
 

「
こ
う
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い 

わ
た

し

は 

み

ん

な

と 

な

か

よ

く

し
ま
す
。
と
い
れ
の 

す
り
っ
ぱ 

そ
ろ
え
ま
す
。
み
ち
が
え
る
」 

  

ま

だ

平

仮

名

を

習

っ

て

い

る

途

中

の

一

年

生

か

ら

も

ら

っ

た

手

紙

で
す
。
私
の
学
校
（
福
岡
小
）
で
は
、

自
分
の
願
う
な
り
た
い
姿
を
「
み
ち

ガ
エ
ル
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
間
違

え
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
進
ん
で
「
ま

ち
ガ
エ
ル
」
と
な
っ
て
新
し
い
こ
と
、

苦
手
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
、

失

敗

し

た

り

間

違

え

た

り

し

た

ら

「
か
ん
ガ
エ
ル
」
と
な
っ
て
一
生
懸

命
に
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
「
ふ
り

カ
エ
ル
」
と
な
り
な
が
ら
何
度
で
も

や
り
直
し
、
い
つ
か
見
違
え
る
く
ら

い
に
成
長
し
た
「
み
ち
ガ
エ
ル
」
と

な

る

こ

と

を

目

指

し

て

努

力

し

て

い
き
ま
す
。
校
舎
の
あ
ち
こ
ち
に
、

子
供
た
ち
が
描
い
た
四
匹
の
「
カ
エ

ル
」
が
飾
ら
れ
、
子
供
た
ち
を
励
ま

し
て
い
ま
す
。 

本
校
で
は
、
教
育
の
目
的
に
「
将

来
『
自
立
』
し
て
生
き
て
い
け
る
子

供
の
育
成
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
子

供
た
ち
が
将
来
「
自
立
」
し
た
人
間

と

な

る

た

め

に

は

、

常

に

自

ら

の

「
願
い
」
に
立
ち
戻
り
な
が
ら
学
び

続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

授
業
で
も
、
様
々
な
行
事

で
も
、

子
供
に
明
確
な
「
願
い
」
も
た
せ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
ら
が
置
か
れ

て

い

る

状

況

の

中

で

試

行

錯

誤

を

し
な
が
ら
粘
り
強
く
活
動
し
ま
す
。

教
師
が
手
を
離
し
て
も
、
少
し
ず
つ

で

も

確

実

に

ゴ

ー

ル

に

近

づ

い

て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
然
で
す

が
、
こ
れ
は
子
供
た
ち
の
主
体
性
を

伸

ば

す

た

め

の

大

切

な

ポ

イ

ン

ト

で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
国
語
科
に
は
、
ス
ピ

ー
チ
、
作
文
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
々
、

様
々
な
表
現
の
学
習
が
あ
り
ま
す
。

こ

う

し

た

表

現

の

学

習

に

お

い

て

も
、
子
供
た
ち
に
「
願
い
」
を
も
た

せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
授
業
に
お

い
て
、
と
き
に
技
能
面
の
指
導
に
と

ど

ま

っ

て

し

ま

う

こ

と

が

あ

り

ま

す
が
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

 

大

人

が

社

会

生

活

の

中

で

何

か

表

現

し

な

け

れ

ば

な

く

な

っ

た

と

き
に
は
、
そ
こ
に
は
必
ず
表
現
者
の

「
願
い
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず

で
す
。
そ
の
「
願
い
」
が
か
な
う
よ

う
に
、
人
は
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
と
努

力
を
し
ま
す
。
子
供
た
ち
に
そ
の
過

程
を
経
験
さ
せ
な
い
で
、
表
現
技
能

の

み

を

身

に

付

け

さ

せ

よ

う

と

す

る
と
、
実
際
に
大
人
に
な
っ
て
か
ら

の
「
自
立
」
に
役
立
つ
表
現
の
力
と

は
な
り
ま
せ
ん
。 

ま
ず
表
現
活
動
に
入
る
前
に
、
子

供
が
「
願
い
」
を
も
っ
て
取
り
組
め

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
教
材
と
の
出

合

わ

せ

を

工

夫

す

る

必

要

が

あ

り

ま
す
。
そ
の
「
願
い
」
が
達
成
で
き

る

よ

う

に

す

る

に

は

ど

う

す

る

と

い
い
の
か
が
単
元
計
画
と
な
り
、
子

供

に

と

っ

て

の

見

通

し

と

な

り

ま

す
。
こ
の
手
順
を
踏
ま
な
い
と
、
子

供

の

主

体

性

を

育

て

る

こ

と

は

で

き
ず
、
た
だ
バ
ス
ガ
イ
ド
さ
ん
に
付

い
て
見
学
地
を
回
り
、
建
物
の
説
明

を

聞

く

だ

け

の

よ

う

な

授

業

と

な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
の
「
願
い
」
は
、
表
現
の

学
習
に
お
い
て
「
目
的
」
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
学
習
の
最

