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一

九
三

〇
年
代
宮
城
県
の

綴
方
教

育
と

広
瀬
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
ホ

小
田

嶋

　
悟

　
広
瀬
小

の

実
践
に

着
目

し

た

先
行
研
究
と

し

て

は
、

中
川
正

入

「

宮
城
県
に

お

け

る

生

活
綴
方
教
育
運
動
」

（

白
い

国

の

詩
編
『

北

方
の

児
童
文

集
』

（
宮
城
編
）

東
北

電

力
株
式

会
社、

一

九
九
二

年
所
収
）

が

あ

る
。

中
川
論
文

に

お

い

て

は、
「

衝
撃

を

与
え

た

広
瀬
小

学
校
綴
方
研
究
会
」

と

題
し、

主

と

し

て

研

究

会
の

実

態
を

探

ろ

う
と

す

る

も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

点
を

ふ

ま

え

た

本
研
究
に

お

い

て

は、

研

究
会

だ

け
で

は

な

く、

当

校
の

実
践
者
の

実
践
や

学
校
経
営
な

ど
に

も

注
目

す

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

当

時
の

実
践
者
が

何
を

考
え、

ど

う
い

う

思

い

で

活

動
に

取
り

組
ん

で

い

た

の

か

と
い

う

点
を

考
察
し

て

い

き

た
い

。

そ

の

た

め

に

も、

実
践
者
の

証
言

な

ど、

で

き

る

だ

け
一

次
資
料
に

忠
実
に

考
察
を

進

め

て

い

く
こ

と

に

す
る
。
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第
［

節．

『

工

作
・

国
語

教
育
』

同

人

の

各
実
践

は

じ

め

に

　
本
論
は、

一

九
三

〇
年
代
に

お

け

る

宮
城
県
の

綴
方
教
育
の

動
き

を

探
る
一

環
と

し

て

広
瀬
小

学
校
（

以

下
広
瀬
小

と

略
記
）

に

注
目
し
、

そ
こ

で

の

実
践
や

学
校
経

営
の

実
態
に

つ

い

て

探
ろ

う

と

す
る

も

の

で

あ

る
。

　
広
瀬
小

は

宮
城
県
宮
城
郡
の

山
村
に

位
置

す
る

学
校
で、

現
在
は

仙
台

市
青
葉
区

に

あ

る
。

当

校
に

は
、

当
時
宮
城
県

の

綴
方

教
育
を

リ

ー

ド

す
る

小

学
校
の

教
師、

す
わ

わ

ち

「

綴

方
教
師
」

と

よ

ば

れ

る

実
践
者
が

多
数
存
在
し

て

お

り、

綴
方
教
育

の

実
践
に

お

い

て

注
目

を

浴
び

て

い

た
。

そ

こ

で

は、

県
内

は

も

ち
ろ

ん、

県
外
か

ら

も

交
流
を

求

め

て

や
っ

て

く

る

実
践
者
が

数
多
く
い

た。

し

た

が

っ

て、

当
校
の

実
践
者
の

実
践
や、

綴
方
教
育
と
い

う

観
点
か

ら

学
校
経
営
の

実
態
を

明
確
に

す

る

こ

と

は、

宮
城
県
の

綴
方
教
育、

ぴ

い

て

は

国

語
教
育
や

「

北
方

教
育
」

の

実
態
を

明
確
に

す
る

こ

と

に

も

つ

な

が
っ

て

く

る
。

　
広
瀬
小
に

お

い

て

は
、

校
内

の

同
人

に

よ

る

研
究
発
表
の

場
と

し

て、
『

工

作
．

国

語
教
育
』

と

題
す
る

研
究
機
関

誌
を

つ

く
っ

て

い

た。

そ

こ

で

こ

の

機
関

誌

で

活

躍
し

た

主

要
実
践
者
の

実
践
に

つ

い

て
、

見
る

こ

と

に

す
る
。

　
『

工

作
・

国
語
教
育
』

を

作
る

E
で

中
心

的

な

役
割
を

果
た

し

た

の

は
、

菅
野

門

之

助
で

あ
っ

た。

代
表
的
な

も

の

と

し

て、
「

科
学
的
指
導
精
神
を

以

て

l
」

と

題

す

る

論
文
が

あ

る
。

こ

こ

で

は
、

な
か

な

か

綴
方
が

書
け

な
い

子

ど

も

を

指
導
す

る

場
合、

教
師
が

丁

ど

も

と

共

に

嘆
い

て

し

ま

う

「

感
情
的
指

導
」

で

は
い

け

な

い

こ

と

を

訴
え

る
。

そ

う

し

た

感
情
や

嘆
き

か

ら

決
別
し
、
一．
綴
方
作
品、

子

供．，．
に

つ

い

て

冷
静
に

観
察
し、

分

析
し、

考
察
L

し

た

「

科
学
的
指
導
」

の

必

要
性
を

強
く

訴
え

た
。

教
育
は、

「

愛
を

人
格
を

本
と

す

る
」

が
、
「
そ

れ

は

あ

く

ま

で

も、

本
体

で

あ
っ

て
、

教
育
を

運
ぶ

も

の

は

技
術
で

あ

る
」

と

す
る
。

子
ど

も

が

う
ま

く

朗
読

を

こ

な

す
こ

と

が

出
来
な

い

場
合
に

は、
「

祖
母

が

孫
を

甘

や

か

す
」

よ

う
な

「

少

女
的
感
傷
」

に

浸
っ

て

い

る

の

で

は

な

く、

発
音

練
習
や

朗
読
の

練
習
を

数
多
く
こ
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明

埜

大

学
研
究
紀
装
【

ロ

本

文

化
学
部
・
言
碚

文
化
学

科
】

第
十…
号

　
二

〇

Q．
二

年

な

し

て、
「

ぴ

し

ぴ

し

と

了
供
た

ち

を

鞭
う

た

ね

ば

な

ら

な
い

」

わ

け

で

あ

る
。

こ

う

し

た

指
導
に

お

い

て

は
、

「

行
き

あ

た

り

ば

っ

た

り

の

教
育
作
業
」

で

は

な

く、

常
に

謝
画

や

分

析
を

心

が

け

る

「
科
学
的
指
導
態
度
」

を

持
た

ね

ば

な

ら

な

い

と

　
へ
しノ

し

た
。

ま

た、

綴
方
に

は、
「

や

せ

た

綴
方
」

と

「

肉
の

つ

い

た

生
々

と

し

た

綴
方
一

と

が

あ

る
。

事
実
に

つ

い

て

た
つ

た

二
、

三

行
し

か

書
い

て

い

な

い

も

の

は、

ま

さ

に

「

骨
ば

か

り
」

の

綴
方
で

あ

り、

そ

れ

に

「

肉
」

を
つ

け

て

詳
し

く

書
か

ね

ば

な

ら

な

い

二

と

を

丁

ど

も

に

主

張
し

た
。

生

活
L
の

出
来
事
の

中
か

ら、

「

一

番
い

い

と

思

う
も

の

を
一

つ

え

ら

ん

で

来
て、

