
教
育
臨
床
学
-
教
室
実
践
知
考
1

一

教
育
臨
床
の
位
置
づ
け

村
田
義
幸
『教
育
臨
床
の
意
味
』

(『教
育
実
践
選
球
指
導
セ
ン
タ
ー
年
報
』

恥
9
長
崎
大
学
教
育
学
部

平
成
八
年
度

一
九
九
七

･
七
刊
)
に
は
､
大

い
に
元
気
づ
け
ら
れ
た
｡
氏

の
論
に
､
私
な
り
の
研
究
実
践

『教
育
臨
床
学

-
教
室
実
践
知
考
』

か
ら

｢
私
な
り
の
｣
と
い
う
限
定
を
は
ず
し
て
も
よ
い

の
で
は
､
と
い
う
示
唆
を
見
た
か
ら
で
あ
る
｡

氏
は
､
教
育
臨
床
を
言
う
に
､
ま
ず
､
教
育
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に

と
ら
え
て
み
せ
る
｡

教
育
は
､
(略
)
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
が
個
性
化
と
社
会
化
の
統
合
を
図

り
な
が
ら
成
長
･発
達
す
る
の
を
援
助
す
る
営
み
で
あ
る
｡
(略
)
も
し
､
こ
の
成

長
･発
達
の
過
程
に
究
極
の
到
達
点
と
ゴ
ー
ル
が
あ
り
､
｢あ
る
べ
き
姿

(完
態
c

o
m
p
l
e
-
e

S
-
a
t
e
)｣
に
到
達
す
る
ま
で
指
導
･援
助
す
る
の
が
教

育
で
あ
る
と
す
る
と
'
子
ど
も
た
ち
に
随
分
と
苛
酷
な
要
求
を
す
る
こ
と
に
な
る
｡

む
し
ろ
､
個
人
が
'
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
自
分
な
り
の
生
き
方
を
発
見
し
､

｢今
､
こ
こ
で
の
｣生
酒
を
'
自
己
実
現
に
向
け
て
生
き
生
き
と
送
る
の
を
援
助
す

る
の
が
教
育
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
る

(四
九
貢
)

教
育
を
こ
の
よ
う
な
営
み
と
と
ら
え
る
か
ら
こ
そ
の
教
育
臨
床
と
い
う
わ

け
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
安
河
内
の
設
計

･
展
開
す
る
国
語
教
室
'
そ
し
て
具
体
的

な
､
例
え
ば
作
文
教
室
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

安
河
内

‥
教
育
臨
床
学

-教
室
実
践
知
考
1

安

河

内

義

己

‥
｣
れ
か
ら
の
国
語
教
室
は
学
習
者

･
子
ど
も
が
自
己
表
現
活
動
と
し
て
の
言
請

活
動
を
､
(略
)
学
習
者
･子
ど
も
が
菩
々
と
し
て
行
う
と
こ
ろ
､
そ
し
て
､
確
か

に
自
己
表
現
に
至
る
と
こ
ろ
と
な
る
べ
-
､
ま
す
ま
す
そ
の
作
動
機
構
の
改
良
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
.V

･
私
た
ち
は
､
い
と
も
簡
単
に
子
ど
も
に
体
験
を
さ
せ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
､
子

ど
も
自
身
が
､
自
分
の
た
め
に
､
自
分
の
手
で
'
自
分
の
活
動
を
や
っ
て
こ
そ
'

し
た
が
っ
て
､
そ
こ
に
は
､
こ
の
事
例
に
見
た
よ
う
に
い
ろ
ん
な
ド
ラ
マ
も
ま
た

展
開
さ
れ
る
､
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
こ
そ
子
ど
も
の
体
験
な
の
で
あ
る
｡
自
己

と
い
う
も
の
は
､
こ
う
い
う
場
に
よ
っ
て
初
め
て
芽
生
え
､
表
出
さ
れ
､
表
現
さ

れ
て
-
る
｡

こ
う
見
て
-
る
と
､
作
文
=
こ
と
ば
を
綴
っ
て
文
を
作
る
こ
と
､
そ
れ
を
作
文

だ
と
考
え
た
こ
と
が
､
そ
も
そ
も
国
語
教
室
の
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気

づ
か
れ
よ
う
｡

こ
れ
か
ら
は
､
作
文
で
は
な
-
､
作
自

(己
)
と
し
よ
う
｡
そ
う
す
る
こ
と
に

ょ
っ
て
､
私
た
ち
は

｢書
-
こ
と
が
な
い
｣
と
い
う
子
ど
も
の
い
ち
ば
ん
の
悩
み

を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
う
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
に
も
国
語
教
室
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
｡
作
自
己
は
､
例
え
ば
音
楽
教
室
で
は
'
作
曲
､
演
奏
､
歌
唱
と
い
う
具
体
を

と
る
で
あ
ろ
う
し
､
図
工
教
室
で
は
､
作
図
､
作
製
'
制
作
と
い
う
具
体
を
と
る

2

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡

仮
に
教
育
を
､
村
田
氏
の
言
葉
を
借
り
て
､
｢
あ
る
べ
き
姿
｣
を
｢
ゴ

ー
ル
｣■
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と
し
て
設
定
し
､
そ
こ
に

｢
到
達
｣
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
み
よ
う
｡

そ
う
す
る
と

｢
あ
る
べ
き
姿
｣
と
は
､
今
の
学
校
教
育
で
い
え
ば
､
各
教

科
､
道
徳
､
特
別
活
動
が
言
う
と
こ
ろ
の
指
導
内
容
事
項
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

そ
こ
に

｢到
達
｣
さ
せ
る
と
は
､
そ
れ
ら
指
導
内
容
事
項
を
間
違
い
な
-
､

伝
達
し
､
受
容
さ
せ
､
そ
こ
に
感
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
に
見
ら
れ
る
教
育
の
論
理
は
､
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
､
｢
再
生

-
コ
ピ

ー
の
論
理
｣
で
あ
る
｡
｢
再
生

=
コ
ピ
ー
の
論
理
｣
は
､
工
場
生
産
の
論
理
と

原
理
は
同
じ
で
あ

っ
て
､
こ
の
論
理
を
支
え
て
い
る
の
は
､
(
普
遍
性
)
(請

理
性
)
へ
客
観
性
)
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ

っ
て
､
い
つ
で
も
､
ど
こ
で
で
も
､

必
要
に
応
じ
て
､
同
じ
物
が
､
大
量
に
生
産
さ
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
そ
こ

で
は
､
中
村
雄
二
郎
氏
が
言
う

(『臨
床
の
知
と
は
何
か
』
五
貢

岩
波
新
書

一
九
九
二
年
)
よ
う
に

｢生
命
現
象
の
も
た
ら
す
意
味
の
発
生
､
自
律
的
な

振
舞

い
､
自
己
創
造
な
ど
が
真

っ
向
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
｣
｡

,AJ
れ
に
対
し
て
､
村
田

･
安
河
内
が
言
う
教
育
の
論
理
は

｢
再
構
成
の
論

3

理
十
で
あ
る
｡
こ
の
論
理
を
支
え
る
の
は
､
(
固
有
性
)
(多
義
性
)
(
体
験
性
)

で
あ
る
｡
中
村
氏
の
吉
を
借
り
れ
ば
､
(
コ
ス
モ
ロ
ジ

ー
)
(
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
)

(
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

近
代
科
学
の
普
遍
性
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
デ
カ
ル
ト
的
､
ニ
ュ
ー
ト
ン
的

な
物
理
学
の

(無
限
空
間
)

(絶
対
空
間
)
(略
)
が
前
面
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
覆
い
隠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
有
機
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
宇
宙
､

他
に
な
い
固
有
の
場
所
と
し
て
の
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ス
モ
ス
と
は
､
大

宇
宙

(
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
)
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
生
命
体
が
個
体
､

集
合
的
に
そ
の
な
か
に
生
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
国
有
の
場
所
を
指
し
て
い
る
｡
そ
の

こ
と
に
着
眼
す
れ
ば
､
近
代
科
学
の

(普
遍
性
)
が
排
除
し
た
の
は
､
ほ
か
で
も

な
い
､
事
物
の
コ
ス
モ
ス
的
な
在
り
様
を
示
す

(
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
)
原
理
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
(略
)

二

近
代
科
学
の
論
理
性
､
い
っ
そ
う
正
確
に
は
論
理
的
な
一
義
性
は
､

一
つ
の
原

因
に
対
す
る
一
つ
の
結
果
と
い
う
単
線
的
な
因
果
関
係
を
説
-
の
に
き
わ
め
て
適

し
て
い
る
｡
(略
)
し
か
し
､
実
際
に
は
(
現
実
)
は
､
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
側
面

あ
る
い
は
多
義
性
を
そ
な
え
て
い
る
｡
(略
)
環
境
と
の
相
関
関
係
が
は
る
か
に
複

雑
な
生
命
体
や
人
間
的
事
象
に
な
る
と
､
い
っ
そ
う
そ
の
性
格
が
つ
よ
ま
る
｡
し

た
が
っ
て
､
(論
理
性
)
の
原
理
が
無
視
し
排
除
し
た
の
は
､
(略
)
事
物
の
多
義

性
と
し
て
の

(
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
)
(象
徴
表
現
)
の
原
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

(略
)近

代
科
学
の
客
観
性
は
､
(略
)客
観
や
対
象
と
は
､
主
観
や
主
体
の
働
き
か
け

を
受
け
被
る
､
単
な
る
受
け
身
の
も
の
､
受
動
的
な
も
の
で
し
か
な
い

(と
す
る

--
安
河
内
が
付
加
)｡
つ
ま
り
そ
こ
で
は
､
事
物
の
側
か
ら
の
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る

働
き
か
け
､
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
い
え
ば
受
動
に
な
る
よ
う
な
作
用
は
一
切
無
視

さ
れ
､
無
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
と
は
い
え
､
事
物
と
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な

関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
､
働
き
か
け
を
受
け
つ
つ
お
こ
な
う
働
き
か
け
､

つ
ま
り
受
動
的
な
能
動
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
よ
う
な
在

り
様
を
人
間
の
い
と
な
み
と
し
て
具
体
的
に
示
せ
ば
､
自
分
の
身
体
を
他
人
の
視

線
に
さ
ら
し
て
行
う
行
動
､
つ
ま
り

(
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
)
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
｡
(前
出
書
八
､
九
貢
)

