

の

中

の

、

・

自

信

が

あ

る

よ

う

に

書

い

て

い

る

が

、

ぼ

く

は

不

安

だ

っ

た

。

・

こ

の

文

は

、

よ

い

詩

に

す

る

た

め

、

自

分

で

は

思

わ

な

い

こ

と

ま

で

う

そ

を

つ

い

て

書

い

て

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

・

こ

の

詩

人

は

、

う

そ

を

書

い

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

お

と

な

は

中

学

生

の

気

持

ち

に

は

ま

ず

な

れ

な

い

か

ら

。

だ

け

ど

、

お

と

な

が

中

学

生

の

気

持

に

な

っ

て

書

い

た

の

は

い

い

と

思

う

。

な

ど

、

詩

の

気

持

ち

と

相

反

す

る

発

想

、

批

判

的

な

意

見

を

取

り

上

げ

、

み

ん

な

の

問

題

に

し

て

み

る

。

２

す

る

と

、

今

ま

で

「

う

ま

く

か

け

て

い

る

と

思

う

。」

と

か

「

感

じ

た

こ

と

が

よ

く

書

け

て

い

る

と

思

う

。
」

な

ど

と

言

っ

て

い

た

生

徒

の

大

部

分

も

、「

そ

う

言

わ

れ

れ

ば

、
そ

う

思

う

。
」

と

こ

の

意

見

に

賛

意

を

示

す

な

か

ま

が

た

く

さ

ん

で

て

く

る

。

３

そ

こ

で

、
「

ど

こ

に

う

そ

ら

し

い

と

こ

ろ

が

あ

る

か

。

う

そ

ら

し

い

の

は

な

ぜ

か

。
」

と

、

全

体

か

ら

、

部

分

的

に

な

ど

に

ふ

れ

て

作

者

、

お

と

な

、

こ

と

ば

４

「

と

に

か

く

、

作

者

は

ど

う

い

う

こ

と

を

書

こ

う

と

し

た

の

か

は

わ

か

ら

な

い

か

。」
「

そ

れ

は

ど

こ

に

…

…

こ

と

ば

、

気

持

…

…

文

章

に

即

し

て

５

で

は

、

み

ん

な

の

ほ

ん

と

う

に

気

持

ち

を

、

う

そ

の

な

い

こ

と

ば

で

書

い

て

み

よ

う

。

・

入

学

式

の

と

き

や

、

最

近

感

じ

た

こ

と

。

目

の

つ

け

ど

こ

ろ

…

…

具

体

的

に

・

詩

で

あ

る

も

の

、

詩

で

な

い

も

の

…

…

例

示

（

省

略

）

と

、

自

分

た

ち

の

気

持

ち

を

表

現

す

る

と

こ

ろ

ま

で

進

め

て

み

た

。

し

か

し

、

第

一

回

の

作

品

に

は

、

半

数

ぐ

ら

い

、

教

科

書

の

や

き

な

お

し

の

も

の

が

あ

ら

わ

れ

た

。

が

、

中

に

、

目

の

つ

け

ど

こ

ろ

の

わ

か

っ

た

者

、

表

現

も

比

較

的

、

自

分

の

も

の

と

な

っ

て

い

る

作

品

も

で

て

き

た

。
（

作

品

掲

載

者

略

）

６

そ

こ

で

、

そ

れ

を

み

な

で

読

み

合

い

、

も

う

一

度

書

き

直

し

を

し

た

。

と

教

科

書

教

材

か

ら

出

発

し

、

表

現

す

る

と

こ

ろ

へ

持

っ

て

行

く

間

に

、

前

に

述

べ

た

よ

う

な

ね

ら

い

の

達

成

が

で

き

な

い

か

と

思

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

な

お

、

例

示

を

す

る

と

き

に

、

何

を

も

っ

て

く

る

か

。

そ

れ

が

や

は

り

教

材

の

重

要

性

に

連

な

る

問

題

だ

と

思

う

。
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一

、

文

学

教

育

の

ね

ら

い

◎

生

き

る

こ

と

の

味

わ

い

○

多

種

多

様

な

人

生

を

実

感

と

し

て

味

わ

う

こ

と

。

単

純

に

生

活

指

針

を

決

め

た

り

危

険

さ

す

ぐ

現

実

と

対

比

し

て

批

判

す

る

