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１２
月
９
日
、
岡
山
市
民
会
館
で

昼
夜
２
回
、
映
画
「
望
郷
の
鐘
」
制

作
上
映
推
進
委
員
会
・
岡
山
の
主

催
で
開
催
さ
れ
、
約
７
０
０
人
が

鑑
賞
し
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
則
武
実
行
委
員
長
の

あ
い
さ
つ
に
続
き
、
山
本
慈
昭
の

妻
・
文
枝
役
の
渡
辺
梓
さ
ん
、
記

者
役
の
山
口
馬
木
也
さ
ん
（
総
社

市
出
身
）
の
舞
台
挨
拶
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
く
わ
し
い
内

 

11
月
24
日
の
祭
日
に
、

岡
山
市
民
会
館
北
隣
の
石

山
公
園
に
、
岡
山
市
内
九
条

の
会
の
人
々
が
集
い
ま
し
た
。

九
条
の
会
と
し
て
初
め
て
の

パ
レ
ー
ド
に
参
加
す
る
た
め

で
す
。 

 

定
刻
に
な
り
、
舞
台
下
で
、

三
線
の
伴
奏
を
得
て
、
数
名

の
女
性
た
ち
が
歌
い
始
め
ま

し
た
。
し
か
し
慣
れ
な
い
歌

唱
指
導
と
い
う
こ
と
で
、
な

か
な
か
盛
り
上
が
り
ま
せ

ん
。
最
後
の
歌
「
ケ
・
セ
ラ
・
セ

ラ
」
で
や
っ
と
岡
山
合
唱
団
の

団
長
さ
ん
が
到
着
し
、
一
気

に
歌
声
が
大
き
く
な
り
ま
し

た
。 そ

し
て
、
開
会
の
あ
い
さ
つ

き
ま
す
。
先
導
車
の
掛
け
声

に
続
い
て
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を

し
ま
す
。 

“
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

に
反
対
！
” 

“秘
密
保
護
法
の
撤
廃
！
” 

“
９
条
は
日
本
の
宝
だ
！
”

“
９
条
は
世
界
の
宝
だ
！
”

“
戦
争
に
行
く
な
、
選
挙
に

行
こ
う
！
” 

“原
発
再
稼
働
に
反
対
！
” 

“
辺
野
古
に
基
地
を
つ
く
る

な
！
” 

と
て
も
親
切
な
お
ま
わ
り

さ
ん
に
車
道
や
信
号
を
誘
導

し
て
も
ら
い
、
無
事
に
パ
レ
ー

ド
を
終
了
し
ま
し
た
。 

（
真
田
） 

間
近
の
日
本
海
を
渡
っ
た
。 

 

私
の
級
友
の
Ｋ
さ
ん
も
こ
の
頃

渡
満
さ
れ
た
が
、
日
本
国
の
上
層

部
で
は
全
面
降
伏
の
交
渉
が
な
さ

れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
た
だ
神
風

が
吹
く
こ
と
を
信
じ
、
こ
う
い
う

状
態
に
な
っ
た
こ
と
の
責
任
は
民

で
は
な
く
国
な
の
で
す
。 

 

現
地
へ
行
け
ば
加
害
者
と
な
り

国
破
れ
れ
ば
被
害
者
と
な
り
、
我

が
子
に
手
を
か
け
一
家
自
決
の

道
、
子
供
を
生
か
す
道
は
心
豊
か

な
中
国
人
に
子
供
を
託
す
以
外

に
す
べ
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
。
別

れ
近
く
大
人
が
歌
う
「
君
が
代
」

に
代
え
て
子
が
歌
う
「
故
郷
」
を

歌
う
姿
に
、
私
は
怒
り
の
泪
が
止

ま
ら
ず
「
残
留
」
日
本
人
孤
児
が

日
本
語
も
忘
れ
て
、
な
お
日
本
に

帰
り
た
い
と
テ
レ
ビ
で
訴
え
た
顔

が
浮
か
び
ま
し
た
。 

 