生

々

と．」
コ

く

わ

し

く
L

書
く
こ

と

に

よ

っ

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
ハ
ヨけ

て、
「．
太

っ

た、

丈
夫
な、

r
供
ら

し

い

綴
方
」

が

完
成
す
る

と

し

た
。

こ

う

し

た

彼
の

実
践
は、
「

子

供
の

観
念
的
な

考
え

方
を
、

表
現

を

通
じ

て

正

し

い

認

識

に

立

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

ハ
ゴワ

た

せ

よ

う

と

す

る
」

「

生

活
認

識
の

仕
事
」

だ

と

評
価
さ

れ

た
。

こ

の

他
「

国

語
教

育
研

究
』

に

お

い

て、

文

集
に

つ

い

て

の

意
見

も

寄
せ

て

い

る
。

彼
は

文

集
に

つ

い

て、

子
ど

も

に

親
切

な

体
裁
で、

了

ど

も

本
位
に

作
ら

れ

た

文

集
が

よ

い

文

集
と

考

．
凡

た
。

こ

乙

で

い

う

親
切

と

は、

子

ど

も

に

力
を

与
え

る

も

の

で

あ

る

と

す
る
。

す

な

わ

ち
、

た

だ

単
に

綴
方

の

勉
強
を

す
る

だ

け

で

な

く、
「

牛

活
を

知

り
、

生
活
を

味
い、

生

活
の

仕
方
を

学
ぶ
」

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

組
織
さ

れ

た

文
集
こ

そ、

子

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

な
こ

ど

も

に

と
っ

て

親
切

な

文
集
で

あ

る

と
い

う
こ

と

だ
っ

た。

彼
の

学
級
文
集
と

し

て

は
、

『

勉
強
兵
隊
』

『

機
関
車

セ
写

草
刈
場
」

や、

あ

る

い

は

澤
畑

止
．

と

共
に

］、
河

鹿
』

も

作
り

E
げ

た
。

　
畔

官

野

の

他
に
、

『

工

作
・

国
証

冊
教
云

目
』

を

作

り

上

げ

る

上

で

主

要

な

役
割
を

担
っ

た

実
践
者
と

し

て、

澤

畑

正
、

が

い

た
。

彼
は
、

実
践
面
に

お

い

て

は、

主

と

し

て

詩
の

指
導
に

力
を

入

れ

て

い

た。

例
え

ば、
『

工

作
・

国
語
教
育
』

誌

上

に

お

い

て
、

「

風
景
詩
の

構
成
指
導
」

と

題

す

る

論
文
を

書
い

て

い

る
。

こ

の

論
文
に

よ

れ

ば、

彼

が

実
際
に

詩
の

指
導
を

行
う

に

当

た
っ

て、
コ

題
L

「

素
材
」

「

詩
（

感
覚
）

」

と

項

日

を

分
け

て

子

ど

も

に

ノ

ー

ト

に

書
き

写

さ

せ
、

「

素
材
は

題
意
（

詩
的
精
神
）

を

11e

表
現

す
る

の

に

如
何
に

有
力

に

働
き

か

け

て

い

る

か

を

さ

と

ら

せ
L

る

と

い

う

実
践

　
　
つ

ど

を

し

た
。

ま

た

学
級
文

集
と

し

て

は、

『

上

町
の

こ

ど

も

た

ち
』

「

山
の

村
」 、

あ

る

い

は

菅
野
門
之

助
と

共
に

『

上

町

の

こ

ど

も

た

ち
』

を

出

し

た
。

　

寺
田

ハ

ツ

は、
「

小

学
国

語

読
本
巻
二

の

指
導
の

反
省
」

と
い

う

論
文
を

書
い

て

い

る
。

こ

れ

に

よ

る

と、

ま

ず
読
本
の

巻
二

を

了

ど

も

に

読
ま

せ

た
。

す

る

と、

「

A
，

迄
口

を

閉
じ

て

絶
対
し

ゃ

べ

ら

な

か

っ

た

子

も
」

リ

ズ

ミ

カ

ル

な

文

に

つ

ら

れ

て

読
み

出

し

た

と

書
う。
一

方、
「

ア

シ

タ
ハ

エ

ン

ソ

ク
し

の

項

目

に

つ

い

て

は、

「

都
会
の

子

供
が

お

そ

ら

く

学
校
生

活
最

初
の

遠

足

を

控
え

て

の

焦
慮

そ

し

て、

歓

喜
に

代
わ

る、

子

供

心

を

表
し

た

生

活
文
一

で

あ

り、

本
校
の

子

ど

も

に

は

な

じ

ま

な

い

文

だ

と

言
う。

当
校
に

通

う
子

ど

も

た

ち
の

場
合、

上

地

が

限

ら

れ

て

い

る

か

ら、
、．

あ

あ

去
年
も

あ

そ
こ

だ

っ

た
一

と

言

わ

れ

る

始
末
で

あ

り、

む

し

ろ

先

生

よ

り

も

子

ど

も

の

方
が

ど

乙

で

も

知
っ

て

い

る

状
況

だ
っ

た
。

し

た

が

っ

て

、

遠
足
と

い

っ

て

も

何
等
感
応
し

な
い

し

わ

け

で、

そ

う
い

う

意

味
で

は

か

わ

い

そ

う

だ

と

言

う。
「

峙
計
屋

の

店
の

ラ

ヂ

オ
」

に

し

て

も
、

チ

ど

も

に

は

な

じ

み

が

な

い
。

逆

に

「

カ

マ

キ

リ
」

の

よ

う

な

生

活
に

な

じ

み

の

あ

る

教
材
の

場
合
に

は、

子

ど

も

は

よ

　
　
　

　

ハ
ら　

く

し
ゃ

ぺ

っ

た
。

こ

の

よ

う

に、

チ

ど

も
の

生

活
に

密
着

し

た

教
材

を

い

か

に

集

め

る

か

と
い

う
こ

と

に

苦
心

し

て

実
践
を

進
め

て

い

た
。

学

級

文

集
と

し

て

は
、

『

ト

ン

ネ

ル

」

を

作
り

上

げ

た
。

　ム
員

橋
か

つ

よ

は、
『

工

作
・

国
語
教
育
』

に

よ

せ

た

「

指
道り
の

実
際
」

と

い

う

論

文

に

よ

れ

ば
、

読
本

の

巻
八

に

あ

る

田
同

と

か

ら

だ
L

に

お

い

て、

単
に

文

章
を

機

械
的
に
咄
耽

み

進

め

る

だ

け

で

は

な

く
、

そ

の

文
粗

吼

の亠
畏
面

に

あ

る

「

社
会

生

活
の

相

互

依
存
相
互

扶
助
皿

ま

で

理

解
さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

言

う。

す

な
わ

ち
こ

乙

で

は、
「

身
体
の

各

機
関
が

有
機
的
関
係

に

紐
織
さ

れ

て

あ

る

こ

と

を

擬
人

化
し

て

又

劇
化
し

て

説
い

て

そ

こ

か

ら

世
の

中
は

す
べ

て

相
持

で

あ

る

所
以

を

悟
ら

せ
｛

よ

　
　