中
村
氏
は
'
以
上
を
｢
わ
か
り
や
す
-
言

い
な
お
せ
ば
､
(
固
有
世
界
)
(
辛

物
の
多
義
性
)
へ
身
体
性
を
そ
な
え
た
行
為
)
の
三
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
あ

わ
せ
て
体
現
し
て
い
る
の
が
､
私
の

(
臨
床
の
知
)
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
た

も
の
で
あ
る
｡
(略
)
へ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
知
)
と
名
づ
け
て
も
い
い
｣

(前
出
書
九
､

一
〇
貢
)
と
言
う
｡

こ
の

(
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
知
)
と
は
､
う
ま
い
名
づ
け
で
あ
り
､
す

ぐ
れ
て
実
践
的
な
と
ら
え
で
あ
る
｡
安
河
内
は
､
国
語
教
室
の
授
業
を
フ
ィ

ー
ル
ド
と
見
立
て
､
｢知
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
｣
と
命
名
､

1
九
九
七
年
度



前
期
講
義

『国
語
科
教
育
研
究
』
を
､
次

の
よ
う

に
計
画
､
実
施
し
た
｡

フ
ィ
ー
ル
ド
学
を
学
ぶ
-

観
を
つ
-
ち

次
の
1
-
13
講
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
､
受
講
者
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
､

そ
の
成
果
を
発
表
す
る
｡

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
進
め
方

-

提
示
さ
れ
た
教
材
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
､
そ
こ
か
ら
学
習
者

･
教
師
の

学
習
活
動

･
教
育
活
動
の
事
実
を
取
材
す
る
｡

2

取
材
し
た
学
習
活
動

･
教
育
活
動
の
事
実
に
､
教
育
学
的
解
釈
を
与
え

る
｡
具
体
的
に
は
､
次
の
よ
う
に

川事
実
の
分
析
を
し
､
分
類
す
る
｡

切分
類
し
た
も
の
へ
の
命
名
を
試
み
る
O

脚事
実
の
関
係
づ
け
や
構
造
化
を
進
め
る
｡

仙構
造
化
し
た
も
の
へ
の
命
名
を
試
み
る
｡

3

教
育
学
的
解
釈
を
し
た
も
の
に
教
育
学
的
意
味
を
与
え
る
｡

4

教
育
学
的
意
味
を
与
え
た
も
の
に
つ
い
て
､
教
育
学
的
価
値
判
断
を
す

る
｡

5

1
-
4
を
ふ
ま
え
'
自
分
な
り
の
試
案
づ
-
り
を
す
る
｡

仙
1の
事
実
を
有
効
な
も
の
'
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
別
す
る
｡

似
Iの
事
実
に
不
足
す
る
も
の
を
つ
-
り
加
え
る
.

仙川̂sBの
こ
と
を
材
に
再
編
成
を
試
み
る
｡

6

発
表
-

討
議
｡

*
2
-
6
の
ワ
ー
ク
に
あ
た
っ
て
は
､
な
ぜ
そ
う
な
の
か
､
自
分
の
子
ど

も
観
､
教
師
観
､
教
材
観
､
言
語
観
､
教
授
観
､
学
習
観
な
ど
､

○
○
観

を
洗
い
出
し
っ
つ
､
ま
た
そ
の
変
更
を
し
つ
つ
'
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
｡

3
講

4
〃

5
〃

6
講

7
〃

14
講

テ
ー
マ
･
｢
『人
は
い
か
に
し
て
学
ぶ
か
j
学
び
の
事
実
の
取
り
出
し
と
そ

の
教
育
学
的
意
味
づ
け
』

教
材

説
明
文

｢波
に
た
わ
む
れ
る
貝
｣
森
圭

7

(東
京
書
籍

説
明
文

｢
チ
ョ
ウ
の
飛
ぶ
道
｣
日
高
敏
隆

(三
省
堂

テ
ー
マ
･
｢
こ
れ
ま
で
の
教
育

‥
｣
れ
か
ら
の
教
育
｣

教
材

v
T
R
視
聴

｢詩
の
音
読

･
朗
読

･
群
読
｣
の
授
業

中

一
と
小
六
の
場
合
の
比
較
を
と
お
し
て

テ
ー
マ
･
｢国
語
教
室
の
具
体
を
設
計
す
る
｣

教
材

v
T
R
視
聴

｢詩
の
音
読

･
朗
読

･
群
読
｣
の
授
業

｢
『
お
祭
り
』
北
原
白
秋
の
授
業
中

二

の
場
合

テ
ー
マ
･
｢授
業
設
計
｣

教
材

V
T
R
視
聴

｢古
典
の
音
読

･
朗
読

･
群
読
｣
の
授
業

∃
平
家
物
語
』
の
授
業
中
二
｣
の
場
合

テ
ー
マ
･
｢授
業
設
計
-

対
話
活
動
を
ど
う
設
定
す
る
か
｣

教
材

V
T
R
視
聴

｢古
典
の
対
話
活
動
｣
の
授
業

｢
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
授
業
中
三
｣
の
場
合

テ
ー
マ
･
｢授
業
設
計

～
課
題
設
定
を
ど
う
進
め
る
か
｣

教
材

v
T
R
視
聴

｢短
歌
の
課
題
設
定
｣
の
授
業

｢
『死
に
た
ま
ふ
母
』
斉
藤
茂
吉
の
授
業
中
二
｣
の
場
合

テ
ー
マ
･
｢言
語
活
動
の
い
ろ
い
ろ
｣

中 六
一 上.ヽ__′)

安
河
内

‥
教
育
臨
床
学

-教
室
実
践
知
考
-
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こ
う
い
う

｢再
構
成
の
論
理
｣
に
よ
っ
て
､
共
同
体
が
真
に
必
要
と
す
る

そ
の
と
き
に
､
協
同

･
共
同
の
場
で
､
共
同
体
の
目
的
に
即
し
て
､
独
自
の

新
し
い
文
化
が
誕
生
せ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
過
程
に
お
い
て
'
い
ま
あ

る
文
化
の
伝
達
と
受
容
も
､
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
と
し
て
進
め
ら
れ

て
い
く
｡

以
上
の
よ
う
な
教
育
の
営
み
に
お
い
て
な
さ
れ
る
教
育
臨
床
の
目
的
は
､

村
田
氏
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
｡

教
育
臨
床
の
目
的
は
､
(略
)
知
能
や
情
緒
の
発
達
に
問
題
を
も
つ
児
童
･生
徒

に
対
し
て
､
問
題
解
決
や
治
療

･
指
導
を
め
ざ
す
治
療
的
援
助
だ
け
で
な
-
､
親

や
教
師
が
､
何
ら
問
題
な
い
と
考
え
る
児
童

･
生
徒
の
自
己
実
現
や
創
造
的
な
生

き
方

へ
の
援
助

(開
発
的
援
助
)
も
含
ま
れ
る
｡
つ
ま
り
､
全
て
の
児
童

･
生
徒

が
教
育
臨
床
の
対
象
な
の
で
あ
る
｡
(五

1
頁
)

こ
れ
に
異
論
は
な
い
｡

た
だ
､
｢
-
-
だ
け
で
な
-
-
-
も
含
ま
れ
る
｣
と

い
う
文
脈
で
目
的
を
と
ら
え
る
よ
り
も
､
教
育
臨
床
の
目
的
は
児
童
生
徒
の

自
己
実
現
へ
の
援
助
に
あ
る
､
と
ま
ず
は
し
た
い
｡
そ
の
う
え
で
'
氏
が
言

う
よ
う
に
､
こ
れ
に
は

｢治
療
的
援
助
｣
と

｢開
発
的
援
助
｣
と
が
あ
る
､

と
す
る
｡
(安
河
内
は
こ
れ
に
｢発
育
的
援
助
｣
を
加
え
た
い
｡
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
｡
)

ニ

教
育
臨
床
の
担
い
手

そ
こ
で
'
以
上
の
よ
う
な
教
育
臨
床
を
誰
が
担
う
か
で
あ
る
｡

村
田
氏
は
､
｢学
校
に
お
い
て
教
育
臨
床
を
担
う
中
心
的
存
在
は
い
う
ま
で

も
な
-
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
I
で
あ
る
が
､
教
師
も
心
理
教
育
的
援
助
資

源
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｣
(前
出
書
五
三
百
)
と
す
る
｡
そ
し
て
､
｢教

師
に
求
め
ら
れ
る
資
質
｣
を
､
｢①
教
科
の
指
導
者
｣
で
あ
る
こ
と
､
｢②
生

四

徒
指
導

(生
活
指
導
)
者
｣
で
あ
る
こ
と
､
｢③
教
育
臨
床
の
担
当
者

(心
理

教
育
的
担
当
者
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
者
)
で
あ
る
こ
と

(五
二
､
五
三
頁
)
､
の

三
つ
だ
と
指
摘
し
､
そ
の
三
番
目
に

｢教
育
臨
床
の
担
当
者
で
あ
る
こ
と
｣

を
置
-
｡
そ
し
て
､
教
育
臨
床
の
内
容
は
､
次
の
と
お
り
､
と
言
う
｡

･
日
々
の
学
級
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
授
業
シ
ス
テ
ム
を
最
適
な
も
の
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
種
々
の
学
習
指
導
法
取
得
と
実
践
､
教
育
メ
デ
ィ

ア
の
開
発
と
活
用
'
学
級
づ
-
り

(学
級
経
営
)
の
考
え
方
や
技
術
､
教
育
評
価

の
知
識
と
学
習
者

へ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
バ
ッ
ク
の
仕
方

(形
成
的
評
価
と
総
合
的
評

価
､
K
R
の
活
用
な
ど
)､
児
童
･生
徒
の
個
性
や
適
性
を
考
慮
し
た
個
別
指
導
(過

性
処
遇
交
互
作
用
-
A
T
I
)
の
工
夫
､
確
実
な
理
解
を
促
す
た
め
の
問
い
か
け

や
メ
タ
認
知
を
促
す
働
き
か
け
な
ど
教
師
が
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識

や
能
力
は
多
い
｡

･
児
童

･
生
徒
の
な
か
に
は
選
択
基
準
を
ま
だ
学
習
し
て
い
な
い
と
か

(未
学

習
)､
誤
っ
た
基
準
を
学
習

(誤
学
習
)
し
て
い
る
者
も
い
る
｡

(
略
)
未
学
習
の
者
に
対
し
て
は
適
切
な
行
動
基
準
を
学
習
す
る
よ
う
援
助
･指
導

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
､
誤
学
習
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
対