こ

と

の

◎

客

観

的

に

読

む

こ

と

。

○

典

型

と

し

て

読

み

、

人

物

心

象

と

し

て

把

握

す

る

こ

と

。

○

現

実

の

中

に

、

自

己

の

経

験

の

中

に

類

型

を

発

見

す

る

こ

と

。

人

間

認

識

の

拡

大

自

己

の

生

き

る

こ

と

の

中

で

の

位

置

づ

け

二

、

集

団

読

み

の

必

要

◎

実

感

を

と

お

し

て

た

し

か

め

あ

う

こ

と

。

○

子

ど

も

の

も

つ

積

極

性

・

正

義

感

・

楽

天

性

・

行

動

性

作

品

を

考

え

さ

せ

、

作

品

に

反

映

さ

せ

、

作

品

観

を

交

流

さ

せ

、

作

品

の

評

価

を

さ

せ

て

い

く

。

・

人

間

認

識

質

を

か

え

現

実

の

を

正

し

く

確

か

な

も

の

と

し

て

い

く

。

認

識

の

こ

と

。

・

生

活

認

識

高

め

て

い

く

◎

認

識

の

拡

大

と

な

か

ま

意

識

を

育

て

る

こ

と

。

○

子

ど

も

の

集

団

多

種

多

様

な

経

験

の

集

ま

り

。

作

品

を

と

お

し

て

の

経

験

の

交

流

生

き

た

人

間

認

識

の

拡

大

（

実

感

と

し

て

）

…
…

個

人

の

深

化

・

拡

充

集

団

の

構

成

員

と

し

て

の

意

識

と

理

解

…
…
…
…
…

な

か

ま

づ

く

り

三

、

ひ

と

つ

の

実

践

（

三

年

生

）

「

山

椒

大

夫

」

の

テ

ー

マ

把

握

を

中

心

と

し

て

（

教

科

書

に

は

、

安

寿

と

厨

子

王

が

山

椒

大

夫

の

も

と

へ

売

ら

れ

た

翌

年

、

初

め

て

二

人

で

山

に

出

る

と

こ

ろ

か

ら

終

り

ま

で

海

津

郡

海

津

町

立

日

新

中

学

校

文

学

作

品

の

集

団

読

み

原

田

昭

二
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が

お

さ

め

ら

れ

て

い

る

。
）

◎

中

心

に

な

る

人

物

は

安

寿

と

厨

子

王

だ

が

、

ど

ち

ら

に

重

点

が

お

か

れ

て

い

る

か

。

◎

そ

れ

は

な

ぜ

か

。

厨

子

王

…

…

・

最

後

ま

で

生

き

残

っ

て

い

る

か

ら

。

・

安

寿

は

途

中

で

死

ん

で

し

ま

っ

た

が

、

厨

子

王

は

舟

を

助

け

た

か

ら

安

寿

…

…

・

文

章

の

後

半

、

厨

子

王

は

安

寿

の

意

志

ど

お

り

に

動

い

た

に

す

ぎ

な

い

か

ら

。

・

文

章

の

も

っ

と

も

感

銘

深

い

の

は

山

の

中

の

別

れ

の

と

こ

ろ

で

、

そ

の

中

心

は

安

寿

だ

か

ら

。

こ

こ

で

必

ら

ず

表

現

と

結

び

つ

け

て

考

え

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

特

に

会

話

の

う

ま

さ

、

傑

出

し

た

描

写

の

味

わ

い

。

◎

安

寿

を

と

お

し

て

何

を

描

こ

う

と

し

て

い

る

か

。

安

寿

の

犠

牲

的

精

神

の

美

し

さ

（

安

寿

の

死

を

美

化

し

た

表

現

を

と

お

し

て

も

）

テ

ー

マ

に

近

づ

く

こ

こ

で

生

徒

の

目

を

現

実

に

戻

す

必

要

が

あ

る

◎

不

自

然

に

思

わ

れ

る

と

こ

ろ

、

な

っ

と

く

の

い

か

な

い

と

こ

ろ

は

な

い

か

。

・

四

つ

の

奇

蹟

（

守

り

本

尊

）
。

①

夢

②

曇

猛

律

師

③

関

白

師

実

の

娘

④

母

の

開

眼

・

安

寿

の

信

念

。

・

正

道

（

厨

子

王

）

の

山

椒

大

夫

に

対

す

る

扱

い

。

問

題

を

残

し

て

テ

ー

マ

へ

◎

「

山

椒

大

夫

」

の

題

名