ドロ
ご

う

と

し

た
。

ま

た
一

方
に

お

い

て
、

以

下
の

よ

う
な

出

来

事
も

あ
っ

た。

す
な

わ

ち、

N 工工
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菅
野
門
之
助
が

あ

る

子

ど

も
の

文
を

評

し

て、
「

自
分
達
の

文
は

骨
ば

か

り

で

肉
が

な

い
。

も
っ

と

詳
し

く

表
わ

さ

ね

ば

な

ら

ぬ
」

と

言
っ

た

言

葉
を

覚
え

て

い

た

子

ど

も

が

い

た
。

こ

う
し

た

「

や

せ

た

綴
方
」

に

つ

い

て

問
題
意
識
を

持
っ

た

子

ど

も

に

対
し

て、
「

子
供
の

文

を

丁

寧
に

読
み、

全

生

徒
の

文

に

親
切

な

評
を

し

て

や

る

余

裕
が

な
い

」

こ

と

を

嘆
き

、

教
師
と

し

て

の

責
任
を

痛
感
す
る

と

い

っ

た

出
来
事
も

　
　ヨ
き　

あ
っ

た
。

　
石

森
綾
子

は、

低
学
年
に

お

い

て、

読
本
の

韻
文
を

重
視
し

た
。

韻
文
の

持
つ

リ

ズ

ミ

カ

ル

さ

が、
「

児
童
の

感
じ

や

す

い

心

の

的
に

強
い

刺
激
と

な
っ

て
、

奥
深
く

く

い

入
る
」

と

言
う

。

そ

し

て、
「

児
童
の

日

常
の

す
べ

て

は

自
然
を

対
象
と

し、

そ

れ

に

対
す

る

驚
異
感
激
の

生

活
で

あ

る
」

と

考
え、

子
ど

も

た

ち

に

詩
を

た

く

さ

ん

書
か

せ

た。

一

方、

綴
方
の

実
践
に

つ

い

て

は、

子

ど

も

に

漫
然
と

生

活
す

る

の

で

は

な

く、

綴
方
の

題
材
と

し

て

も

取
り

上

げ
る

こ

と

が

で

き

る

く

ら
い

に
、

「

常

に

生

活
経
験
を

み

つ

め

る

目
」

を

養
い

た

い

と
考
え

て

い

た。

彼
女

の

学
級
に

お

い

て

は
、

こ

ど

も

た

ち
は

綴
方
を

精
叙
す
る

だ

け

で

精
一

杯
だ

っ

た。

そ

の

た

め

に

も、

子
ど

も

た

ち

に
、

「

経
験
の

は

っ

き

り

し

た

想
い

出
を

さ

せ

る

と

共
に、

題

材
発
見

　
　ハ
ヨロ

の

仕
事
」

を

意
識
さ

せ

る

実
践
を

心

が

け

て

い

た
。

学
級
文
集
と

し
て

は、
『

ゐ

う

り

火
』

が

あ

る
。

　
こ

う
し

た

彼
ら

の

実
践
に

対
し

て

は
、

以

下

の

よ

う
な

評

価
が

あ

っ

た
。

（

略
）

共

通

す

る

も

の

は、

理

論
が

授
業
の

奥
深
く

光
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

り、

も

う
一

つ

は、

単
に

綴
方
の

技
術
指
導
の

み

で

な

し

に、

于
供
の

生

活
を

問
題

と

し、

生

活
観
培
育
の

努
力
を

見

せ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

が

広
瀬
綴
方

の

美
点
で

あ

る
。

殊
に

後
者
を

深

め

る

が

よ

い
。

指
導
者
の

文
を

観
る

目

も

適

確
で

あ

る

し
、

子

供
も

鋭
く

文
を

見
る
。

綴
方
の

道
は、

一

夜
作
り

で

は

出
来

な

い
。

じ

っ

く

り

と

実
践
に

耐
え

て

耐
え

て

行

か

ね

ば

な

ら

ぬ
。

そ

し

て

華
々

一
九
三

〇
年
代

宮

城
県
の

綴
方
教
育
と

広
瀬
小
学
校

小
田

嶋

　
悟

し

く
一

旗
上

げ

よ

う
な

ど

と

野

心

す

る

人
々

に

は

不
向
き

で

あ

る

こ

と

を

痛
感

さ

せ

ら

れ

る
。

然
も

指
導
者
は

自
ら

の

生

活
観
を

も

た

ね

ば

な

ら

な

い
。

深
い

角
度
の

広
い

人
生

体
験
が

（

こ

の

言

葉
誤
解
さ

れ

る

か

知

ら

ん

人
生

観
と

云

お

う
か
）

内
に

蓄
え

ら

れ

て

い

ね

ば

な

ら

ぬ

事
も

。

我
々

は

実
践
に

臨
む
態
度
を

彼
等
か

ら
学
び

取
っ

た
。

綴

方
の

表
現
技
術
の

修

練
を

主

体
に

し

て

い

た

わ

れ

わ

れ

の

綴
方
教
育
は

今
新
し
い

夜
明

け

を

見

た
。

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
のソ

生
活
を

耕
せ

よ
。

朝
の

鐘
は

そ

う
告
げ
て

い

る
。

　
ど

の

実
践
を

取
り

上

げ

て

も
、

実
践
上

子

ど

も

の

生

活
を

強
く

主
張
し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

当
時
に

わ

か

に

話
題
と

な

っ

て

い

た

生

活
を

標
榜
す

る

綴

方
が
、

広

瀬
小
の

中
で

数
多
く

の

実
践
者
が

実
践
を

試
み

て

い

た

と
い

う
点
は

注

目

す
べ

き

で

あ

り、

こ

の

点

に

広
瀬
小
の

学
校
全
体
の

特
徴
を

見

出
す
こ

と

が

出

来
る

。

第
二

節

広
瀬

小
の

学
内
に

お

け
る
活
動

　
『

工

作
・

国

語
教
育
』

に

よ

れ

ば
、

教
育
の

実
践
と

理

論
は

常
に
一

元

的
立

場
に

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ロ
けワ

あ

り、

こ

の

立

場
に

立

っ

て

こ

そ
、

国
語
教
育
の

「

工

作
」

が

約
束
さ

れ

る

と

い

う。

こ

の

こ

と

を

受
け

て、

校

長
の

宮
本
聯
治
は
一

号
の

「

発
刊
の

辞
」

に

お

い

て、

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
り　

「

教
育
上

総
て

の

研
究
は

教
育
と

い

う

事
実
に

即
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

価
値
が

あ
る
」

と

述
べ

て

い

る
。

言
う
な

れ

ば、
「

実
践
と

理

論
の

一

元

的
立

場
」

に

立
っ

て

国
語

教
育
に

つ

い

て
、

理

論
付
け

を

行
お

う

と

し

て

い

た
、

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

　

機
関
誌
を

制
作
す

る
【

方
で、

高
橋
か

つ

よ
、

石

森
綾
子、

寺
田
ハ

ツ、

菅
野

門

之
助
等
で
、

懇
談
会
を

開
き、

食
事
を

と

り

な

が

ら

雑
談
風

に、

国

語

教
育
の

諸
問

題
に

つ

い

て

話
し

合
う、

と
い

う

活
動
も

行
っ

て

い

た
。

そ

こ

で

は

特
に

低
学

年
の

受
け

持
ち

の

教
師
が

多
か

っ

た

と
い

う
こ

と
で、

主
と

し

て

低
学
年
の

綴
方
に

つ

い111
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明
星

大

学

研

寃

紀
叟

内
11
本
文
化
学
部

二．
盲

請

乂

化
学
科回
第

十
…
号

　
一
〇
〇
三

年

て

話
し

ム
冂

い

が

も

た

れ

た
。

す

な

わ

ち、

低
学
年
の

綴
方
は、

遊
び

な

ど

普
段
の

行

動
に

つ

い

て

経
験
し

た

通

り

に

細
か

く

記
述

さ

せ

ろ

こ

と

が

出
発
点
だ

と

す
る
。

そ

れ

は、

「

教
師
は

彼
ら

の

生

活
を

熟
知

し

て

い

ね

ば

な

ら
」

な

い

か

ら

で

あ

る
。

「

文

修
練
」

と

し

て、

教
師
が

壇

E
で

作
業
を

し

て、

子

ど

も

が

そ

れ

を

文

に

す

る
。

そ

の

際
学

級
内
に

お

い

て、

文

法
の

点
な

ど

に

つ

い

て

子

ど

も

た

ち

が

互

い

に

調
べ

合

う
。

こ

う

し

て

文

の

書
き

方
を

マ

ス

タ

ー

し

て

い

く

も

の

と

し

た
。

そ

の

文
を

推
敲

す

る

際、

子

ど

も

が

白
主
的

に

行

う
態
度
を

養
う

と

同

時
に、

教
師
の

指
摘
も

大

事

と

す

る
。

だ

ら

だ

ら

と

書
き
つ

づ

る

の

で

は

な

く
、

あ

る
一

つ

の

事
柄
に

つ

い

て

詳

し

く

書
け

る

よ

う

に

仕

向
け

る
。

課

題
に

つ

い

て

は、

教
師
が

チ

ど

も

と

話
し

合
ワ

た

り

調
べ

合
っ

た

り

し

な

が

ら

設
定
す

る
。

そ

う
い

う
音
鵬

味
で
、

「

課
題
は
一

の

文

話
形

式
」

で

あ

り
、

「

あ

て

ど

な

き

自
由
課
題
」

は

排
除
す
べ

き

だ

と

し

た
。

こ

う

し

て、
「．
鑑

賞、

記
述、

推
敲、

文
話
…

と

交
互

に

学

習
せ

し

め

て

行
か

ね

ば

な

ら

　
　

　