応
が
必
要
と
な
る
O
他
方
､
(略
)
心
理
的
な
問
題

(欲
求
不
満
､
葛
藤
､
不
安
､

ス
ト
レ
ス
な
ど
)
の
た
め

(略
)
の
場
合
に
は
､
(略
)
教
師
に

｢
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ

･
マ
イ
ン
ド
｣
が
求
め
ら
れ
る
｡
(前
出
書
五
二
､
三
貢
)

こ
れ
は
大
変
な
内
容
で
あ
る
｡

と
て
も
教
室
の
教
師
ひ
と
り
で
担
え
る
内

容
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
､
氏
が
言
う
よ
う
に

｢教
育
臨
床
を
担
う
中
心
的
存

在
は
い
う
ま
で
も
な
-
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
｣
な
の
だ
｡
が
､
こ
こ
で

問
題
な
の
は
､
具
体
的
な
誰
を
も
っ
て

｢
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
｣
と
す

る
か
､
な
の
で
あ
る
｡

佐
藤
学
氏
は
言
う
｡

そ
の
モ
デ
ル
を
､
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

(略
)
機
能
し
て
い
る
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー



ズ
･
セ
ン
タ
ー
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
(略
)
わ
が
国
の
場
合
､
各
県
､
市

単
位
に
地
方
教
育
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
そ
の
機
能
は
､
個

別
的
な
問
題
を
抱
え
る
教
師
の
具
体
的
実
践
的
な
要
請
を
出
発
と
す
る
も
の
で
は

な
-
｡
行
政
機
関
が
重
要
と
判
断
し
た
事
柄
を

一
律
に
伝
達
し
講
習
す
る
様
式
が

■｢

支
配
的
で
あ
る
1

確
か
に
そ
う
で
あ
る
｡
私
も
九
年
間
行
政
機
関

に
身
を
置

い
て
い
た
の
で
､

そ
の
こ
と
は
実
感
を
以
て
確
信
さ
れ
る
｡
研
究
主
事
､
研
修
主
事
､
指
導
主

事
で
は
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
は
な
り
え
な

い
｡

で
は
､
大
学
の
研
究
者
か
｡
こ
れ
に
つ
い
て
も
佐
藤
氏
は
言
う
｡

教
育
研
究
者
は
一
般
に
､
教
師
た
ち
の
複
雑
な
仕
事
の
理
解
､
教
室
の
事
象
の

複
雑
さ
の
理
解
に
あ
ま
り
に
も
無
知
で
あ
り
､
そ
れ
ら
の
実
践
的
な
問
題
の
解
決

に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
無
力
で
あ
っ
た
｡
実
際
､
教
師
の
実
践
を
指
導
す
る
研
究

者
は
多
い
が
､
教
師
た
ち
の
抱
え
る
複
雑
で
難
解
な
問
題
か
ら
学
び
､
そ
れ
を
敬

師
た
ち
と
共
に
悩
み
協
同
で
解
決
の
道
を
探
る
研
究
者
は
少
な
い
｡
教
師
に
対
し

て
指
導
的
に
ふ
る
ま
う
研
究
者
ほ
ど
､
教
師
の
仕
事
は
単
純
化
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
､

そ
の
指
導
や
助
言
の
根
拠
を
支
え
る
自
己
の
研
究
は
薄
弱
で
あ
り
､
そ
の
場
合
は
､

教
育
実
践
の
複
雑
さ
や
困
難
さ
に
対
す
る
無
知
と
自
己
の
専
門
領
域
の
理
解
研
究

の
唆
昧
さ
が
､
皮
肉
な
こ
と
に
､
教
師
へ
の
不
遜
な
助
言
や
指
導
を
容
易
に
し
て

い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
れ
ら
の
指
導
的
や
研
究
者
が
存
在
し
う
る
の
は
､

教
師
た
ち
自
身
が

｢授
業
研
究
｣
の
枠
組
み
に
捕
ら
わ
れ
､
実
践
場
面
の
不
確
莱

さ
と
孤
独
と
不
安
と
が
権
威
へ
と
誘
惑
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
か
ら
だ
｡
こ
う
し

て
､
教
師
と
研
究
者
と
の
密
室
の
幸
せ
な
結
婚
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ

5

の
相
互
依
存
は
､
｢授
業
研
究
｣
の
悪
循
環
を
絶
望
的
な
も
の
と
し
て
い
る
O～

こ
れ
も
確
か
に
そ
う
で
あ
る
｡
幸
か
不
幸
か
､
私
は
二
七
年
間
小

･
中
学

校
に
居
て
､
今
､
大
学
九
年
目
で
あ
る
｡
で
は
､
誰
な
ら
ば
最
適
の
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
の
か
｡

安
河
内

‥
教
育
臨
床
学
-
教
室
実
践
知
考
1

こ
こ
で
､
黒
田
玲
子
氏

(東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
)
の
､

実
に
時
宜
を
得
た
提
案
に
着
目
し
た
い
｡
氏
は
'
｢科
学
の
″
イ
ン
タ
ー
プ
リ

タ

ー
″
が
必
要
｣
と
言
う
｡
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ

ー

(I
n
-
2
r

p
r
e

-
e
r
)
と
は
､
｢科
学
と
実
生
活
の
橋
渡
し
を
す
る
解
説

､
評
論
家
｣
で
あ

る
｡

イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
は
専
門
用
語
の
単
な
る
直
訳
者
で
は
な
-
､
問
題
を
指
摘

し
､
進
む
べ
き
方
向
を
示
唆
す
る
､
科
学
と
実
生
活
の
橋
渡
し
を
す
る
解
説

･
秤

論
家
で
あ
る
｡
(略
)現
在
で
も
作
家
､
評
論
家
､
科
学
者
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な

ど
が
先
端
科
学
の
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
が
､
二
十

一
世
紀

6

に
向
け
て
そ
の
活
躍
は
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ
て
い
る
O-

で
は
､
ど
の
よ
う
な
者
が
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
と
な
れ
る
か
｡
ま
ず
は
､

科
学
者
｡
次
に
中
学
､
高
校

の
教
師
｡
ま
た
､
定
年
を
迎
え
た
大
学
の
教
員

や
研
究
機
関
の
研
究
貞
､
と
言
う
｡

ま
ず
は
科
学
者
自
身
が
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
｡

(略
)時
間
的
ゆ
と
り
も
精
神
的
ゆ
と
り
も
な
い
こ
と
は
自
ら
の
経
験
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
｡
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
､
科
学
者
は
専
門
仲
間
向
け
の
研
究
論
文
を

書
-
だ
け
で
は
な
-
､
専
門
外
の
人
に
科
学
研
究
の
成
果
を
直
接
訴
え
る
努
力
も

7

行
な
わ
-
て
は
な
ら
な
い
｡

中
学
'
高
校
の
教
員
も
優
れ
た
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
と
な
る
資
質
を
備
え
て
い

る
は
ず
だ
｡
か
ら
れ
も
ま
た
多
忙
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
心
を
持

つ
教
師
が
､
短
期
間
教
育
現
場
を
離
れ
､
大
学
院
に
入
学
し
て
科
学
の
研
究
に
参

画
し
た
り
､
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
定
年
を
迎
え
た
大
学
や
研
究
機
関
の
研

uロ

究
者
も
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
I
と
し
て
活
躍
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
.V

こ
れ
ら
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
は
､
次
の
よ
う
な
資
質
が
求
め
ら
れ
る
｡

イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
は
ど
の
よ
う
な
資
質
が
望
ま
れ
､
具
体
的
に
ど
の
よ
う五
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な
役
割
を
期
待
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡

第

一
に
､
科
学
の
面
白
さ
が
わ
か
り
､
心
か
ら
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
､
不
思
読

さ
､
偉
大
さ
あ
る
い
は
恐
ろ
し
さ
に
感
動
で
き
る
人
で
あ
る
｡
(略
)そ
の
う
え
で

そ
の
謎
の
解
明
に
向
け
て
仮
説
を
た
て
､
証
明
し
'
自
然
の
理
を
明
ら
か
に
し
､

9

自
然
か
ら
学
ぶ
学
科
の
面
白
さ
を
語
っ
て
ほ
し
い
｡

ま
た
､
科
学
の
成
果
が
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
と
い
う
過
程
や

状
況
を
理
解
で
き
る
人
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
(略
)そ
の
よ
う
な
こ
と
も
理
解

爪叫ハur

し
た
う
え
で
､
明
快
に
要
約
さ
れ
た
結
論
を
伝
え
て
ほ
し
い
｡

そ
し
て
､
伝
達
者
と
し
て
な
に
よ
り
､
表
現
能
力
を
持
っ
た
人
材
で
な
く
て
は

.u

な
ら
な
い
｡

以
上
の
黒
田
氏
の
提
案
に
､
安
河
内
案
を
加
味
し
て
､
教
育
臨
床
に
お
け

る
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
I
の
役
割
を
整
理
す
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
.