も
う
騙
さ
れ
て
は
い
け
な
い
、
あ

の
時
の
前
夜
に
戻
っ
て
は
な
ら
な

い
。
二
度
と
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

強
く
求
め
ら
れ
た
映
画
で
し
た
。 

を
、
人
権
研
究
セ
ン
タ
ー
九

条
の
会
の
岩
間
さ
ん
、
続
い
て

宗
教
者
９
条
の
会
の
長
泉
寺

の
宮
本
さ
ん
、
津
島
９
条
の
会

の
三
宅
さ
ん
、
今
年
結
成
さ

れ
た
御
津
九
条
の
会
の
代
表

の
方
が
次
々
と
発
言
さ
れ
ま

し
た
。
司
会
は
操
南
９
条
の
会

の
小
林
さ
ん
で
す
。
平
和
憲

法
を
守
ろ
う
、
九
条
を
守
ろ

う
と
い
う
一
点
で
集
ま
っ
て
い

る
人
々
で
す
。 

最
後
に
閉
会
の
言
葉
を
、

岡
山
県
九
条
の
会
の
事
務
局

長
石
井
さ
ん
が
力
強
く
訴
え

ら
れ
、
参
加
者
は
一
五
〇
名

と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

い
よ
い
よ
パ
レ
ー
ド
で
す
。 

こ
こ
か
ら
岡
山
駅
ま
で
を
歩

容
は
次
号
で
紹
介
し
ま
す
。
こ
こ

で
は
１１
月
２９
日
に
開
か
れ
た
事

前
の
試
写
会
に
参
加
し
た
梶
尾

さ
ん
の
感
想
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

観
終
え
て
思
う
こ
と 

―
国
に
騙
さ
れ
て
は

い
け
な
い
― 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

梶
尾
玲
子 

「望
郷
の
鐘
～
満
蒙
開
拓
団
の
落
日
～
」試
写
会 

 

あ
の
こ
ろ
私
は

女
学
校
４
年
生

で
し
た
。
す
べ
て

の
日
本
人
は
お

国
の
い
う
こ
と
に

疑
う
こ
と
を
つ
ゆ

知
ら
ず
「
満
州

国
」
を
わ
が
領
土

と
信
じ
、
貧
農
か

ら
ぬ
け
ら
れ
二

〇
町
歩
の
田
畑

所
有
者
と
な
り

五
族
と
協
調
し

て
楽
し
く
暮
ら

し
て
ゆ
け
る
、
そ

れ
に
穀
物
は
前

線
の
兵
の
も
と

へ
、
銃
後
の
ご
奉

公
と
信
じ
敗
戦

九条の会、初のパレード！ 

戦争に行くな！選挙に行こう！ 
 

日本語教室１０周年の集い 

受講者の発表  湯口和巳さん 

 みなさんおはようございます。 

今日は岡山日本語教室１０周年記念おめでとうご

ざいます。私湯口かずみです。どうぞよろしくお願

いします。私は１９９６年中国の撫順から日本に帰

ってきました。私は日本語がぜんぜんわかりません

でした。はじめは勉強がむずかしかったです。８年

くらいべんきょうしました、すこしわかりました、でき

たらおもしろい、いまはちょっとわかるようになりまし

た。日本語のはなしもちょっとわかるようになりまし

た。今年は町内会の副会長をしています。日本語

の勉強、がんばれ、がんばれです！ 

2339 

 

 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１２
月
２６
日
（金
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三垣 

 

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
今
日
は

岡
山
日
本
語
教
室
１０
周
年
記
念

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

私
は
三
谷
晃
子
で
す
。
平
成
１８

年
、
ハ
ル
ピ
ン
か
ら
帰
っ
て
き
ま
し

た
。
日
本
語
を
勉
強
し
て
６
年
に

な
り
ま
す
。
日
本
語
は
む
ず
か
し

い
け
れ
ど
勉
強
は
た
の
し
い
で
す
。

先
生
た
ち
は
親
切
で
す
。
聞
く
の

心
強
く
思
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う

か
ら
、
で
き
る
限
り
続
け
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
日
中
関
係
の

中
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
い
ろ
い
ろ

大
変
で
し
ょ
う
が
、
一
緒
に
頑
張

り
ま
し
ょ
う
！ 

荒
武 

俊
子 

  

受
講
者
の
発
表 

三
谷
幸
男 

 

今
年
７
月
、
バ
イ
ク
の
免
許
を
と

り
ま
し
た
。
あ
ま
り
日
本
語
が
わ

か
ら
な
い
の
で
苦
労
し
ま
し
た
が

先
生
の
協
力
で
や
っ
と
合
格
し
ま

し
た
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
ど
で
、
講
師
や
受
講
生
が
減
り

活
動
が
寂
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

「
日
常
生
活
は
何
と
か
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
、
も
う
や
め
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意

見
も
出
た
り
し
ま
す
が
、
身
内
や

帰
国
者
同
士
で
集
ま
る
こ
と
が
多

く
、
日
本
語
を
し
ゃ
べ
る
機
会
も

す
く
な
い
の
で
、
日
本
語
教
室
は

で
き
る
だ
け
日
本
語
を
使
う
環

境
を
作
り
、
日
本
社
会
と
の
触
れ

合
い
を
深
め
る
場
に
も
な
っ
て
い
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

何
よ
り
も
「
見
守
っ
て
い
る
よ
」

「
帰
国
者
の
こ
と
を
忘
れ
て
な
い

よ
」
と
い
う
人
達
が
周
り
に
い
れ
ば

岡
山
日
本
語
教
室
１０
周
年
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

始
め
の
こ
ろ
、
私
は
２
～
３
年
間

長
岡
教
室
に
教
え
に
行
っ
て
い
た

の
で
、
そ
の
頃
ま
だ
独
身
だ
っ
た
帰

国
者
三
世
が
二
人
の
子
供
の
お
母

さ
ん
に
な
っ
て
い
た
り
、
「
孫
が
出

来
た
ん
よ
～
」
と
紹
介
し
て
く
れ

る
二
世
の
受
講
生
に
会
え
て
と
て

も
楽
し
い
一
日
で
し
た
。 

 