　　
ロけ

ぬ
」

と

し

た
。

　
こ

う

し

た

活
動
の

成

果

も

あ
っ

て
、

『

山
の

村
』

『

ト

ン

ネ

ル
』

「

山
』

「

長

い

道
』

「

綴
方
村
』

『

草
刈
り

場
』

『

あ

ゆ

み
』

『

ろ

ば

た
』

『

生

活

雑
話
』

『

雑
木
林
」

な

ど、

広
瀬
小

か

ら

は

数
多
く

の

学
級
文
集
が
一

度
に

発
行

さ

れ

た
。

そ

う
い

う

意
味
で

広

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
〔
14一

瀬
小

は

「

綴
方
学
校
の

名
」

を

自
負
し

て

い

た
。

第
三

節

広
瀬

小
の

学
外
に

ま

た

が

る

活
動

　
こ

う

し

た
一

方
で
、

広
瀬
小
は、
　一

九、
二

四

年．
二

月

∴

七

日

よ

り
、

『

工

作
・−

国

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　へ
のロ

語
教
育
』

同

人

主
催
と

い

う

形
で、

綴

方
教
育
研

究
会
を

立

ち

上

げ

た
。

こ

の

仞
究

会

は
、

校
内
の

教
師
だ

け

で

は

な

く
、

学
外
の

実
践
者
に

も

呼
び

か

け
て
、

活
発

に

議
論
を

繰
り

広
げ
て

い

た
。

以

下

そ

の

模
様
の

一

部
を

引

用
し

て

お

く
。

lf2

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ー

｝

記

述
指
導
の

メ

モ

。

氏

家
芳耐
糟

君
（
志

田
）

君

は

生

活
環
境
の

精
密
な

調
査

　

か

ら

記
述
の

様
態
を

考
え

た

も

の

で

あ

る．、

そ

の

境
境
の

調
査
は

科
以

子

的
に

　

精
緻
な

も

の

で

あ
∩、
た
。

時
間
が

な

く

て

聞
け

な

か

ワ

た

の

で

は

あ

る

が、

　

こ

の

調
査
が

わ

れ

わ

れ

の

記

述

指
導
に

ど

ん

な

影
響
を

与
え

る

か

の

考
察
が

　

欲
し

か

っ

た
。

そ

れ

が

考
え

ら

れ

ね

ば

環

境
調
査

が

単
な

る

学
問
灼

考
証
に

　

陥
入

る
。

二

書
き

直
し

指
導
　
再
論
・

鎌
田

冬一
．

君
（

小

泉
）

　

書
き

直
し

を

堂

活
書
き

　

直
し

へ

−
君
の

所
論
は

大
き
い

反

響
呼
ん

だ
。

三

綴
方
題
材
考
・

佐
々

木
配

君

（
仙
台
）

生

活

綴

方

題
材

指

導
の

実
践
報
告
と

　

そ

の

意
図
の

は

げ

し

さ．．

四

文
話
の

あ

り

方
・

菅
野
門
之
助
君
（

広
瀬
）

文
話

は

生

活
開

拓
の

仕
事
で

あ

　

る

と

こ

の

実
践
の

長

い

道

！

五

低
学
年
童噛
詩

指
道町
の
出

犬

践
報
告
・

佐
藤
み

さ

え

君

（
控
鵬

浜
）

六

生

活
詩
へ

の

意

図
・

澤
畑
正
一

君

（

広
瀬）

こ

の

二

つ

の

試
論
の

底

に

流
れ

　

る

強
靭
な

生

活
血

思

欲
ー・

み

さ

え

さ

ん

は

静
か

に、

澤

畑

君

は
距

于

巾｛
の

如

く

む

　
っ

つ

り

と、

そ

し

て

燃
え

さ

か

る

胸
の

火
を

ひ

そ

め

て
I−−

七

文
集
制
作
論
考
・

煮

十
嵐
勝

治
君

（
小

牛
田
）

本
誌
の

原

稿
は

当
口

の

を

要

　

　

　

　

　
ハ
いロ

　

約
し

た

る

鵐

の
。

　
こ

う

し

た

綴
方
研
究
会

は
、

内

外
に

大

き

な

影

響
を

も

た

ら

し

た。

木

須
み

ち

に

よ

れ

ば、

こ

の

研
究

会

を

通

し

て、
「

綴
方
教
育
運

動
の

新
し
い

世

代
」

を

感
じ

た

・
冴一
い

う
。

そ

れ

は
、

「

綴
方
運
動
が
、

単
な

る

綴
方
教
育
指
導
技
術
の

発
展
を

目

標

と

す

る

も

の

で

は

な

く、
　…

つ

の

生

活
運

動、
　一

つ

の

文

化
運

動
で

あ

る

と
い

う
乙

と
」

が
一

つ
。

そ

し

て

も

う
一

つ

は、
「

あ

ら

ゆ

る

理

論

が

常
に

実
践
の

過

程
に

於

て、

構
築
さ

れ

る

と

い
、
，

規
律
」

で

あ

っ

た。

こ

う

し

た

点

を

ふ

ま

え

て
、

「

工

作

N 工工
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入
会
の

綴
方
研
究
会

に
、

僕
達
が、

新
し

い

世
代

を

認

め

た

と

い

う
の

は、

そ

の

教

授
が、

そ
の

発
表
が、

こ

と

ご

と

く
こ

の

段
階
の

上

に

立
っ

て

い

た

か

ら
L

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た
。

し

た

が

っ

て、

こ

の

研
究
会
は、
「

北

日

本
国
語
教
育
の

全

体
的

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　　
リヒ

文

化
運
動
に

宮
城
が

強
力

な
一

環
と

し

て

位
置

さ

れ

た
」

と

ま
で

言
い

切
っ

て

い

る
。

こ

う
し

た

実
績
が

功
を

奏
し

た

こ

と

も

あ
っ

て、
「

や

は

り

綴
方
と

し

て

は

広
瀬
校

が

頭
に

浮
」

び
、

「

澤
畑
正
一
、

菅
野

門
之
助
な

ど

の

全

国
的
国
語

人
の

下

に

寺
田

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ロ
め　

ハ

ツ
」

等
が

い

る

と

い

う

評
価
を

得
る

ま

で

に

至
っ

た
。

実
際、

一

九

三

四

年
に

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
ハ
のワ

「

宮
城
県
綴
方
教
育
研
究
会
」

が

結
成
さ

れ

て

い

る

が
、

こ

れ

は、

鈴
木
道

太

が

若

い

仲
間
に

呼

び

か

け

て

結
成
し

た

と

さ

れ

る

「

国

語
土

曜

会
」

が

発
展
し

た

も

の

で

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　ワ

あ

り
、

こ

こ

に

広
瀬
小
の

メ

ン

バ

ー

も

数
多
く

加
入

し

て

い

た
。

　