図
る
に
あ
た
っ
て
教
育
技
術
の
具
体
の
提
示
を
も
っ
て
行
う
｡

⑥
眼
前
の
教
室
実
践
に
資
す
る
よ
う
に
､
既
存
の
教
育
理
論
の
整
理
や

構
造
化
'
加
除
､
補
充
､
重
点
化
､
な
ど
を
図

っ
て
提
示
す
る
｡

以
上
､
①

～
⑥
の
こ
と
を
以
て
､
教
室
実
践
者
と
と
も
に
明
日
の
実

践

へ
の
元
気
と
勇
気
と
を
途
絶
え
る
こ
と
な
-
産
み
だ
し
て
い
-
0

六

教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
役
割

教
室
に
出
向
き
､
教
室
実
践
の
P
I
D
I
S
を
進
め
る

一
員
と
し
て
､

教
室
実
践
に
参
加
し
､
ま
た
､
実
際
に
自
ら
授
業
を
教
室
で
行
う
こ
と

も
し
つ
つ
､
次
の
こ
と
を
す
る
｡

①
眼
前
の
教
室
実
践
の
素
晴
ら
し
さ
あ
る
い
は
恐
ろ
し
さ
に
感
動
で
き
､

そ
れ
を
感
動
と
し
て
語
る
｡

②
教
育
の
仮
説
1
実
践
1
そ
の
成
果
と
い
う
こ
れ
ら
の
間
の
筋
道
の
付

け
方
を
､
眼
前
の
教
室
実
践
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
､

そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
語
る
｡

③
眼
前
の
教
室
実
践
か
ら
教
育
理
論
を
紡
ぎ
だ
し
て
見
せ
､
そ
の
こ
と

を
も

っ
て
自
分
の
研
究
の
糧
と
す
る
と
同
時
に
､
教
室
実
践
の
意
義

を
語
る
｡

④
眼
前
の
教
室
実
践
に
教
育
的
意
味
付
け
を
与
え
る
｡

⑤
眼
前
の
教
室
実
践
の
行
き
詰
ま
り
点
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
打
開
を

※
先
述
し
た

｢発
育
的
援
助
｣
と
は
､
実
は
､
こ
の

｢以
上
､
①
～
⑥
の
こ
と
を

以
て
､
教
室
実
践
者
と
と
も
に
明
日
の
実
践
へ
の
元
気
と
勇
気
と
を
途
絶
え
る
こ

と
な
-
産
み
だ
し
て
い
-
｡｣
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
｡
｢発
育
｣
と
は
福
沢
諭
吉

の
言

｢教
育
の
文
字
は
は
な
は
だ
穏
当
な
ら
ず
､
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
発
育
と
称
す

べ
き
な
り
C
か
く
の
如
く
学
校
の
本
旨
は
い
わ
ゆ
る
教
育
に
あ
ら
ず
し
て
､
能
力

の
発
育
に
あ
り
｣
(『福
沢
諭
吉
教
育
論
集
』
1
三
五
頁

岩
波
文
庫
)
に
拠
っ
て

い
る
｡三

教
育
臨
床
事
例

事
例
1

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
①

｢
眼
前
の
教
育
実
践
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動
で
き
､
そ
れ
を
感

動
と
し
て
語
る
｣
の
事
例
と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学
-

教
室
実
践
知

考

3
『表
現
相
手
に
よ

っ
て
工
夫
し
よ
う
表
現
内
容
と
表
現
方
法
≡

事
例
2

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
①

｢
眼
前
の
教
室
実
践
の
恐
ろ
し
さ
に
感
動
で
き
､
そ
れ
を
感
動

と
し
て
語
る
｣
の
事
例
と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学
-

教
室
実
践
知
考

15

『デ
ィ
ベ

ー
ト
づ
-
り
-

論
題
の
設
定
-

(文
学
作
品
で
)
』
｣

事
例
3

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
②

｢教
育
の
仮
説
-
実
践
1
そ
の
成
果
と
い
う
こ
れ
ら
の
間
の
筋



道
の
付
け
方
を
､
眼
前
の
教
室
実
践
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
'
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
語
る
｣
の
事
例
と
し
て
'
｢教
育
臨
床
学

-

教
室
実
践
知
13

『作
文
指
導
の
ト
ー
タ
ル
化
川
-

｢
10
分
間

作
文
｣
｢読
み
書
き
関
連

･
連
動
作
文
｣
｢作
文
単
元
｣
の
連
携
≡

事
例
4

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
③

｢眼
前
の
教
室
実
践
か
ら
教
育
理
論
を
紡
ぎ
だ
し
て
見
せ
'
そ

の
こ
と
を
も
っ
て
自
分
の
研
究
の
糧
と
す
る
と
同
時
に
､
教
室
実
践

の
意
義
を
語
る
｣
の
事
例
と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学
-

教
室
実
践
知

考
10

『説
明
文
の
音
読
づ
-
り
-

説
法
と
し
て
の

mE

事
例
5

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
④

｢眼
前
の
教
室
実
践
に
教
育
的
意
味
付
け
を
与
え
る
｣
の
事
例

と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学

-
教
室
実
践
知
考
14
『デ
ィ
ベ
ー
ト
づ
-

り
ー

文
学
作
品
の
読
み
で
≡

事
例
6

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
⑤
眼
前
の
教
室
実
践
の
行
き
詰
ま
り
点
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
打

開
を
図
る
に
あ
た
っ
て
教
育
技
術
の
貝
体
の
琴
不
を
も
っ
て
行
う
｣

の
事
例
と
し
て
､
教
育
臨
床
学

-
教
室
実
践
知
考
8

『意
欲
づ
-

り
･
で
き
る
と
確
信
さ
れ
た
学
習
ヒ

事
例
7

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
⑥

｢眼
前
の
教
室
実
践
に
資
す
る
よ
う
に
､
既
存
の
教
育
理
論
の

整
理
を
図
っ
て
提
示
す
る
｣
の
事
例
と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学
-

教

室
実
践
知
考
21

『な
ぜ
音
読

･
朗
読

･
群
読
を
､
か

uE

事
例
8

｢教
育
臨
床
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
｣
の
主
と
し

て
⑥

｢眼
前
の
教
室
実
践
に
資
す
る
よ
う
に
､
既
存
の
教
育
理
論
の

補
充
を
図
っ
て
捷
示
す
る
｣
の
事
例
と
し
て
､
｢教
育
臨
床
学

-
教

室
実
践
知
考
26

『な
ぜ
音
読

･
朗
読

･
群
読
を
､
か

刷ヒ

安
河
内

‥
教
育
臨
床
学
-
教
室
実
践
知
考
1

注山
拙
著

｢
F活
動
単
元
』
に
よ
る
新
し
い
単
元
学
習
の
展
開
｣
三
頁

明
治
図
書

一
九
九

七
年

似
拙
稿
r自
己
表
現
と
し
て
の
作
文
の
指
導
』

(T
e
a
c
h
-
n
g

C
O
m
p
O
S

-
-
-

o
n

-
∩

v
-
e
W

o
-

C
r
e
a
-
-
V
e

S
e
ュ
-
-E
X

p
r
e
s
s
-
o
n
〓
ハ
'
七
貢
(長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
部
研
究
報
告

第

二
二
号
一
九
九
四
年
)

仰
安
河
内
は

｢再
構
成
の
論
理
｣
の
必
要
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
(拙
著

｢
『活

動
単
空

に
よ
る
新
し
い
単
元
学
習
の
展
開
の
展
開
｣
五
三
頁

明
治
図
書

1
九
九
七

年
)

活
動
単
元
の
と
ら
え
方
2
･ど
ん
な
学
習
方
法
を
も
つ
か
-

〔活
動
単
元
と
は
〕

学
習
者

･
子
ど
も
の

｢体
験
活
動
｣
｢対
話
活
動
｣
｢再
構
成
活
動
｣
の
三
つ
の
活
動
が

機
能
的
に
､
関
連
性
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
､
｢体
験
｣
｢対
話
｣

｢再
構
成
｣と
い
う
三
つ

の
活
動
方
法
が
十
分
に
駆
使
さ
れ
る
学
習
組
織
体
の
1
ま
と
ま

り
で
あ
る
｡

仙
佐
藤
学

rカ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
批
評
)
四
三
貢

世
織
書
房

1
九
九
六
年

付
森
田
尚
人

･
藤
田
英
典

･
黒
崎
勲

･
片
桐
芳
雄

･
佐
藤
掌
編

r教
育
学
年
報
-

教

育
研
究
の
現
在
l
八

1
貢

世
織
書
房

1
九
九
二
年

㈲

河
合
隼
雄

佐
藤
文
隆
編

可現
代
日
本
文
化
編
l
･
日
本
人
の
科
学
』
中
の
泉
田
玲

子

r社
会
の
な
か
の
科
学
'
科
学
に
と
っ
て
の
社
会
b
二
三
九
貢

(岩
波
書
店

1
九
九

六
年
)

の

㈲
と
同
じ
〇
二
四
七
頁
｡

㈲

㈲
と
同
じ
｡
二
四
九
貢
｡

㈱
㈲
と
同
じ
｡
二
四
〇
､

一
貫
｡

㈹

㈲
と
同
じ
｡
二
四

一頁
｡

仙
㈲
と
同
じ
D
二
四
三
貢
O

七
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活h斗元手 菅の3 め方清輸早元学習のjJめ方 活動単元事 7のiIめ方 宿れ+元事 YのiI

表 現 不日手 書こ よ っ て 工 夫 し よ う

表 現 内 容 と 表 現 方 法

｢r動物たちのおしゃべりJの音読劇をつくろう｣という4年生の清動単元学習があり

ましたO (1997年5月21El水 福岡県F小学校)物語 rガオーツJ (斉藤洋 4上

光村)を媒材としてです｡

唐鋤単元の見事な目的･日鋼づくり 目的は,｢冊き手 (一年生)に内容が正しく伝わ

るような音読hJをつくって発表会を開こうJというのです｡具体的には,めあて (目標)

を r動物園の頼育係が附 ､た r動物たちのおしゃべりJを一年生にも伝えよう｣とされま

したO｢場面ごとにライオンとクロヒョウの気持ちや様子の速いについて､周りの動物た

ちの rひそひそ話J (会話文)を作って話し合ったり､飼育係になりきって一年生に伝わ

るような読みの工夫をさせたりして l動物たちのおしゃべり｣の音読鳥を作らせる｣ (国

語科学習活動集中の r捷肋 ･支渡の柵の文言｣)とあります｡

表現相手をl年生としたことがよいのです｡4年生といってもまだなったばかり｡実力

はまだ3年生ですから,1年生にならばしっかりお兄さん お姉さんの立場に立てます.