初
に
子
供
た
ち
と
「
目
的
」
を
具
体

的
に
共
有
し
、
そ
の
表
現
の
「
相
手
」

「
方
法
」「
条
件
」「
評
価
」
の
確
認

が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
あ
と
は
子
供

た

ち

が

自

ら

自

然

に

動

き

出

し

て

い
き
ま
す
。
目
的
、
相
手
、
方
法
、

条
件
、
評
価
を
、
表
現
に
お
け
る
五

つ
の
「
言
語
意
識
」
と
呼
び
ま
す
。

単
元
の
学
習
の
間
は
、
常
に
こ
れ
ら

の

言

語

意

識

の

立

ち

返

る

必

要

が

あ
り
ま
す
。
全
員
が
こ
れ
ら
の
言
語

意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
、
お
互

い

の

表

現

を

よ

り

良

く

す

る

た

め

の

関

わ

り

合

い

が

可

能

と

な

り

ま

す
。 蛇

足
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し

た

こ

と

が

理

解

の

学

習

で

は

逆

の

方
向
で
行
わ
れ
ま
す
。
作
者
や
筆
者

は
文
章
に
「
願
い
」
を
込
め
て
書
い

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
作
者
が
こ

の
物
語
や
小
説
に
ど
ん
な
「
願
い
」

を

込

め

て

い

る

か

を

探

る

こ

と

が

主
題
の
読
み
取
り
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
筆
者
が
こ
の
説
明
的
文
章
や
論

説
文
に
ど
ん
な
「
願
い
」
を
込
め
て

い

る

の

か

を

探

る

こ

と

が

要

旨

の

読
み
取
り
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
理

解
の
学
習
に
お
い
て
も
、
「
願
い
」

が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
ま
す
。 

 

先

生

た

ち

に

は

、

子

供

た

ち

の

「
願
い
」
に
敏
感
に
な
っ
て
国
語
科

の

指

導

に

取

り

組

ん

で

も

ら

い

た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

 

 

岡崎市現職研修委員会 

国語部 

 

令和４年７月４日（火） 

第１号 

「
願
い
」
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と 

 

現
職
研
修
委
員
会 

国
語
部
長 

 
 

磯
村 

彰
久 

題
字 

国
語
部
長 

 

磯
村 

彰
久
先
生 



  
・
七
月
二
十
一
日
（
金
） 

授
業
力
・
教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

～
基
礎
編 

 国
語
・
書
写
・
図
書
館
～ 

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
七
月
二
十
八
日
（
金
） 

 

三
教
研
〈
書
写
〉
実
技
講
習
会 

 
 
 
 
 
 
 

 
（
む
ら
さ
き
か
ん
） 

・
八
月
一
日
（
火
） 

授
業
力
・
教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー 

～
専
門
編 

国
語
・
書
写
・
図
書
館
～ 

 
 
 
 
 

 

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
八
月
四
日
（
金
） 

三
教
研
〈
国
語
〉
夏
季
研
修 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
城
文
化
会
館
） 

 

※
提
案 

翔
南
中 

次
井
祥
太
先
生 

・
八
月
三
十
日
（
水
） 

岡
崎
市
教
育
研
究
大
会 

 
 
 

 
 

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
九
月
十
二
日
（
火
） 

第
二
回
国
語
主
任
会
・
作
文
審
査
会 

 
 
 
 
 

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
十
一
月
七
日
（
火
） 

第
二
回
書
写
主
任
会 

 
  

 
 
 

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
一
月
十
六
日
（
火
） 

第
三
回
国
語
・
書
写
主
任
会 

 
  

 
  

（
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
） 

・
一
月
二
十
日
（
土
）
～ 二

十
一
日
（
日
） 

岡
崎
市
小
中
学
校
書
き
初
め
展 

(

岡
崎
市
美
術
館)

 
 

※
「
形
成
の
会
」
岡
崎
・
幸
田
例
会 

 
 
 
 
 
 
 

一
月
中
旬
開
催
予
定 

※
「
さ
わ
ら
び
の
会
」 
 
 
 
 
 
 

 

年
間
三
回
開
催
予
定 

   

本
年
度
の
研
究
主
題
は
「
言
葉
の
力

を
磨
き
、
高
ま
り
を
実
感
で
き
る
授
業
」

(

四
年
次)

で
す
。
研
究
主
題
に
沿
っ
た
、

よ
り
よ
い
授
業
を
目
指
し
、
実
践
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

今
年
度
も
国
語
部
は
、
「
小
学
校 

文
学
・
説
明
文
」「
小
学
校 

表
現
・
書

写
」「
中
学
校
」
で
、研
究
を
進
め
ま
す
。 

●
重
点
的
に
取
り
組
む
視
点 

               