そ

う
し

た

実
績
が

認
め

ら

れ

た

と

い

う
こ

と

も

あ
っ

て、
『

工

作
・

国

語
教
育
』

に

も、

数
多
く
の

学
外
か

ら
の

執
筆
者
が

投
稿
し

て

い

た
。

例
え

ば

県
内
で

は、

仙

台
市
の

佐
々

木
正

や

横
澤
文
質、

柴
田

郡
の

鎌
田

冬
二

や

鈴
木
道
太

な

ど

が、

常
連

の

顔
と

な
っ

て

い

た
。

ま

た

県

外
か

ら

は、

秋
田

県
の

加
藤
周
四

郎
や

、

岩
手

県
の

及

川

公
夫、

永
沢
一

明、

高
橋
啓
吾
が

参
加
し

て

い

た
。

福
島
県
か

ら

は

木
下

竜
二

や

武
藤
要
が

、

山

形
県

か

ら

は

国
分
一

太
郎
が

い

た
。

さ

ら

に

大
阪
か

ら

は

小

川
隆

太
郎
が
、

鳥
取
県
か

ら

稲
村
謙
一

が

参
加
し

て

い

た
。

　
こ

う

し

た

状
況
下
の

中
で

広
瀬
小
の

活
動
が

注
目

を

浴
び

る

こ

と

に

な
っ

た
。

特

に

綴
方
研
究
会
は、

当

時
東
北
地
方
に

お

い

て

「

北

方
性
」

を

主
張
す

る

実
践
者
が

多
数
集
う

き
っ

か

け

と

な

り、

以

下
の

よ

う

な

評
価
を

得
る

ま

で

に

い

た

っ

た
。

　
わ

れ

わ

れ

が

広
瀬
の

研
究
会

の

授
業
と

発
表
か

ら
、

強
い

感
動
を

も

っ

て

教
え

ら

れ

た

も

の

は
、

綴
方
を

生

活
構
築
の

道

に

立

た

せ

よ

う

と

す
る

熱
意
で

あ
る
。

わ

れ

わ

れ

は

宮
城
綴
方
が

技
術
的
偏
向

を

な

し

て

い

る

事
を

痛
感
し、

広
瀬
の

研

究
誌
工

作
国
語
教
育
も

「

綴
方
教
育
に

必

須

な

る

も
の

一

を

特
集

し

て

警
告
を

与

一
九
二 、
○

年
代
宮
城
県
の

綴
方
教
育
と

広

瀬
小

学
校

小
田

嶋

　
屠

え

て

い

る
。

今
や

わ

れ

わ

れ

は

新
し
い

夜
明

け

を

知
る

。

而

も

ま

た

こ

の

研

究
会

に

於
け

る

夜
明
け

に

は

北

方
意
欲
へ

の

進
軍

が

ま

き

起
さ

れ

た。

鈴
木
道

太

が

司

会
し

た

座

談
会
に

於
て

、

福
島
の

木

下

龍
二

、

山

形
の

国

分
一

太
郎、

秋
田

の

佐
々

木
昂、

加
藤
周
四

郎
の

諸
兄
が
、

曇
天

の

下
の

健
康

な

北

方
意
欲
を

そ

の

談

話
か

ら

放
出
し

、

人
々

は

強
風
の

よ

う

な

激

動
に

打
ち
の

め

さ

れ

た。
“

軍
旗
作

文
の

感
想“

の

語

り

手
は

昂
奮
し

て

い

ま

す

の

で

私
の

話

は

ぬ

き

に

し

ま

す
。

と

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
むソ

言
っ

て

壇
を

下

り

た

程
で

あ
っ

た
。

　
こ

の

当
時
の

広
瀬
小
の

綴
方
研
究
会
が
、

「

北
日

本
国
語
教
育
連
盟

結
成
準
備
会
」

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ヘ
カワ

の

「

会
合
の

機
会
を

提
供
し

た
」

と

す
る

説
も

あ

る
。

ま

た

そ

の
一

方
で

は、

福
島

の

福
島
県
綴
方
研

究
会
に

お

い

て
、

「

プ

チ

ブ

ル

的
で

北
方

性
に

は

懐
疑
的
で

あ
っ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
おソ

た
」

と

す

る

証
言

も

あ

る
。

実
際
に

広
瀬
小

と

の

関
わ

り

が

ど
の

程
度
あ
っ

た

か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は、

本
研
究
の

段
階
で

は

あ

く

ま

で

も

推
測
の

域
を

免

れ

な

い
。

し

か

し
、

少
な

く

と

も、

広
瀬
小
の

中
で

は

学
外
ま
で

関
係
を

広
め、

実
践
上

の

輪

を

広
め

て

い

こ

う
と

い

う
認

識
を

持
っ

て

い

た
。

第
四

節．

広
瀬
小
の

学
校
経

営
に

つ

い

て

　
『

工

作
・

国

語
教
育
』

に

し

て

も
、

綴
方

教
育
研
究

会
に

し

て

も、

広
瀬
小

の

中

で

そ

れ

ら

の

活
動
を

可

能
た

ら

し

め

た

も

の

は

何
か

と

考
え

た

場
合、

そ
こ

に

は、

広
瀬
小

の

学
校
経
営
に

お

け

る

特
色

を

見
出
す
こ

と

が

出
来
る

。

広

瀬
小
に

関

す

る

以

下
の

引
用

文
を

見
て

み

た

い
。

（

略）

広
瀬
の

強
味
は、

そ

の

実
践
の

密
図

に

あ

る
。

確
か

な

文
学
力
を

持
つ

上

に
、

実
践
で

鍛
え

た

強
力

な

理

論

が

あ

る
。

そ

の

上113
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明

星
人

学
研

究
紀
要
【

口

本
文

化
学
部
・．
蒿

酷
文

化
学

科
】

第

十
｝
号

　
二

〇
∩

と一
年

に

お

び

た

だ

し

い

書
籍
を

消
化
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

　

今
の

宮
城
県
で
、

厚
生

閣
で

も

い

い

東
苑

書．
房

で

も

い

い
、

と

に

か

く

国

語

教
育
に

関
す

る

書
籍
を、

も
っ

と

も

大

量
に

消

化
す

る

学
校
は、

仙
南
で

は

村

田、

仙
北
で

は

広
瀬…
で

あ

る
。

　

だ

か

ら

そ

の

読
方
綴
方
の

授
業
を

見

る

と
、

あ

ら

わ

れ

て

い

る

指
導
実
践
の

裏
に、

山

の

よ

う
な

理

論
が

か

く

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

う

で

な

く

て

は

あ

ん

な

に

行
届
い

た
、

深
み
の

あ

る

感
情
が

出
て

来
な
い

の

で

あ

る
。

　

校
長
伊
藤
氏
は、

恐

ら

く

そ

れ

ら

の

指
導
に

対
し

て
一

言
の

助
三

鬲

も

な

さ

れ

ぬ

で

あ

ろ

う
。

氏

は

只

野
の
．

束
の

草
の

花
を

む

し
っ

て

は
、

教
卓
の

つ

ぼ

に

投
込

む

位
が

関
の

山

で

あ

る
。

　

此

処

で

は
、

野

と

人
の

間
に
、

人
と

人
の

問
に
、

無
為
に

し

て

化
す

風

懐
が、

す

で

に

深
々

と

培
れ

て

い

る

の

で

あ
る
。

　

で

な

い

限
り

は
、

一

張
羅
を

謄
写

版
の

墨
だ

ら

け

に

し

た

り、
「

工

作
・

国

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

マ

語

教
育
一

な

ど

と

い

う

毎
月

の

研

究
誌
は
。

と

う

て

い

生

れ
っ

こ

な

い

箒
で

あ

硬
・

　

乙

こ

か

ら

読
み

と

れ

る

こ

と

は
、

ま

ず

学
校
経
営
の

問
題

と

し

て、

広

瀬
小
に

お

い

て

は、

教
育
活
動
に

対
す

る

校
長
の

理

解
が

得
ら
れ

て

い

た

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

「

工

作
・

国

語

教
育
』

を

発
行
し

た

り、

あ

る

い

は

そ
の

同
人
の

グ
ル

ー

プ

を

結
成

す

る

上

で、

中
心

的

な

役
割
を

果
た

し

た

の

は

菅
野
で

あ
っ

た
。

し

た

が

っ

て

ま

ず

菅
野
自
身
が

校
長
か

ら

信
頼
を

得
る

こ

と

が

出

米
な

け

れ

ば
、

こ

う

し

た

活
動
を

起

こ

す
こ

と

は

不

可
能
で

あ

る
。

特
に

宮
本
聯
治

の

後
任
と

し

て

広
瀬
小

の

校
長
職
に

就
い

た

伊
藤
啓
か

ら
の

信
頼
が

あ
っ

た

こ

と

が

大

き

か

っ

た
。

菅
野
自
身、

「

新
任

の

伊
藤
校
長

先
生

か

ら、

工

作
国

語
の

仕
事
に

つ

い

て、

激
励
を
い

た

だ

い

た
。

理

解
を
い

た

だ

い

て、

今
年
は

仕

事
の

」

で
、

大
き

い

進

展
を

約
せ

る

だ

ろ

う
こ

と

を

114

　へ
あ　

喜
ぶ

。

 