それに.rガオーツJの登場人物は.まったく1年生にはもっこいのキャラクターです｡

着勤単元の見事な内容･方法づくLJ この日の授業は.r牡たふりをするライオンとは

えるクロヒョウの気持ちや様子が伝わるような r地物たちのおしゃべりJをつくろう｣で

す｡子どもたちは4人班を作り.各自がさるやひつじやリスなど自分の好きな地物に変身

していて.その日で見たり.その耳で荘机､たりした ｢ライオン｣と ｢クロヒョウ｣の音曲

について,思ったり考えたりしたことも その動物の括し言葉として表現し合っていきま

す｡

｢あんなに子どもたちに言われて､ライオンさん悲しいだろうね｡本当ははえたい

のにねCライオンさん､ほんとうに凍ているつもりかな｡･-｣

･ <ところで> ｢タロヒョウさんすごい声出しているね｡いっもとぜんぜんちがうけ

ど､どうしたの? 子どもたちすごく青んでるね｡まるでいつものライオンみたいだ

ね｡どうして,ライオンさんのかわりやってるのかな｡J (<ところで>というのは

班で4人の統み噸を決めてから.工夫して入れるつなぎ言葉です)

見られるように,｢年齢も経験も遭うライオンとタロヒョウの考え方の連いや心の触れ

合い･友冊について､登場人物によりそいながら表現していくことができる｣と,学習活

動美に義かれた教師のねらいがまさにそのとおりに具現しています｡そうなったのは目的

･目標の適切な改定はいうまでもありません｡そして,それにかてて加えて r周りの動物

たちの rひそひそ話J (会話文)を作って｣というこの方法の発想のよさ,工夫のよさが

あるのです｡これによって子どもたちは.いやもおうもなく.｢ライオンとタロヒョウ｣

に rよりそいながら｣とならざるをえなくなりました｡いやもおうもなく ｢ライオンとク

く

め方 活動早元学習 の速 め方活 肋単元字 書のjtめ方 清劫JI元 字書のiLめ方溝助単 元苧 菅

ロヒョウ｣の言動を,自分なりに意味づけてとらえざるをえなくなりました｡その具体を

見てみましょう｡

･ タロヒョウさん､ ｢今日だけだせ｡Jとか言っているけど､本当は､毎日､ライオ

ンさんと､はえたいんじゃない｡それ

とねっ転がったんじゃない｡

･ ライオンさん､今日は､タロヒョウさんにはえるのをたのんでいるみたいだよ｡で

も､ライオンさん､たぷんタロヒョウさんが動物たちの王様だと思われたら困ると思

ってるんじゃない｡それに､すみっこの水飲み場に行ってガラガラやって大きな音を

たててうがいをしている｡たぶん ライオンさんは早くなおして子どもたちをよろこ

ぼせたいんだよね｡

･ あのさ､タロヒョウさん､腐れくさかったんだ｡クロヒョウさんっていぼりんぽな

ようだけど､本当は､周れくさい艶物なんだ｡けど､役目が終わったと思うと､亘 聖

タロヒョウさんだね｡

･ そうそう､ライオンさん､ふうっとためいきをして一安心しても､早く声を治さな

きゃいけないから､休むひまないから大変だろうね｡それに､団休2番乗りの子ども

たちがきたら､また､ねたふりをすると思うよ｡

(下線軌ま安河内Cこの部分が意味づけのところ)

登場人物の言動を意味づけるためには.その前にイメージ化する読みが十分必要ですO

しかし,この子たちは,そこをもう乗り越えています｡意味づける読みは,作品の主題と

らえとなる読みですO主題とらえは5年生から始まる読みと位贋づけられています｡活動

単元は.活動あるのみで肝心の学力が付かないではないか,という評が的外れなこと,こ

の授業は見事に証明してくれているのではないでしょうか0

4年生から1年生にだからこそ 工夫したがよいことが一つだけあります｡それは,戟

物闇にお客さんが入ってきたときと.ようち菌の子どもたちがライオンのおりに近づいて

きたときの rたったったったっ｡がやがやがやがや｡｣というオノマトぺ表現のところで

す｡特に ｢がやがやがやがや｡｣のところは.1年生では,ほんとうに rがやがやがやが

や｡｣としゃべったと聞いてしまおそれ十分です｡ここは,具体的におしゃべりの中身を

作りましょう｡そして,みんなで一斉に音読することにしましょう｡そうすると,それが

｢がやがやがや｡｣と聞こえるはずなのですから｡ここは.音読をやるほうも聞くほうも

面白がること (意欲を出すこと)恥ナ合いです｡しかも.この学習は.4年生にとっては,

これから始まるであろう群誹への足掛かりにもなっていきます｡



溝助早元手菅の進 め方活*中元字書のiLめ方活+JI元事Tの速め方清書■元事書のit

デ ィ ベ ー ト づ く り 一 輪 親 の 投 定 1 (文学作品で)

rわらぐつの中の神軌 杉みき子 (光村5年生下)で.次のような幹線が設定されまし

た｡ (1996年11月27水 福岡県F小学校) 安河内は.次のように設定した｡

額 面 F小学校の場合 安河内の場合

1 わらぐつはみつたぐないか､ ｢マサエ｣の家庭の噴かさの度合いは､

そうでないか8 象の外の集さのよ合いと同じであるD

2の1 雪下駄は旦つたはうがいいか､ ほんとうに ｢おみつさん｣

そうでないはうがいいか. は､ ｢村じゆうの人たちか ｢おぱあちや

br芸 …還 芸 )憲 ……'Li.がやさし｣い B2の2 大工さんが買わなかったらわらぐ

つは売れたか､売れなかったか. くんない｣と言わせたもの

は同じであるb

3の1 おみつさんが自分で貰ったら雪下血をはくか､はかないかo )室筆 言霊 警 Tol…完 て;｣

これらの論題の適否を姶じるには,どのような論点をもってよい論題とするか,論題の

条件を見ておかなければなりません｡14号で述べたように.それはこうでした｡

輪鷹の条件 (国語教室で作品を媒材とするディベートの場合)

1 教主のだれもが自分のレベルで楽しく参加できる輸慮.

2 学年の発達段階にふさわしいディスカスとなることが確約される浪漫｡

3 作品 (ジャンル)のもつ特性が十分発拝される治乱

4 作品の一部分ではなく全体を読み取らなければ玲じられない姶乱

5 作品中の具体的表茨のありようを押さえた,その作品ならではの具件的な論題｡

6 論題 1,論題2とディベートを重ねることによって.嫌みが深まり広がる論題｡

場面1 は.登場人物 ｢マサエ｣｢お母さん｣｢おばあちゃん｣の会話で成り立ってい

る場面です｡会話から読み取れることは右表のとおりで

す｡①-⑤の順で読みのレベルも上がっていきます｡5

年生ですから,この作品の坊%,④レベルの読みから⑤
レベルの凍みにいかないと.子どもたちは全力でこの場
面の妖みには立ち向かっていかないでしょうO安河内の

設定した論題- rマサエ｣の家産の唆かさの反合いは

琳定圧 :藤恥腰tE朴一顧棚状髄景秤-

め方清■単元学書のaめ方活助JL元手7の34め方清●斗元手菅のiLめ方活*手元事菅

､象の外の寒さの度合いと同じである - は.このレベルの読みに照準を定めているので

す｡この場面での3人の会話の発端は,たわいない,取るに足らないものです｡

マサ工は､ふ と思い出 して､台所のおかあさんを呼びました｡ ｢お寺 さん､わた しの

スキーぐつ､かわいてる｡あ した､事攻 でスキーの日だ上｡｣

にもかかわらず rお母さんJも.rおばあちゃん]までが.次のように対応します｡

お母さんが､水書を立てILか ら答えま した. rおや､あ しただ .'たの. それ じ◆､ も

う-よ^て =らん. さっさ､薪Alfを丸 めて入 れておいたか ら､ く■ >｣

す ると､茶のrqの こたつか ら､おばもち◆んか口を出 しました. rかわかんかった ら

､わ らぐつはいていさない.わ らぐつ はいいど､あったか くて.｣ くヰ >

こういう会話から妖み取れるのは,ほんとうは ｢おかあさん)にも ｢おばあちゃん｣に

も関係ない rマサエ｣だけの問題なのに.そこに,これだけ親身に関わっていく人間関係

の暖かさ.そしてそのことが醸し出す ｢茶の間｣という居堵所の嘆かさです｡このような

㊨-⑤レベルのことを沈み取る九 これは,5･6年生にもなれば.ぜひとも身た付けて

欲しい沈みの力でしょう｡そうすると,この論題の場%,先の 嶋Jlの条件 2･3･4

･5は.i:ゆうぶん満たされたと見ていいでしょう｡

このように ｢暖かさ｣を沈み取ったその上で.次にこの論題が求めているのは.その吸

かさを ｢外の寒さ｣と比べることです｡その ｢寒さ｣の表現は,次の箇所です｡

Tが しん しん とふ ってい*す｡マサエほおばあち◆ん とい,LJiにこたっ に当たりな

が ら､未を★んでいま した. <IB>おふ ろ甘 さのお L:いちやん は､ ｢この事 いOに -

.｣ と､みん なに笑われILか ら､ さっさおふろJLさんへ出かけてい さま した.くヰ >

Aが出てさた らしく､藩の し上うじが カタカタ と1 りま した.Tがサラサ ラと雨戸 に当

たっては#ちていさます.<ヰ >マサ工は夕方 tで､よ連 と近 くのおかでスキーを しま

した.

このようにこっの形象を比べて読むのは3年生からでもしますが.一見関係ないと見え

る二つの形象,それも r喋かさ｣と ｢寒さ｣という対照的な形象を比べてその虎合い測る

という洗みは.5･6年生ならではのものでしょう｡子どもたちも謀り切らざるをえない,

となります｡こうして,先の 輪Jlの条件 1･2･3･4が満たされます｡

姶叔 rわらぐつはみったぐないか､そうでないかO｣で札 その論拠は rマサエ｣の会

話 rだれもはいている人いないよ｡第-､大きすぎて､金具にはまらんわJLかありませ

ん｡それでは.場面 1の扶みはこの部分だけでよいことになります｡かといって ｢わらぐ

つ｣の他の資料をもってきて論じるでは.それはもうこの作品の読みではなくなります｡

i



峨暫米紳輔糎朴範南京覇糎朴EE群鮮舶 据吊十叶

着払単元学習の速め方活動単元学習の進め方溝助単元学習の遠め方活動単元学習の遺

作 文 事旨導 の ト ー タ ノレイヒ (1)