私
は
今
、
倉
敷
日
本
語
教
室
の

講
師
で
あ
り
、
総
社
で
は
支
援
員

を
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
倉
敷
か

ら
４
名
、
総
社
か
ら
７
名
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

両
教
室
と
も
高
齢
化
や
病
気

尋
ね
ら
れ
、
少
子
化
の
日
本
と
一

人
っ
子
政
策
の
中
国
の
違
い
を
改
め

て
感
じ
ま
し
た
。 

ま
た
、
鉱
山
で
巨
大
な
富
を
築
い

た
広
兼
邸
と
吹
屋
鉱
山
笹
畝
坑
道

の
劣
悪
な
環
境
で
働
く
男
女
（
坑
道

の
中
に
は
当
時
の
模
様
を
蝋
人
形

で
再
現
）
の
差
も
・
・
・
・
・ 

１０
月
か
ら
２６
期
中
国
語
講
座
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

今
、
月
曜
日
ク
ラ
ス
は
初
歩
（
教
科

書
上
）
の
復
習
を
し
て
い
ま
す
。 

楽
し
く
学
べ
、
時
に
は
ミ
ニ
旅
行
や

料
理
も
作
る
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
で
一

緒
に
中
国
語
を
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。 

西
森
文
子 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 95  

竹内和夫 

 

 

 

教科書をつくろう（１４） 

A.： 練習問題（９） 

 沖縄の安里君の詩、８行目から１８行目までをローマ

字で書きなさい。 

（注１）cyoomeisoo（長命草）という植物は図鑑に見あた

りませんが、『日本植物方言集成』（2001八坂書房）とい

う本の７９６ページに、（ちょーめーそー）ツルナとあり、３

５７ページのツルナの項に（ちょーめーそー）近江彦根

とあるが、これか？ 

（注２）umareru n da ne,の nは noの話しことば形。 

よなぐにうま＝与那国馬。ニホン最西端の島。 

 

B.： 『二十四の瞳』の第２段落に入る。長い文の意味のつな

がり方を、よく考えながら読んでください。 

 Hyakko amari no ciisana sono mura wa , irie no 

umi o mizuumi no yoo na kataci ni miseru yaku 

o site iru hosonagai misaki no, sono toppana ni 

atta node , taigan no maci ya mura e iku ni wa 

kobune  de  watattari , uneune  to magari  nagara 

cuzuku  misaki no yamamici o tekuteku  aruitari 

seneba naranai 。 

 

C.： Wa のはたらきに注目しなさい。『辞典』をみよ。 

 

                     つづく 

 

日
本
語
教
室
開
講
１０
周
年
の
集
い
の
感
想 

左から荒武さん、三谷晃子さん、湯口さん、山縣さん、三谷幸男さん 

は
だ
ん
だ
ん
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
、
け
れ
ど
は
な
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
日
本
語
が
じ
ょ
う
ず
に
な

り
た
い
で
す
。
こ
の
ま
え
水
江
の
渡

し
船
に
つ
れ
て
い
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
た
の
し
い
一
日
で
し
た
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
谷
晃
子 

中
国
語
講
座 

月
曜
日
ク
ラ
ス
交
流
会 

―
李
老
師
と
受
講
生
四
人
― 

１１
月
１３
日
、
吹
屋
ふ
る
さ
と
村

（
高
梁
市
）
へ
行
き
ま
し
た
。 

高
梁
市
に
入
っ
て
か
ら
車
の
ナ
ビ
が

近
道
案
内
を
し
た
た
め
、
曲
が
り
く

ね
っ
た
狭
い
道
を
進
み
、
運
転
の
小

野
さ
ん
に
は
悪
か
っ
た
の
で
す
が
、

紅
葉
の
ト
ン
ネ
ル
や
沢
を
流
れ
る
せ

せ
ら
ぎ
に
車
の
中
は
騒
が
し
い
ほ
ど

の
歓
声
。 

旧
吹
屋
小
学
校
（
一
昨
年
３
月

閉
校
）
に
つ
い
た
と
き
は
今
秋
一
番

の
冷
え
込
み
と
報
道
さ
れ
た
と
お

り
雪
が
降
り
出
し
、
と
て
も
寒
か
っ

た
で
す
。 

「
旧
吹
屋
小
学
校
」
「
吹
屋
ふ
る
さ

と
村
」
の
建
物
や
町
並
み
は
、
私
に

と
っ
て
は
懐
か
し
い
風
景
で
も
年
の

は
な
れ
た
他
の
受
講
生
に
と
っ
て

は
、
映
画
の
一
シ
ー
ン
か
『
昔
、
あ
っ

た
と
さ
』
的
に
映
る
の
か
喜
び
よ
う

が
違
い
、
年
代
の
差
を
感
じ
た
一
日

で
し
た
。
李
老
師
か
ら
は
「
閉
校
に

な
っ
て
、
こ
こ
に
い
た
子
供
は
今
ど

う
し
て
い
る
の
」
と
不
思
議
そ
う
に