と

言
っ

て

い

る

二

と

か

ら

も

そ

れ

が

読
み

と

れ

る
。

当

時
伊

藤
は、
「

北
方

の

伯
父
　

と

呼
ば

れ
、

親
し

み

を

も

た

れ

て

い

た

と

い

う

点

も

注
目

す
べ

き

事

で

　の
　ロ

あ

る
。

さ

ら

に
、

菅
野
の

以

下
の

文
に

注
目

す

る
。

⊥

．

国

を

作
る

計
画

は、

こ

の

年
〔

一

九

三

四

年
：

注
記

は

筆
者
）

の
一

月

に

考、
尺

て

み

た。

そ

れ

を

私
は

∴

月

の

放
課

後、

暮
れ

か

け

た

職
員
室
で

先

生

方

に

し

た
。

　

校
長

宮
本
先
生
は、
｛

し
っ

か

り

し

て

い

な
い

L

私

の

性
質
を

知
っ

て

居
ら

れ

る

だ

け

に

と

め

て

下

す
っ

た
。

き
っ

と

三

場
ぐ

ら

い

で

こ

の

男

は

や

め

る

だ

ろ

う。

そ

し

て

恥
を

か

く

だ

ろ

う、

と

御
考
え

に

な

ワ

た

の

か

も

知
れ

な

い
。

私
に

は

先
生

の

暖

い

気
持
が

察
せ

ら

れ

た

の

で、

ム

リ

に

押

し

通

し
て

し

ま
っ

た
。

　

三

号

で

行
き

づ

ま

る
。

な

あ
に

あ

い

つ

の

や

る

仕

事
だ、

三

号
が

せ

い

ぜ

い

だ。

と

云

う

声

を

聞
い

た。

澤
畑
先
生
が

協
力
し

て

く

れ

な

か

っ

た

ら

或
い

は

そ

の

通
り

だ
っ

た

か

も

知
れ

な

い
。

澤
畑
先

生

は

私
を

励
ま

し、

私
を
ベ

ン

護

し

て

く

れ、
　一

し

ょ

に

趣
鬱

〔
二

文

字
判
読

不

明
：

注

記
は

筆
者）

仕

事
を

し

て

く

れ

た
。

力
強
い

限

り

で

あ
っ

た。

あ
る

人

は

「

月

給
も
ロ

ク

ス

ッ

ポ

払
わ

ノれ

な
い

の

に

よ

け

い

な

仕
事
だ

。

そ

ん

な

こ

と

し

て

増

俸

す

る

と

思

う
か
」

と

直
接
に

悪
口

し

て

く

れ

た
。

「

え

ら

く

な

る

た

め

で

は

な

い

ん

で

す

よ
．

と．
言

っ

た

が、

そ

の

人

は

聞
い

て

は
い

な

か
っ

た
。

も

し

自
分

だ

け

が
エ

ラ

く

な

る

な

ら、

強
く

も

な
い

佐冂
を

酷
使
し

て

原

紙
き

り

な

ど

す
る

か
。

お

れ

は

そ

の

ひ

ま

に

本
で

も

よ

む。
（

略）

　
「
門

は

ハ

ム

レ

ッ

ト

を

清
算
し

て

実
践

に

出
発

し

た
」

と

道
太

さ

ん

は

言
っ

て

く

れ

た

し、
、

迫
勹

が

あ

っ

て

い

い

｝

と

横
澤
さ

ん

は

激
励
し

て

く

れ

た
。

二

号
を

出

す

と

正

さ

ん

が

「

表
紙
を

作
ワ

て

や

る
［

と

言
っ

て

く

れ

た。

編

集

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

の

こ

と、

原
稿
の

こ

と、

そ

の

他
こ

ま

か

し
い

仕
事
の

一

切

を

私
は

こ

の

人
々

に

教
え

ら

れ

て

き

た。

自
分
を

知
っ

て

貰
え

る

よ

ろ

こ

び

を

私
は

そ

の

時
し

み

　
　
　

ハ
れロ

じ

み

感
じ

た
。

　
こ

の

菅
野
の

文
に

よ

れ

ば
、

『

工

作
・

国

語
教
育
』

の

制
作
を

企
て

た

際、

当
初

は、

校
長

の

宮
本
に

そ
の

案
を

却
下
さ

れ

た

わ

け
で

あ

る
。

し

か

し

前
述
し

た

通

り、

校
長
の

了
解
が

得
ら

れ

な

い

限
り、

そ

の

よ

う
な
研
究
機
関
誌
を

学
校
で

発
行
す

る

こ

と

は

不
可

能
で

あ

る
。

し

か

し、

最
終
的
に

は

校
長
の

許
可

が

お

り
て
、

そ
の

発

行
も

可

能
と

な
っ

た。

そ

れ

は

な

ぜ

か
。

そ

の

答
え

を

出
す

前
に

も

う
一

度、

彼
の

以
下
の

投
稿
文

を

見

て

み

た

い
。

表
裏
の

な

い

生

活、

生

ま

じ

め

な

生

活、

そ

う

し

た

講
談
社
的
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

が

私
の
、

求

め

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん
。

私
の

良
心

は、

そ

こ

に

は

止

ま
っ

て

い

な

い

よ

う
で

あ

り

ま

す
。

私
達
は

校
長
の

従
属
物
で

は

あ

り

ま

せ

ん

し、

学
校
が

ギ

ル

ド

で

な

い

限
り、

校
長

は

私
達
の

親
分
で

も

あ

り

ま

せ

ん。

私
達
は

学
校
を
一
つ

の

協
同
体
と

み

た

い

の

で

あ

り

ま

す
。

私
達
の

協
議
を

校
長
が

統
率
す
る
。

校
長

は
一

つ

の

団

体
の、

ひ

と

こ

ろ

流
行
り

ま

し

た

言
葉

で言、
口

え

ば、

オ

ル

グ

で

い

て

貰
い

た

い

の

で

す、

私
達
は、

私
達
の

仕
事
を

遂
行
し、

私
達
の

学
校
を

経
営
し、

お

互

の

協
議
と

反
省
に

よ
っ

て
、

よ

い

学
校
社
会

が

生
活
出
来
る

こ

と

を

望

み

た

い

の

で

す
。

私
は

校
長
の

た

め

に

仕
事
し

て

い

る

の

で

は

な

く、

ま

し

て

県
の

お

役
入

の

た

め
に

仕
事
し

て

い

る

の

で

も

な

く、

私
達
の

仕
事
の

対

象
は

子
供
で

あ

る

べ

き

だ

と

考
え

ま

す。

私
達
に

は

子
供
に

尽
し

て

や
っ

て

る

と

云

う
満
足
感
や、

子

供
を

ギ
マ

ン

し

な

い

と

云

う

良
心

や、

子

供
に

済
ま

な
い

と

云

う

反
省
が

好
も

・
九
三

〇

年
代
宮

城
県
の

綴
方
教
育
と

広
瀬
小
学
校

小

閏

嶋

　
悟

し

い

も

の

と

思
い

ま

す
。

　

校
長
に

圧
迫
感
を

感
じ、

又

校
長

が

圧

迫

的
態
度
に

出
て

来
る

時
に

は、

吾
々

の

集
団

的
営
み

に

何
ら

か

の

無
理

が

あ

る

時
で

あ

り、

私
達
の

仕

事
が

本

来
の

目
的
に

沿
っ

て

行
わ

れ

な

い

時
で

あ

り

ま

す
。

　

私
達
は、

「

表
裏
あ

る

生

活
」

か

ら

逃

れ

ね

ば

な

り

ま

す
ま

い
。

そ

れ

に

は

一

つ

の

信
念
が

要
し

ま

す。

生
活
信
仰
で

す。

私
達
が

生

活
信
仰
の

対
象
と

す

べ

き

も

の

は

子

供
で

あ

り、

私
達
が

協
同
社
会

を

構
成

す
る
一

員
で

あ

る

と

自

覚
す

る

時
に、

私
達
の

仕
事
は

真
に

表
裏
の

な

い

良
心

的
な

も
の

に

な

る

と

思

　