   

  

八
月
三
十
日
（
水
）
に
行
わ
れ
る
、

「
岡
崎
市
教
育
研
究
大
会
」に
向
け
て
、

リ
ポ
ー
ト
の
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

小
学
校
の
分
科
会
に
つ
い
て
は
、「
読
む

こ
と
」
が
研
究
の
ね
ら
い
・
活
動
の
中

心
に
な
っ
て
い
る
指
導
実
践
は
『
文

学
・
説
明
文
（
小
）』
の
分
科
会
で
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
が

研
究
の
ね
ら
い
・
活
動
の
中
心
に
な
っ

て
い
る
指
導
実
践
は
『
表
現
・
書
写

（
小
）』
の
分
科
会
で
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。
リ
ポ
ー
ト
に
事
前
に
目
を
通

し
、
岡
崎
の
教
員
の
力
量
向
上
に
つ
な

が
る
研
究
大
会
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

    

岡
崎
市
小
中
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー

ル
に
向
け
、
今
後
取
り
組
ま
れ
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
国
語
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
、「
生
活
作
文
の
書
き
方
」
や
「
指
導

補
助
プ
リ
ン
ト
」
等
の
資
料
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
書

く
こ
と
を
通
し
て
、
子
供
の
認
識
力
を

高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

作
文
指
導
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
作
品
デ
ー
タ
・
一
覧
表 

提
出
期
限 

 
 

九
月
八
日
（
金
） 

○
審
査
会 

 
 

 
 

九
月
十
二
日
（
火
） 

  

国
語
・
書
写
の
授
業
力
向
上
を
め
ざ

し
て
、
六
月
十
三
日
（
火
）
に
第
一
回

さ
わ
ら
び
の
会
を
開
催
し
ま
し
た
。「
お

悩
み
解
決
！ 

子
ど
も
が
活
躍
す
る
国

語
の
授
業
っ
て
!?
」
と
題
し
て
、
授
業

で
の
困
り
感
を
共
有 

し
た
り
、
う
ま
く
い 

っ
た
こ
と
や
解
決
方 

法
、
効
果
的
だ
っ
た 

手
だ
て
な
ど
に
つ
い 

て
話
し
合
っ
た
り
し 

ま
し
た
。 

 

【
参
加
者
の
声
】 

○
「
国
語
科
で
学
ん
だ
こ
と
を
日
常
で

活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う

と
て
も
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
て
い

ま
し
た
。
明
日
か
ら
の
授
業
だ
け
で

な
く
、
日
常
生
活
の
中
で
も
子
供
た

ち
の
国
語
力
を
向
上
で
き
る
よ
う

に
、
私
自
身
も
学
び
続
け
た
い
と
思

い
ま
し
た
。 

○
日
々
の
授
業
で
子
供
が「
や
り
た
い
」

と
思
え
る
課
題
設
定
の
方
法
や
教

材
の
ア
イ
デ
ア
等
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
良
い
学
び
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
後
も
、
国
語
・
書
写
の
授
業
力
向

上
に
つ
な
が
る
研
修
を
実
施
し
て
い
き

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

国
語
部
行
事
予
定 

本
年
度
の
研
究
の
方
向 

①
「 

言
葉
の
力
」
を
付
け
、
鍛
え
、 

磨
く
授
業 

重
視
す
べ
き
は
学
び
の
主
体
性
で
あ

る
。
言
葉
に
対
す
る
見
方
・
考
え
方
を

働
か
せ
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
、
子

供
自
身
が
必
要
性
を
感
じ
、
自
ら
学
び

に
向
か
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 
 

②
個
の
学
び
を
生
か
し
、 

仲
間
と
と
も
に
磨
き
合
う
授
業 

ポ
イ
ン
ト
は
、
思
考
の
「
見
え
る
化
」

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
の
ず
れ
や

違
い
を
明
確
に
し
た
り
、
焦
点
化
し
て

深
め
た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

③
生
き
て
は
た
ら
く
学
力
を
育
て
る
授
業 

 
 

大
切
に
す
べ
き
は
、
人
と
の
関
わ
り

の
中
で
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
、
伝

え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
知
識

及
び
技
能
の
習
得
を
図
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
振
り
返
り
の
充
実
も
重
要

で
あ
る
。
子
供
が
学
び
を
メ
タ
認
知
し
、

実
生
活
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
振
り
返
り
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。 

国
語
教
育
自
主
研
究
サ
ー
ク
ル 

 
 

 
 

 

「
さ
わ
ら
び
の
会
」 

教
育
研
究
大
会
に
向
け
て 

岡
崎
市
小
中
学
生
作
文
コ
ン
ク
ー
ル 

 
 

 
 

 
 

文
集
「
お
か
ざ
き
」 