は

何

を

意

味

し

て

い

る

か

。
（

象

徴

性

）

◎

テ

ー

マ

の

発

見

○

運

命

の

重

圧

の

も

と

に

輝

い

た

安

寿

の

犠

牲

的

精

神

の

美

し

さ

こ

こ

で

終

っ

て

は

な

ら

な

い

ふ

た

た

び

生

徒

の

目

を

現

実

に

◎

こ

れ

は

す

ば

ら

し

い

こ

と

と

思

う

か

味

わ

い

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

、

こ

う

い

う

二

人

は

、

こ

う

い

う

生

き

方

を

し

た

こ

の

部

分

は

ペ

ー

ジ

の

折

り

目

に

隠

れ

て

判

読

不

能

典

型

集 団 に よ っ て 作 品 に 迫 り 、

あ い を す る
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○

四

つ

の

奇

蹟

と

正

道

（

厨

子

王

）

の

山

椒

大

夫

一

家

に

対

す

る

扱

い

方

に

つ

い

て

・

奇

蹟

に

つ

い

て

こ

ん

な

に

う

ま

く

い

く

も

の

だ

ろ

う

か

。

生

徒

の

生

活

経

験

か

ら

・

山

椒

大

夫

一

家

の

扱

い

方

こ

ん

な

こ

と

で

は

や

っ

つ

け

た

ら

ん

（

特

に

読

み

の

深

い

生

徒

に

多

い

）

生

徒

の

生

活

感

情

◎

な

ぜ

こ

う

い

う

奇

蹟

が

こ

の

作

品

で

は

必

要

な

の

か

。

◎

な

ぜ

山

椒

大

夫

一

家

の

扱

い

を

こ

う

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

か

。

作

品

批

判

へ

（

安

寿

の

生

き

方

の

美

し

さ

は

よ

く

わ

か

る

が

、

そ

の

美

し

さ

の

意

味

を

十

分

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

）

会

員

名

簿

（

昭

和

三

十

七

年

六

月

現

在

）

岐

阜

市

伊

奈

葉

松

田

充

玉

井

武

博

村

井

ス

ミ

子

所

稔

赤

堀

和

之

近

藤

護

浅

野

道

雄

後

藤

昇

明

郷

高

井

宗

夫

河

野

博

雲

市

橋

国

雄

松

久

敏

郎

村

瀬

美

代

子

本

荘

田

中

秀

夫

川

田

肇

水

谷

紀

夫

吉

田

辰

美

児

玉

博

次

千

種

俊

梅

林

野

田

了

爯

堀

清

子

小

沢

雅

弘

浅

野

和

夫

青

木

富

彦

加

納

片

山

利

彦

舟

坂

民

平

大

野

正

行

古

田

左

右

吉

宇

野

慶

子

西

山

卓

夫

山

本

春

子

宮

部

芳

郎

山

本

喜

久

男

長

森

伊

藤

昭

三

小

川

淳

心

橋

本

雅

芳

後

藤

一

次

中

村

慶

三

片

桐

哲

郎

長

良

後

藤

道

子

吉

田

雄

平

田

口

参

吾

奥

村

幸

夫

可

児

省

吾

高

井

健

高

木

義

明

島

南

木

道

隆

三

浦

旭

岩

野

田

高

木

浩

美

精

華

野

田

満

高

橋

俊

太 集 団 に よ っ て た し か め
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村

木

英

雄

岐

陽

小

牧

愿

苅

谷

忠

芳

林

和

美

藍

川

高

橋

善

昭

三

輪

北

榊

原

隆

清

南

伊

藤

真

治

稲

北

中

島

良

太

大

塚

聰

英

厚

八

河

村

煕

子

南

部

小

島

敏

古

宮

山

喜

郎

横

幕

信

夫

北

方

馬

渕

文

雄

棚

橋

嘉

明

付

属

岩

田

雅

行

マ
マ

扇

本

肇

盲

学

校

赤

座

憲

久

不

破

成

美

教

委

土

井

光

郎

教

研

河

合

治

人

付

属

小

岸

武

雄

マ
マ

大

垣

市

興

文

中

早

野

信

道

松

原

隆

高

橋

和

子

堀

部

昭

東

中

桒

井

智

城

児

玉

実

後

藤

和

岩

田

豊

夫

西

中

稲

川

満

秋

上

島

八

重

子

片

山

茂

子

旧

井

昭

夫

水

野

建

南

中

渡

辺

美

代

子

若

宮

花

子

三

島