　
　
　

　

　
のソ

う
の

で

あ

り

ま

す
。

　

彼
の

こ

の

主

張
に

よ

れ

ば、

ま

さ

に

校
長
も

「

協
同

社
会
を

構
成

す

る
一

員
」

で

あ
っ

た
。

あ

く

ま

で

も

集
団
の

一

員
で

あ

り、

オ

ル

グ

で

あ

る

校
長
の

意
見

や

考
え

方
は、

絶
対
で

は

な

い
。

し

た

が

っ

て

た

と

え

校
長
が

『

工

作
・

国
語
教
育
』

案
を

却
下

し

た

と

し

て

も、

そ

の

周
囲

で

『

工

作
・

国
語
教
育
』

案

を

支
持
す

る

声
が

盛

ん

に

あ

が

れ

ば、

校
長
も

認

め

ざ

る

を

得
な
い
。

そ

う
し

た

雰
囲
気
を

作
り

出
し

た

人
々

こ

そ、

ま
さ

に

菅
野
を

サ

ボ

；

ト

し

た

各
実
践
者
で

あ
っ

た
。

い

わ

く

先

ほ

ど

の

引
用
文

に

で

て

き

た

澤
畑
で

あ

り
、

道

太

で

あ

り、

横
澤
で

あ

り、

正

で

あ
っ

た
。

こ

う
し

た

多
く
の

支
持
者
を

得
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

宮
本
校
長
も

動

か

ざ

る

を

得
な

か
ワ

た

の

で

あ

る
。

実
は

校
長
の

職
を

宮
本
聯
治
か

ら

引

き

継
い

だ

伊
藤
啓
も、

ま

さ

に

彼
の

支
持
者
で

あ
っ

た
。

赴
任
当

初
か

ら

『

工

作
・

国
語
教
育
』

の

制
作
や

仕

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
の　

事
に

対
し

て

理

解
を

示
し

て

い

た
。

ま

た

自
ら

も

そ

の

機
関
誌
に

「

冷
害
地

風
景
」

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
ハ
　り

と

題
し

て

詩
を

載
せ

る

な

ど
、

機
関
誌
の

発
展
に

積
極
的
な

姿
勢
を

示
し

た
、

「

伊

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
ハ
れ　

藤
啓
校
長
が

彼
等
の

力
を

認
め

て、

充
分

力
を

発

揮
さ

せ

て

い

る
」

と
い

う

評
価
も

得
る

ほ

ど

で

あ

り、

彼
が

支
持
者
で

あ

っ

た

点
は

重
要
で

あ

る。

菅
野

に

よ

る

「

職

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
おね

場
集
団
づ

く

り
」

の

実
践
が

功

を

奏
し

た

と

い

う
見
方
も

あ

る

が、

そ

れ

よ

り

は、
115
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男
曇
弋
了

研

　
t
ノ

州
目．

〈

伍

学
ー
・

　

　

ノ

化
学

毛｝
第

卜
、
．

ノ

　

　
∪

0
｝
年

歓
を

支

持
す

る

曳
践
者
帰

多
数
い

た

と

い

う

半
丈

の

力

　
儿

に

く

る
。

広

瀬

小
｝

‡
、

多、．
つ

し

た

忌
ま

れ

た

壊

境

が

整
，

て

い

＝

と

い

う
こ

と
f

あ

芦

。

　

さ

ら

に

彼
の

芝卜
忖

者
は、

実
瞬

快」
ζ

だ
冖

で
へ

な
か

っ

六
。

最
後
．’

次
の

引
用

文

を

占　
「
　

’^
　声
　・−
　
D

j
マ

ツジ
ψ
ノ

、

　

旨

お

い
、

頼
ん

ま

す
そ、

頼
ん

ま

す
そ、

好
い

先
生

ど

も

で

ナ

ア

　
と、

小

使

　

の

お

ん

つ

あ

ん

が

僕
の

手

を

握
り

し

め

る

の

で

あ

る
。

門

之

助

丈

も

洋
姆

ヂ
ψ、

　

彼
お

ん

つ

あ

ん

氏
の

息

丁

と

同
じ

だ

と

云

）
の

で

あ

る
。

そ

し

て

僕
が

彼
ら

つ

や

　
，
丶

ざ
チ

な

兄

賊・
と
阿

凹

じ
弔、
あ
つ

で、
見

れ

ば
、

彼・
b8

臨
庚

に
焙

根

重甑
7

へ

｝
ざ

宿

命
舜
二
付

つ

　

て

い

る

と
、

使
ゴ

氏
は

云

う
の

で

あ

る
。

　

（

略）

　

世

の

多
く

の

学
校
に

於

て

は、

使
ゴ

氏
は

教
貝

よ

り
一

級

下
で

あ

る。

使
f
氏

　

は

多
く

は

初
段

の

正
…

丗

罹

を、

貰
い

枦
ぬ

の

み

か
、

対「
抗
試
春，
二

な

ど

は、

さ

ら

さ

　

ら

出
る

こ

と

が

出
来
な

い

の

で

あ

る
。

而

し

な

が

4・、

此

所
で

は、

使
丁

氏

慧

誰
将
で

あ

る

の

で

あ 、

禦

　

広
瀬
の

、

仗
TL

は、

単
な

る

雑
均

を

こ

な

す

小

し

い

で

ま

な

く、

学
校
全
体
を

和

や

か

に

ご

せ

7

叙
割
や

担
っ

て

い

た
。

た

と

え

ば、

替
藤
み

さ

え

が

広
頼
小
を

訪

れ

た

陽、
「

使
T
」

．
臥

「．
ハ

マ

の

山

の

み
代

公
」

で

あ

る

二

と

を

知
っ

て

感
激
し、

†

朝
に

わ

ざ

わ

ざ

ナ

鋼
の

名
勝
を

案
内
し

よ

つ

と

し

た

と

い

う、

ま

た

佐
々

木
昂
が

訪
れ

た

時
』
は、

撲
ー

と

気
怪

に

食

量

を

と

り、

彼
の

心

を

和
ま

せ

た．、

そ

れ

に

感

動

し

た

彼
は
、

「

教
員・
土

が

和
气

か

で

な

く

て

ど

う

し

て
τ

 

数

「

・
庁
米
る

か
」

し
・、

广
瀬
の

教
貝
富
を

懐
か

し

み

た

カ

ら

帰
っ

て

い

，

た

と

い ．
う
。

こ

う

し

た

聾

卿

あ

る

学
校
職
員
が

仏

瀬
小

に

い

た

と
い

う
こ

こ

は

注
目

に

値
す

る

わ

け

で

あ

り、

ま

書

に

教
職」
貝
一

体
と

な
ッ

て

の

　

ど
い
L

学
校
経
，

一

が

広

瀬
小

で

成
り．
ソ

っ

て
h

、」

M6

・
と

い

う
｝
3・｝、、，
．

n

え

る

わ
陣、
で

あ

O
り

お

わ

り

に

　

雪

城
県
の

国

冶

教
育
力

礫

」

一

環

と

し

て

本

研

究
を

姑
め

た

わ

け

だ

が、

ま

だ

調

査

も

資

料
毫

集
も

始

ま
つ

た

げ

か

り

で

あ

り、

そ

の

恵
味
で、

本

研

究
は

’
論

の

段

階

で

あ

る
。

広
瀬
小

内

に

も

ま

た

ほ

目

す
ハ、
き

実
践
署

力

数
多
く

残
．・、

て

お

り、

ま

た

　
同

配

士

晦
会
…

の

実
態
に
广．’
い

て

も

明
ー

”

に

さ

れ

て

い

な

い
。

さ

ら

　

ド、

彼・

の

戦
中
・

戒
後
の

実
践
に

つ

い

て

も

明
確

に

す
ス

脅
業、
」

必

要
で

あ

る
。

　