｢10分間作文｣｢読み書き関連･連動作文｣r作文単元｣の連携

表現対象 ぼくらの通学路 : 文 稚 意見文

表現目的 ごみを通学路に捨てる人に訴える… 体験の塘 学校 ･通学路のごみ収拾

表現相手 通学路を通る地域の人 ･全校生 ; 表現力 中心点が明確な文章を書く

このような4年生の作文単元 ｢守ればくらの通学路｣の授業 (1997年6月4水 福

岡県で小学校)で,次のように<指導計画>の改善を進めました｡

く指導計画> ･｢10分間作文｣ 13回 ･｢関連･連射作文｣ 14時間

(総32時間) ･｢作文単元｣ 5時間 ･｢他教科･他領域｣ 13時rlB+++

時間 10分 間 作 文 関 連 .連 動作文 作 文 単 元 他 教 科 .他 領 域

1 ･ごみ調べをもとに家庭のごみ処理の仕方を出し合う○<社会科>

23 ･地域のゴミの実態を調べ学習計画を立てる

4 ･作文単元の日的計画を立てる○ <社会科>

5 一通学路のゴミの事実の取材1 ･説明文 ｢カブトガニを守る｣の読み1

7 取材3 読み3 J

8 取材4 読み4

9 取材5 ･連動作文を書く1

10 取材6 書く2

ll 取材7 書く3

12 ･作戦会議の内 ･連動作文の発表 ･ゴミなくしの作戦会

容の取材 会をする○ 議をする.<学宿>

13 ･通学路のゴミ ･説明文 ｢キヨウリ ･通学路の

収集活動の取材1 ユウをさぐる｣の読み1 ゴミ収集活動 1

14 取材2 読み2 ･ ゴミ収集活動 2

15 ･通学路ゴミなくし法の取材1 読み3

め方清肋単元学習の進め方活動単元学習の進め方活動単元学習の進め方着地単元学習

10

171819 取材3 ･連動作文を書く1書く2書く3

202-122 ･意見文を書く1書く2書く3

232425 ･訴え宿動 (訴える.貼る.立てる,など)をする○ く社会科>

作文単元 ｢守ればくらの通学路｣の中核をなす ｢読み･書き連動作文｣

く指年計画>の5時間目から,また.13時間目から始まる二つの ｢読み･書き連動作

文｣の内容は.下表に示すとおりです｡まず,二つの説明文教材について.4年生ですか

ら,下表の左柵のような要点をとらえる読みをやります｡次に,その要点を,意見文 ｢守

ればくらの通学路｣を書く場合の取材活動や構想 ･構成宿動のところに,下表の右柵のよ

うに徳用します｡

F:i

説明文 ｢カブトガニを守る｣の読み

点1.カブトガニが見られる場所

点2.カブトガニの様子 (姿)

点3.カブトガニが長く生き続けるわけ

点4.カブトガニを守る運動の大事さ

｣ 小見出しレベルで要点をとらえる｣

説

重

要要要

明文 ｢キョウリュウをさぐる｣の読み

点1.化石から推定する

点2.化石のあった場所から想像する

点3.よく似た他の例とくらべる

点4.方法1･2･3を組み合わせる

表現内容締小レベルで要点をとらえる

動作文･ゴミの実態をとらえる

こと1.ゴミが見られる場所

こと2.ゴミの様子

こと3.ゴミがいっもあるわけ

こと4.ゴミから守る運動の大事

｣ 何について,どの順で青くかを学

動作文･ゴミなくし法をさぐる

書くこと1.ゴミから推定して

書くこと2.ゴミのある場所から想像して

書くこと3.よく似た他の例とくらべて

書くこと4.1･2･3を組み合わせて

意見の創り出し方を学ぶ

鍾(I) 的連と連動指事の区分については.拙者 r説明文の耗み･f善道地相導J明治図

書 重用のこと｡

(2) 要点のとらえ方に三つのレベルがあることについては.拙者 r過程魚志向軟膏の

国膏教書- 教材から媒材へ.J第一法規 多用のこと｡



活h単元字書の遠 力方活動半 元手TのiBめ方活J84L元手 YのiI払方 宿功JI元手 菅のiL

税 明 文 の 音 読 づ く り 一 税 法 と し て の (1)

r蘭く人によくわかるようにニュ-スを伝えようJ (説明文 lカブトガニを守る)とい

う4年生の活動単元学習がありました (1997年7月2日水 福岡県G小学校)｡rカ
ブトガニを守るJを ｢ニュース｣として伝えようというわけですから,学習の主たる内容

紘,これをいかに音読するかです｡学習計画 (ニュースづくり計画)には,次のように音

読をせざるをえないシステムが巧みに組み込まれましたQ

学習計画 (ニュースづくり汁画)

rカブトガニを守るJの全文をgEみ､学習の汁画を立てる｡---･一一- 音読1

ニュースとして伝えなければならないことがいくつあるか話し合う｡日日音読2

伝えたいニュースの一つ一つに ｢見出しスーパー｣をつける｡ =････-･音読3

-番伝えなければならないことは何かについて話し合うO ･-･･--･-=音読4

何人で錠むようにするか話し合う｡

どんなふうに工夫して統むか話し合うO･-･･一･一----･=･--I-･･=･･-- 音読6

二ュ-スをっくる上で必要な速兵や絵図の準仲をする｡ -･･-･･--･･･--･音読7

初めから通してやってみる｡

実蕨にニュース番組として発表する｡ ･ 音読9

(安河内が音読の部分だけ抜き出しました)

この計画のよいところは.次の5点｡

① 音読が9回もなされる｡ ｢ニュースを伝えよう｣となるには,学習の中核は音払

② 教室には.ややもすれば目的な重曹勤 i多いが.何のための音読か,音読するEl的が

音続の9回のそれぞれに明確に設定されている｡

③ 音洗9回の目的は.1-9とそのレベルが順に上がるように設定されているO

④ 音銃の9回は,だんだん音決のレベルが上がるように設定されている｡次のように｡

音就1-音声化読み｡ 音読4-定め読み｡ 音読7=伝え読み｡

音読2-音声化読み｡ 音読5-定め読み｡ 音読8-伝え読み｡

音読3-仕分け読み｡ 音読6-伝え読み｡ 音謙9=考えさせ読み｡

⑤ 昔托されたことを的確に珊き取る.聞き分けることが求められている｡なぜなら,1

-9の学習の内容は.そこでなされる音読自体をしっかり叩き留めることなしには成

り立たないよう設定されている｡これでは否も応もなく開くこと専一となるo

そして.なおよいところは.音読がほんとに育っているという事実である｡どれくらい

育っているかは音読の実際を研いていただくしかないが.安河内が参加させてもらった授

業は音読3(仕分け読み)から音読4(定め読み)の切面｡後述するように. rカブトガ

ニを守るJの段落lの部分を仕分けして読むその音読には.全く圧倒されてしまった｡

｢どのようにしたらそのように育つのですかJという安河内の問いに答えて.捜業者の

琳反K:蘇触感世朴一顧榊淋塊炭相 .1

め方活 h単元手 管の速め方活動単元手管のilめ方活軸早元字書のiIめ万活動JI元事甘

言｡ ｢社会でも.理科でも.井数でも,分かるようにしっかり音鼓させています｣と｡感

嘆するのみ｡言葉もない｡そういうわけで先の④で述べた音排の区分は.安河内によるが.

これも実はこの授業から,大方こうではと推論させてもらったもの｡乞う.衡批正.

音声化抜み 文字言語を音声に変換する｡一字一字を昔化することから始まり.単語

l の単位から文姉の単位で音化できるようになれば音声化読みとなる｡

すらっと蔑み 句から文.そして段落の単位で一息に,また適切な息継ぎをして音声化

l できるようになれば.すらっと読みとなる｡

仕分け凍み 表現内容の点で.また表現方法の点でキーワ-ド.辛-センテンスの都

1 分とそうでない部分の読み分けが見られると,仕分け読みとなる｡

定め暁み いろいろと仕分け読みをしたうえで,羊の仕分け読みでいくことが決定

1 され.それに従って読み方が定まってくると.定め読みとなる｡

伝え沈み 定めた排みに従って.伝えようとすること%,時 ･処 ･位に即して相手

J に伝えることができれば,伝え読みとなる｡ここからは朗読となる｡

考えさせ怯み 単に情報を相手に適切に伝えるだけでなく,相手に疑問や反発.同意や

l 推蕪など.思考することを促すことができれば,考えさせ読みとなる｡

救助させ蔑み 相手のものの見方や考え方を動かすほどに,まずは感動を生じさせ.吹

に見方 ･考え方を変換させれば.鞍劫させ読みとなる｡

以上は,脱法としての悦明文の書抜 ･朗挽づくりの過程である｡ ただし.試案｡

さて.授業では.次の段落の仕分け読み,定め読みがなされた｡

カブトガニは､北アメリカの東海岸と､アジ7の一部にしか住んでいない､旦王主

上い動物です.日本では､瀬戸内海の一部や九州の北部などに見られます｡前長およ

そ六十センチメートル､するどいつるぎのようなしっばをもち､いかめしいかぶと盟

主互生頭をしていますC

(傍線は安河内による)

授業は,r見出しスーパーを作るために､必要な言葉を見つけようJと,音読をして

は ｢要点をとらえるためのキーワードさがし｣｡キーワードは.結果的には 一一歳部分の

言葉となりましたが.ここに至るまでに,強詞して音洗する言葉を替えては音艶 また替

えては音読という試行錯誤がなされました｡その段階で,子どもたちは見事に強靖すると

ころを音読し分け,そして,それをW書分けていくのです｡まったく必要に応じて何段階

ものギア-を瞬時に切り換えては走る優秀なランナーの走りにも似て.見事というよりほ

かありませんでした｡

I1
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活動単元学7のiIめ方活抽斗元事 7のjtめ方活力単元字甘のjIめ方 活軸早元手菅のiJ

デ ィ ベ ー ト づ く り 一 文字作品の読みで

ディベートはディスカッションの-つのやり方です｡い ネルディスカッションづくり

一 説明文の読みでJ (9号)でも述べた

ように.ディスカスされるのは右図に示し

た①～⑥の6点についてです｡国梧教室で

は,このことを詩 ･物語･小説 ･説明文 ･

意見文など,あらゆるジャンルの作品を媒

材として,設定した論題について二律背反

的討議を進めます｡そして,その勝負を競

うことが.学習者 ･子どもの自己表現宿動

を活発にし.自己実現をもたらしますC

次の順で進めます｡

1 輪題を改定する｡

2 判定墓牛を設定する｡

3 プレディベートをする｡

4 ディベートをするC

図1- 文法 (対B)活血の叫i

① ③

拙著 ｢音声言語による表現活動の研究と

実践｣47貢 明治園雷1997年

5 アフターディベートをする｡

-掛 こディベートといえば. 4 ディベートをする のところだけを言います｡しか

し安河内は,国語教室では.ディベートを1から5までを含むものとして大きくとらえま

す｡4の部分だけがディベートとして安易に国語教室に持ち込まれては,肝心の言語活動

力の伸長が十分に期待できないからです｡

1 論Zlを投定する m教師とともに-(2徴師の手を借りて-(3)自分たちで設定する｡

国語教室では.論題を設定するということは.作品を論題設定のレベルで読み取るとい

うことです｡ですから,適切な論題が設定できれば,その時点で.もう相当に作品の諌み

取りもできているということになります｡論題の設定は,初めは rtl)教師とともに｣やり

ますが.最終的には子どもたち自身が ｢(3)自分たちで設定する｣ことができるようにもっ

ていきます｡給湿は,次の条件を備えていなければなりません｡

絵鱒の条件 (国語教室で作品を媒材とするディベートの場合)