登

北

中

若

松

房

子

五

島

文

雄

杉

原

旺

稲

川

至

誠

古

田

晃

江

東

中

村

田

豊

彦

川

並

中

吉

田

祐

子

教

委

後

藤

慶

一

郎

高

山

市

日

枝

中

浅

野

昭

夫

浅

野

吉

久

桐

谷

忠

夫

岩

下

ひ

さ

水

木

千

昭

松

倉

下

田

芳

雄

塚

腰

静

清

瀬

木

敬

一

牛

丸

政

子

中

山

木

下

亮

宮

田

栄

一

山

下

清

雄

高

嶋

一

雄

岩

滝

小

谷

一

雄

下

田

修

教

育

長

畑

中

裕

作

夛

治

見

市

南

ヶ

丘

若

尾

武

梶

田

勝

義

今

井

順

子

平

和

篠

原

厚

義

今

井

京

二

小

泉

尾

関

行

雄

浅

井

秀

泰

山

内

礼

子

陶

都

坂

井

登

夛

治

見

岡

庭

芳

彦

関

市

緑

ヶ

丘

鷲

見

忠

雄

旭

ヶ

丘

各

務

利

達

田

原

上

野

恵

一

郎

小

金

田

安

池

重

寿

石

井

宗

文

後

藤

俊

道

富

野

尾

関

忠

男

渡

辺

さ

つ

き

美

濃

市

美
濃
第
一

広

瀬

正

義

上

牧

中

島

清

秋

昭

和

大

沢

昱

男

武

儀

郡

博

愛

栗

本

徳

一

丹

羽

勝

板

取

小

瀬

美

教

委

近

藤

虎

之

助

羽

島

市

竹

鼻

石

原

文

夫

川

口

淳

石

原

伸

吾

中

津

川

市

苗

木

丹

羽

東

平

美
濃
加
茂
市

東

中

赤

塚

恒

美

牛

本

孝

一

井

戸

久

之
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瑞

浪

市

釜

戸

小

池

猛

土

岐

市

西

陵

木

原

功

稲

葉

郡

那

加

浅

野

秀

男

石

田

幸

彦

杜

田

敏

子

宇

野

彩

子

水

野

令

子

大

野

小

次

郎

稲

羽

北

川

一

郎

森

智

誠

西

脇

俊

雄

鵜

沼

三

宅

正

彦

松

波

愛

子

森

政

美

蘇

原

黒

田

有

承

羽

島

郡

川

島

馬

渕

秀

雄

羽

栗

大

竹

文

江

本

夛

秀

文

笠

松

岡

部

英

雄

山

内

志

げ

堀

江

静

世

石

原

筆

男

武

藤

道

保

坪

内

広

清

蘇

西

森

島

登

志

子

樋

口

シ

ゲ

代

恒

川

正

美

海

津

郡

日

新

関

谷

光

茂

原

田

昭

二

丹

羽

光

夫

今

尾

田

中

貞

恵

比

叡

暾

貝

沼

静

春

古

橋

純

子

佐

々

木

博

高

橋

弘

城

山

岡

田

修

松

永

信

円

養

老

郡

高

田

田

中

功

夛

良

三

輪

豊

不

破

郡

不

破

国

枝

法

雄

山

本

一

彦

高

瀬

八

重

子

岩

手

堀

昭

中

村

良

治

赤

坂

野

村

彰

因

広

瀬

文

縁

西

松

ち

よ

子

関

ヶ

原

古

橋

龍

夫

山

田

亮

寛

揖

斐

郡

揖

斐

川

河

野

通

清

牧

村

薫

細

野

よ

し

子

長

瀬

岸

秀

夫

北

和

細

野

敬

揖

東

浅

野

真

康

池

田

東

雲

文

祥

樋

口

信

子

堀

口

千

鶴

子

牧

村

勇

夫

国

枝

一

枝

松

岡

勝

治

大

野

浅

野

真

康

清

水

佳

夫

山

県

郡

教

委

杉

原

明

雄

高

富

平

林

光

谷

合

足

立

敏

郎

富

波

森

下

文

男

北

山

夛

田

定

信

郡

上

郡

奥

明

方

金

子

貞

二

八

幡

簑

島

文

男

原

実

南

中

原

義

昭

末

田

幸

子

郡

南

足

立

宣

幹

加

茂

郡

坂

祝

河

合

祐

輔

富

加

河

合

正

十

村

瀬

穂

積

松

葉

武

司

中

部

木

村

康

男

高

田

武

中

山

健

彦

上

麻

生

後

藤

圀

祺

林

大

三

小

池

希

一

久

田

見

日

江

井

正

己

渡

辺

寿

雄

西

尾

五

三

男

福

地

佐

合

智

恵

子

林

奨

仁
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黒

川

中

島

享

大

山

北

沢

一

坂

ノ

東

服

部

歌

子

神

渕

北

村

龍

浄

教

委

堀

部

万

寿

夫

佐

見