本
燐

究

に

お

い

て

は、

上・
桟

者
の

証
冒

を

単

倪
」

9

る

と

い

う

慈

味
で

、

　一

次

資
料

の

引
用
に

頼
る

部
分
が

多
か

ッ

た
。

そ

の

た

め、

さ

ら

に

深
い

分

析
を

な

す

必

要

性

も

あ

り、

加、
尺

て

短
時

日
の

ま

と

め

に

よ

り
、

拙

柘
の

不

明
さ

を
一

層
増
し

た

も
の

と

思

わ

れ

る
。

そ

う

し

た

点
に

つ

い

て

は

す
べ

て

お

詫
び

し

た

ー

て
、

今
後
の

諜

越

と

さ

せ

て．
頂

き

た

い
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

二

〇

〇一
．

年

＝

月
．

九

目

木

壬

　　収

橘 L

プ　 ．．
　　し

よ
）

r
弾

」

tl

「
一

教
ム

1］1］「
十

オ

J・

、

T
・Vl
マ

1・
’

・31
．H　 ltl
／、
ノ

小 風

［「

イ

1

疋

を

1
宰
卩

。づ
  f

捗
｝

1
）

ts・．
省

1

At

ロ

ノ

汁

匹．L
天 ，

3Lt 丁 注

　　「／t　　　　　＿
少 こ

　」　
・
l　 i∫

’
El

i」　 　ti　
’
，．

　「亅　1τ！　−・f」
　 上

厂

　 　；「

配 L1

　 11十
十

蒔 ‘」　 、の

一t　 　 　 　 伏

　　 五
玉〕 1《

　 1　 」

li

　［
L ’

尹
”

1謬「
「
第

　　；ア
蕎、）
L−．』ll
鉄

蜜
　 　 ヨ

［峨　
1

〜’

孜

研

ノL

臼

し

11

A

1

之 YL 之

収 助

　 　 メ

　　ル
　 　の

　　／丶
　 　 ノ

’
v

　 　 与

二，

）

じ
カ 、

tF．Jl

fK

／．

助

11 ．1
ナピ デ

，的
　 i
ヨ

釜

1つ 弾

　　を
　 以

　 　 1

　
’
IT
」／
t

　　 Sc
　 ず

ll

検

ti｝　 　
’

4

ノ

．．＿　 　 フ
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頁
な

し）

（

8
）

高
橋
か

つ

よ

「

小
さ

き

反
省

ス
『

工

作
・
国

語

教
育
』

第
一
号
（
前

掲）

所
収、

頁

な

し）

（
9
）

　一
指
導
者
の．
言

葉」
〔
『

工

作
・
国

語
教
育』
（
前
掲）

第一
一
号、
　一
九

三

四

年

所
収、

二

二

頁）

（

10
）

　
谷
村
「

新
し

き

時

代・へ
の

夜
明
け
」

（
前
掲）
一
六

〜
一
七

頁

（
11）
　
『

⊥

作
・
国
講
教

育
』

第
一
号
（
前
掲）、

頁
な

し

（
12
）

　
宮
本
聯
治
「

発

刊
の

辞
」

（
「

工

作
・
国

語

教
育
』

第

覧
勹

（
前
掲）

所
収、

頁
な

し）

〔
13）
　一
九
＝．
四

年
二

月
一
七

日

午

後
三

時、

校

内
の

尋
三

の

教

室
に

お

い

て

開
い

た。
（
M
．
0
．

　

　
N
・
−

工

作
人
・
懇

談
会
の

こ

と

ど

も」
（

『

⊥

作
・
国

語
教

育
』

第
二

号
（
前

掲
）

所
収、

頁
な

し）

（
14）
　
「

広

瀬

の

文

集
を

語
る
」

（
『

工

作
・
国
語
教
育」
（
前

掲）

第一
〇
号、
一
九一．一
四

年
所
収、
一
七

　

　
〜

二

四．
真
）

（
15）
　

菅
野
門
之

助

「
編

集
独

白
」

（

『

工

作
・
国

語

教
育
』

（
前

掲）

第
九
号、
一
九
三

四

年
所

収、

充

　

　
一
頁）

（
16
）

　

谷
村
「

新
し
き

時
代
へ

の

夜
明
け
」

（
前

掲）
　一
七

〜
一
八

頁

（
17
）

　
木
須
み

ち

「

新
し
い

発
足

−
上

作
人
綴
方

研

究

会
の

歴
史
的
意

義

l
」

〔
『

L
作
．
国
語

教
育
」

第

　

　
一
〇冂．
り

（
前
掲
）

所
収、

四．一．
〜
四

五

頁）

（
18
）

　
OS

記

「
国
語
だ

よ

り
」
（
『

国

語
教
育
研

究
」

（…
剛

掲）

第
五

巻
第
一
号、
一
九へ．
＝
ハ

年
所
収、

　

　
在

六

頁）

（
19）
　
M
・
0
・
N
・

「

工

作
入
・
懇
談
会

の

こ

と
ど

も．一
（
前
掲）

（
20）
　
宮

城
県

教
育
委

員
会
編
集

『

宮
城
県
教

育
百

年
史
」

〔
第一．
巻

　
大

正
・
昭

和
前

期
編）

ぎ
ょ

う

　

　

せ
い、
一
九

七

七

年、
八

九
〇
〜
八

九
一
頁

（
21）
　
谷

村
「．
新
し

き

時
代
へ
の

夜
明
け．一
〔
前
掲）
一
八

頁

（
22）
　

中
川

正

人

「

衝
撃
を

与

え

た

広
瀬
小
学
校

綴
方

研

究
会
」

（
白
い

国
の

詩
編
『

北
方
の

児・
萌

文

集
」

　

　
〔
宮
城
編）

東
北
電
力
株
式

会

社、
一
九
九
二

年
所

収、

六
三

六

頁
）

〔
23
）

　

福
島
県
教
育
委
員
会

編

集
発
行
『

福
島
県

教
育

史
』

第
二

巻、
　一
九
七

三

年、

七

〇
二

頁

（
24）
　
丘

幾
之

助
「
広
瀬
綴
方

学
校
参

観
記
」

（
『

国

語

教
育
研

究
」

（

前

掲）

第
二

巻

第
三

号、
一
九

三

　

　

四

年
所
収、
四

五．
貝）

（
25）
　

菅
野

門
之

助
「

編

輯
後
記
」

〔
『

工

作
・
国

語
教
育
』

〔
前
掲）

第
四

号、
　一
九
三

四

年

所
収、

頁

　

　

な

し）

（
26）
　
谷
村
「
新

し

き

時
代
へ

の

夜
明
け」
（
前
掲）
一
四

頁

（

27）
　
菅
野

「
編

集

独
白」
（
前
掲）
五

Q
〜
五
一
頁

〔
28）

菅

野
門
之
助
「

校

長
と

生

活
信
仰
」

∩
工

作
・
国

語
教
育
』

（
前
掲）

第
一
一、
号、
一
九

二

五

年

　

　

所
収、

七

五

〜
七

六
頁）

（
29）
　
菅

野
．

編

集
後．
記
L

（
前
掲
）

九
三

Q
年
代
宮

城
県
の

綴
方
教
育
と

広
瀬
小

学
校

小

田

嶋

　
悟

（
30）
　
伊

藤

啓
「

冷
害
地

風

景一
（
『

工

作
・
国

語
教
育
』

第
一
〇
号
（
前
掲）

所
収、

四

六

頁）

（
31）
　
OS

記
「

国
語
だ

よ

り．一
（
前
掲）
五

六

頁

（
32）
　
中

川

「

衝
撃
を

与

え

た

広
瀬
小
学
校

綴
方

研

究
会
」

〔
前
掲）

六
三

五

頁

〔
33）
　
丘

「

広
瀬
綴
方
学

校
参
観
記
」

（
前

掲）

四

六

頁

（
34）
　
道

太

「
北
方
の

伯

父
i

伊
藤
校
長
を

語
る

ー
一
（

『

工

作
・
国
誥

教
育
』

第
一
〇
号
〔
前
掲）

所
収、

　
　
頁

な

し）
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