1 教室のだれもが自分のレベルで楽しく参加できる論題｡

2 学年の発達段階にふさわしいディスカスとなることが確約される論轟｡

3 作品 (ジ十ンル)のもつ特性が十分発拝される論乱

4 作品の一部分ではなく全休を読み取らなければ論じられない論題｡

5 作品中の具体的義弟のありようを押さえた.その作品ならではの具休的な論題｡

6 論題1.論題2とディベートをまねることによって,読みが深まり広がる論題｡

111

め万活動事元学菅のitめ方宿h斗元学官のiLめ方彦抽斗元学7のiIめ方活動単元学 習

福岡県F小学校6年生の授業 ｢r赤い実はいナたJ名木田恵子 (光村6上)のディベー

トをしよう｣ (1997年7月4金)は,こうでした｡設定された論題は.次のとおり｡

<1の場面>千代から-夫君のことをWかなかったら赤い実ははじけなかった｡

<2のせ面>千代にきた rパチン｣と､浪子にきた rパチン｣は同じである｡

<3の場面> r赤い実はじけた｣は､赤以外の色でもよい｡

<2の場面><3の場面>の論敵 まいいのが設定されました｡しかし,<1の場面>の

論題は.先の論題の条件の3から見て失格です｡なぜなら,物語の読みで,r千代から-

夫君のことを附かなかったら｣というように.あったことをなかったことにして読んでは,

物簿を物語として読んだことにはならないからです｡そこで.安河内は,この場面の論題

を<①～⑧の文末表現 ｢- 0｣の表現内容はどれも同じである>としました｡なぜなら.

1場面中に①-⑥もある ｢- ｡｣が読めなければ ｢千代｣ ｢綾子｣の心理の聾はとらえ

られません｡しかも,<2の場面>にもこれは5箇所も出てきます｡<2の場面>の読み

のためにも<1の場面>でこれを読めるようにしておかなければなりません｡

4 ディベートをする は右図の要領でなされまし

た｡ ｢立論Jは活発でしたが,｢反論｣が反論となり

ませんでした.ディベートのいちばん面白いのは ｢反

論｣ (尋問というのが一般的)のところですoですか

ら.なんとしてでも r反姶｣の力量を高めましょう｡

そのためには.教師がまずは ｢反論｣をしてみせるこ

とですG例えば肯定側の立論中に次のがありました｡

･どちらもささいIitことでバチンとなった｡

･千代が言ったとおりに綾子のバチンもきた｡

･どちらも.相手が何かしたときに.バチンときた｡

また,否定伽の立論中に次のがありました｡

･全く連うわけじゃないが遭う｡

･千代は夕日でバテンがきた｡浪子は連う｡

これらをとらえて,肯定側には.尋問 ｢ささいなこと

①甘定側立論 (5分間)

②否定側立論 (5分間)

③作戦タイム (4分間)

⑳否定側反姶 (5分間)

⑤肯定仰反幹 (5分間)

｢ 讐 反̀論の草体はカ-ドで

･図1①～⑥の項目別にカードも

･カード1枚に1事項を書く｡

･立論 ･反論で使用したカードと

未使用分は区分して手元に正くD

を全部いって下さい｣｢千代が言ったとおりの言ったは,どの言ったですかJ r相手がし

たことを言ってください｣を｡否定側には. ｢その連うのはどこが｣｢綾子は何でバチン

がきたか｣をOそして.端的に答のみを要求し,筈がなければ ｢はい.結構です｣とすぐ

次の尋問に移って見せる｡この緊迫感が思考力-判断力-義男力を育てるのです.



着地斗元事Yのa め方活 b単元事Iのa め方清h単元学 7のaめ方括れ単元字書のa

意 欲 づ く り ･ で き る と 確 借 さ れ た 学 習

r力を合わせて組体操を成功させよう｣ (文章構成の工夫)という6年生の国語科と体

育科の総合単元学習がありました (1997年6月3日九 福岡県A小学校)｡国籍科 ･

体育科学習支捜案には,｢本題材は,運動会の組体操と国語科作文義男を関連させた題材

である｡小学校生活最後の運動会だから､精一杯がんばってよい思い出を作ろうという意

欲づけを行い､自他の協力なくしては成功し得ない組体操の練習をする過程を取材させた

い.そして､その過経での工夫や努力､友達との協力､中運動会や大運動会での様子や気

持ちの変化を読み手を意鼓した主題の明確な文章として表現させたいo｣とあります｡提

案授業となった時間の目標は ｢取材作文を取捨遺択 ･再構成し､効果的な文章構成を考え

ることができる｣です｡

この場合の取材作文とは,例えばⅠ児の場合に見れば,次のとおり｡

5月19日4回目の取材作文 - ちりもつもれば山となる

｢ドタッ｣また私たちは失敗した｡今日､福島さんと私はいっもよりはやく学校にき

てサボテンの練習をした｡でもなん回やってもできなかった｡でも人からささえても

らうとバランスは少しわるいけどできた｡私たち2人は､どうしたら人にささえても

らわずにできるのか聞いたけどみんな､よくわからないと言われてしまった｡私たち

はあきらめずに先生がくるギリギリの所までした｡でも結きょくできなかった｡<略

5月28日11回目の取材作文 一 成ちょうしていく自分

r阿南さんのっていいよJ私は言った.足が少しいたかったけどがんばった｡生皇室

皇私が 1人でもぬければ､1人でも気をぬいたら阿南さんは私たちの上から (タワー

の上)おちてしまうからだ｡でも阿南さんは<略>

5月30日13回日の取材作文 一 人に信じてもらえる自分に100%なれた

わたしはやっと阿南さんに信じてもらえる自分になれました｡たとえば4人タワーで

グラブラしたり rあっ一｣ とかこわそうに言うこともありました｡でも今日初めてグ

ラグラしたり rこわいJとか阿南さんは言いませんでした.だから私は思いました｡

それは､粗休そうをすることによって阿南さんとの心がつながったんだなと･･･｡

ri

6月1日14回目の取材作文 - 今日､かんどうのいっしゅん

日､大運動会O私は人に信じてもらえるかをためす日だと思った.そして軽体操を

じめた｡4人タワーなんなく成功｡ひこうさもなんなく成功した｡そしてすべて成

した｡わたしは心ぞうの音をおさえながら阿南さんに聞いた｡r阿南さん今日の大

動会の4人タワ-やひこうさで私のこと信じられたのJと恥 ＼た｡rうんJと答え

裾定圧 :顧糎出世朴一顧榊蝋昭東漸一

め方 活h+元手Yのaめ方着地斗元事 Tのitめ方滝*JI先学TのiLめ方肩A+元事7

てくれたC私はうれしかった.それと6年生になって粗体そうをしてよかったと思っ

た｡

こういう14､5枚の取材作文カードを操作して,文章構成の工夫をしようというのが

この授業です｡そのため.広用紙 (模造紙) ･のりなどをもって.体育館で.です｡

捷業の大方は.次のようでした

文章構成のモデルを.1児の取材作文カード(引用分)によって1例示す-各自.自

分の文章耕成活動に入る-その途中で,おおかたできた2名の分をさらに事例として

示す-さらに各自の文章構成活動を進める-その途中で終了時刻となる｡

この授業の検討会で殊Rになったこと.

課題 1 文章溝成モデルの学習は,もっと事前に,しかもなるべく多様なモデルを学習で

きるようにはならなし＼か｡

細 2 文筆構成清hCま.取材作文カードで操作させる.取材作文カードの見出しカード

で操作させる.どちらが有効か｡これはもう前者です｡操作を複雑にしないため.

それに,はずしたカードからでも使える煎分があれば,それを拾うためです｡

朔 1について できるようにはならないかどころか,できるようにしなければなりま

せん｡やり方は竹串ですO取材作文カードを活用すればよいのです｡先に紹介した取材作

文カードをご覧下さい｡安河内が下線を施したように,すでにここに4とおりの文章構成

の事例を見ることができます｡

<4回目の事例>行動の結未をまず出す-そういう結末となるまでの行動を初めから噸に

に雷く-再び行動の結未を述べるという,したことを逆に辿る文章構成｡

<11回目の事例>結論をまず述べ.その理由を次にという,因果関係による文章構成｡

<13回目の事例>結給をまず述べ,そういう結論となった事例を次に並べるという.意見

と根拠の輔係による文章構成｡

<14回目の事例>収税をまず述べ.それを実旺する事実を次に述べ,仮説のとおりとなっ

たことを終わりに述べるという,収税実証関係による文章構成｡

l児さんの取材作文カードからでもこれだけです｡皆のカードを使えば.20とおりほ

どにはすぐなります｡時間札 取材活動の段階で,10分間作文の時間を使って,カード

を文章構成の観点から評価する学習として進めます｡こうして前もって文章構成のモデル

が手に入っていますと,子どもはできるという確信の下.勇んで本時に向かいます｡

=11
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宿動単元 の進 め方活動中元の進め方活動単元の進 め方活動単元の進め方 活助単元 の遵

な ぜ 音 読 ･朗 読 ･群 銃 を ､ カ､ (1)

福岡県G小学校が, ｢読みの力を培う国語科学習指導 一 子どもの思いが生きる音読を

中心に｣という研究主題のもと.3年間実践研究してきたことを11月12日 (水)に発

表します.当日の私の講演の演題も ｢子どもの文化づくり･音声表現｣としましたOなぜ,

それほどに ｢音読｣｢音声表現｣なのでしょうか｡この号では.そういう率直な多 くの先

生がたの疑問を考えてみることにします｡

大岡信氏がこう言っていますO

いちばん*初 に この世 に存在 したのは人 Ⅶの声.音だ ったのです ｡それが分時 を形成 し.