和

田

隆

三

可

児

郡

共

和

伊

藤

照

男

向

陽

秋

山

益

巳

恵

那

郡

上

中

山

田

義

雄

益

田

郡

東

中

今

井

竹

治

大

前

敏

子

濃

斐

桂

川

好

勝

森

敏

子

今

井

証

次

郎

下

呂

田

口

敬

二

村

益

栄

和

田

守

二

上

原

二

村

恒

晴

今

井

政

美

竹

原

荒

井

信

夫

曽

我

英

子

南

中

野

崎

鉄

郎

三

宅

征

子

北

中

田

口

定

一

細

江

正

明

森

元

い

ほ

子

中

切

中

島

健

夫

中

原

細

江

広

久

山

之

口

篠

原

重

和

吉

城

郡

元

田

藤

守

一

心

坂

下

奥

洞

泰

造

室

屋

昭

彦

岡

部

勲

山

田

谷

口

健

三

石

坂

昭

義

神

岡

甲

谷

良

治

桒

山

敏

西

田

郁

雄

古

田

昭

教

岩

垣

忠

一

宮

川

高

井

正

助

安

八

郡

神

戸

渡

辺

敏

行

臼

冨

文

成

田

宮

八

重

子

日

比

邦

子

森

英

誠

立

立

川

澄

夫

マ
マ輪

之

内

牧

野

典

彦

高

橋

次

郎

登

龍

浅

野

智

恵

麿

東

安

渡

辺

満

大

野

郡

朝

中

桂

川

鈴

郎

会

費

未

納

の

先

生

に

な

に

と

ぞ

、

至

急

納

入

く

だ

さ

い

ま

す

よ

う

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

納

入

先

岐

阜

市

藍

川

中

高

橋

善

昭

あ

て
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あ

と

が

き

○

う

っ

と

う

し

い

梅

雨

ど

き

を

迎

え

、

気

分

ま

で

す

っ

か

り

じ

め

じ

め

し

て

い

ま

す

。

が

、

会

員

の

み

な

さ

ん

方

に

は

、

お

元

気

で

な

に

よ

り

で

す

。

○

会

報

第

二

号

を

五

月

ご

ろ

発

行

す

る

つ

も

り

で

し

た

が

、

と

う

と

う

六

月

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。
“
「

会

報

を

出

す

ぞ

」

と

い

う

掛

け

声

ば

か

り

で

、

ち

っ

と

も

出

な

い

じ

ゃ

な

い

か

。
”

と

、

郡

部

の

先

生

方

か

ら

き

つ

い

お

叱

り

を

受

け

て

い

ま

し

た

が

、

や

っ

と

の

こ

と

で

、

出

来

上

が

っ

た

よ

う

な

次

第

、

こ

れ

も

事

務

局

の

い

た

ら

な

さ

で

、

申

し

訳

あ

り

ま

せ

ん

。

○

出

来

上

が

っ

た

も

の

は

、

ま

た

、

ま

こ

と

に

貧

し

い

も

の

。

こ

れ

も

事

務

局

の

責

任

と

、

会

員

の

み

な

さ

ん

方

に

、

お

わ

び

し

た

い

気

持

で

い

っ

ぱ

い

で

す

。

○

で

も

、

県

下

か

ら

“

ど

う

し

た

”

と

い

う

声

が

掛

か

っ

て

く

る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

は

、

お

っ

か

な

び

っ

く

り

で

、

機

関

誌

？

発

行

に

踏

み

切

っ

た

事

務

局

と

し

て

、

ほ

ん

と

う

に

う

れ

し

く

思

っ

て

い

ま

す

。

○

今

は

こ

ん

な

に

細

々

と

し

た

も

の

だ

が

、

だ

ん

だ

ん

声

も

大

き

く

な

っ

て

、

機

関

誌

は

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

中

・

国

・

研

も

ほ

ん

と

う

に

実

の

あ

る

会

に

育

っ

て

い

く

に

違

い

な

い

。

こ

ん

な

気

持

で

す

し

、

ま

た

、

信

じ

て

も

い

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

三

十

七

年

六

月

二

十

日

岐

阜

県

中

学

校

国

語

教

育

研

究

会

岐

阜

市

本

荘

中

学

校

内

電

話

２

―

３

４

５

０