分神が連な って首肯 をつ くってい った｡人 間が事えて書た声 と しての 原̀ 音籍` と もいう

べ き昔が無数 に存在 していたか らこそ.そのあとに音精 の彫大 なdf連がつ くられた｡小学

硬 や中学校の先生が たが,その ことを頚の片隅においてお くか どうかかが . ことば の教育

に大 きな速 いを生む よ うに.ぼ くは思 うの です｡ (rひとJ138号 6月号73p,大部次郎社

1984*)

"原言捨'が音声言語であることはだれも認めるところでしょう.大事なことは.その

ことを言葉の学習にあたってどれだけふまえているかですC吉本隆明 r言語にとって美と

はなにかJ (岩波書店)には.単なる鼻 音からスタートしたものが,表現 伝達の用に

迫られて,いかにして言葉となっていくか,その過程をもっと詳しく見ることができます｡

岡本夏木 rことばと発達』32p(岩波新書1985年)は,言糞を ｢一次的ことば｣｢二次的

ことば｣と区分し.音声言語としての ｢一次的ことば｣から書き言葉としての ｢二次的こ

とば｣への移行はできるだけゆるやかに,と言いますe｢一次的ことば｣｢二次的こと

ば｣は次のように異質のものであり,言葉によって子どもが育つという場合,それはこの

｢一次的ことば

｣の世界である

ことを強調して

います｡

なぜなら,こ

一次的ことば

･場と密着している

･場を共有し合っている

･相手との交互の行き来がある

二次的ことば

･場から離れている

･他者とは場を別にする

･一方的に自分から発信するのみ

こで大事にされている ｢場｣こそが言葉に命を吹き込み,その言葉に吹き込まれた言葉を

発した人の命こそが言葉の受け手の感を動かし (感動),観を動かす (和動)のですから｡

大岡信氏の次の言いようは.国語教室ではんとうに大事にしたいことです｡

鴇 というもの はどこかに存在 す る ものではな く.一対一 の人 間が いて, (略) お互いに

自覚 しあ って缶 をは じめれ ば,そ こに強力 なQが 出現す る｡坊 とい うもの はどこか にある

のではな く,人 と人 とが創 りだす ものなのです｡ (rひ とJ121号 1月号14p-1983年)

さて,音読 ･朗読 ･群読の第1人者 竹内敏晴氏がこう言っています｡

現代の子 ど もたちにとっては,テ レビやマ ンガが そうであ るよ うに, ことばの以 前に映

lEI

め方 活動単元 の速 め方 活動単元 の遠 め方活動 単元の進 め方清肋単元 の速 め方清劫単元

像があって,ことばは映像の付属物あるいは解説にしかすぎませんOことばは絵を補足す

るものですOそういう過程で子どもたちは育ってきています｡もう一つは,学校教育での

ことばの扱いが,ことばの意味を重視し,ことばを教えるということは,ことばの概念規

定をとらえさせるということを重視していることにあります｡ (略)ことばを概念として

記憶させる､知識として与えていくという国語科教育の傾向は,テスト教育によっていっ

そう強められてきていますC (略)ことばによってものごとを考え,想像し,人間の関係

そのものをつくりだしていくということが奪われているD (rひと』144号12月号6,7p19
84年)

ここに竹内氏が13年前に指摘した ｢ことばを概念として記憶させる､知識として与え

ていくという国語科教育の傾向｣は,ます亭すその度合いを進めています｡ ｢ことばを概

念として記憶させる､知識として与えていく｣ということは,言葉が発せられ言葉が受容

されるところの ｢場｣を抜きにするということ,｢一次的ことば｣をだめな言葉とし ｢二

次的ことば｣を俵位な言葉とするということ｡こういう教室では,言葉は.貧弱な伝達と,

せいぜい中身のない形式だけの認知をする,そういう働きしかもたされていませんO

そこで音読 ･朗釈 ･群読なのです｡先のG小学校では,次のような音読を試みます｡

13年生 ｢教材 r虫のゆりかごJで.小さな虫のふしぎなちえをしらせよう｣

ここは､雑木林の中oあちらこちらに､農家が見える｡

おや､おもしろいものを見つけた｡くるくるときれいに

まかれたはっぱが､地面に落ちている｡あっちにも､こっ

ちにもある｡

このような教材文です｡

そこで,このような文の特

徴を生かして,これを実況

放送する.その要領で音読

をする,というのです｡実況放送ですから,音読する人は.rここは､雑木林の中O｣と.

まず ｢雑木林の中｣という執 こ立たなればなりません｡そうすると ｢農家が見える｡ Jと

｢おや､｣との間に実況放送する人が ｢あちらこちら｣を見ている時間,つまり音読でい

うところの ｢ま-間｣をとらざるをえませんO実況する人によっては.単に ｢ま-間｣だ

けをとるのではなく,｢農家が見える｣以外にも見えた風物なども実況するでしょう｡そ

うすると.その見えた風物を実況する言葉が,この教材文に新たに付け加えられるという

ことになります｡そして,むしろ,そのほうが.あとに続く ｢おや､｣を強調するという

効果も得られるのです｡そうすると,この音読は.教材文の筆者 ｢岡島秀治｣さんの文化

r虫のゆりかごJを単に受容し･継承する学習としてあるのではなく,それをよき媒材と

してG小学校の r虫のゆりかごJを創造する学習としてもある,ということになります｡

私が発表会当日の演題を ｢子どもの文化づくり･音声表現｣としたゆえんです｡



活A単元のa め方活肋単元の斗 め方清功斗元のiLめ方宿れJI元の述 め方活動単元のiL

な ぜ 音読 ･朗 淡 ･群 続 を ､ カ､ (2)

21号でこう言いました｡

★況す る人 によ.'では.早に ｢ま-NTJだけを とるのではな く. ｢JL*が見える｣以外

に も見えたJLbなど も実現す るで しょう｡そ うす ると. その見えたJLQIモ実現す る首Xが.

この載材文 に新 たに付 け加 え られ るとい うことに な ります｡ そ して-む しろ. その ほ うが ,

あ とに淡 く ｢おや､J を鼓Plす るとい う効兼 も待 られ るの です. そ うす ると, この昔* は.

鼓材文の暮春 r伺■弗冶｣ さんの文化 r虫のゆりか ごJを早 に受零 し ･*手す る宇Y とし

て あ るのではな く,それを よきJt材 と してG小学校の r虫のゆ りか ごJをJlJ並す る学Y と

して もあ る . とい うことにな ります.

これに対して.多くの先生がたから.筆者 ･作者が推称 こ推舷を重ねてものにした文章

･作品に.卓越した才があるわけでもなければ専門家でもない私たち,まして子どもに,

そんな事を入れさせてよいものか,という疑義をいただきます.これについて,まずは竹

内敏時氏の言い分に耳傾けてみましょう｡

正 しことばは. (略)統みかえ しが さかないかわ りに.青 いか さねが き くわけです.HI

くほ うは-iI性ですが.丘す ほ うは.相手 に烏がilCない とおもった ら. くり遺 しがで さ

る し.注折 を入れる こと もできます｡そ うい う* 味でいえは.私の方法 とい うの は. た し

か にilJl的な手法だ とも言 え るが.本Jt的に甘えIf,蒋しことばの原JJJを もって書 きこと

ばを吟味 してみた といえ るで しょう｡ くrひと.I144号12月号13p太井次神社lMl年)

朗読 とい うことばはよ くfLい と思 います｡朗々 とd!みあげ る. とい うイメ ージか ら抜 け

られない. 自分の なか で自分の ものにな ったお括 を･ 自分 のqiり くちで子 ともたちに拝し

て あげて は しい｡ (ち)読んで 毒かせ るん じゃな くて.囁しては しい｡( 岡f16p)

ひ とつの作品があ って.それを竹内が読むな ら,それが竹 内の土現です 上.竹内がそ4)

ことIlとhれ合 って. どうい う rJT リテ ィーを点 じたか とい うことが書I にな って. そ こ

に現れ るわけです. それをだれ それに丘しかけたいとい うとさに.その ことばが相手 に と

どいてい くのです｡だか ら.*gtとい うのは,本来.ひと りひとりが虻む主休 であ って.

だれの表現が よ くて,だれの兼aがわ るいと比べ られ るよ うなものではないの です. (同

書lTp)

話しことばの原則をもって書きことばを吟味してみ るとはどういうことでしょう｡

自分のなかで自分のものになったお指を,自分の括りく与でチビもたちに宥してあげて

はしい とはどういうことでしょう｡

ことばと触れ合って,どういうリアリティーを感じたかということが音声になって.そ

こに現れる とはどういうことでしょう｡

21号で紹介したG小学校の音読の実践 5年生 r軟材 r一秒が一生をこわすJで r地球

のさけぴJを女の人たちに訴えよう｣ に見てみます｡
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め方 清肋単元 のa め方 活劫中元の並 め方清肋単 元のiIめ方 清瀬単元 の31め方漕肋ヰ元

①身の回りを見回しただけでも､多くのものが自】即ヒされた

ために､人手をあまり使わなくてもすむようになったし､

②家庭のテレビでは､世界各地で今起こっているできごとを､

居ながらにして見ることができるようになった｡

③また､交通機関も発達して､日本からヨーロッパまで､

十二時間前後で飛ぶことができるようになった｡

G小学校は,玄界灘

に面した半農半漁の町

です｡そこに暮らす子

どもたちにこの説明文

は,いったいどれほど

の説得力をもって迫る

ことができるというのでしょう｡安河内が本文中に付した①～③のどのことをとっても,

これでは竹内氏がぼやいたように,｢ことばを概念として妃催させる,知識として与えて

いく｣ことにしかなりません｡そこで.G小学校が言う ｢家の人たちに訴えよう｣という

目的をもった音読,｢家の人たちに話してあげJるという音読なのですQ

そのためには,子どもたちは読者として.第1に,次の作業をしなければなりません｡

①の内容については,r人手をあまり使わなくてもすむようになった｣と実感されるほ

どに自分たちの ｢身の回りJから事例を収集する｡②の内容については,｢世界各地｣の

｢できごとを､居ながらにして見ることができる｣番組をリストアップする｡③の内容に

ついては.｢交通機関も発達して｣その愚息を受けている事実を ｢身の回りJに具体的に

見る｡そして.第2の作業は,これら収集し. リストアップし,具休的に見たことを.筆

者 ｢伊藤和明J氏の文章に事例として加えることです｡子どもがするこの第 1と第2の作

莱.これが竹内氏が言うところの具体となります｡

こういう作業を抜きにして,ただ上手に音読することを求めますと,大岡信氏の心配が

教室の現実となっていきます｡

先生が助ttを しているとき. (特)妙大rLJ のil報が発せ られています. (也)JXか た

ち. 目つ き,背の1 さ,P の大 きさ.手の*什･- そ うい うもの全帯が与え られて いる.

その全件 のなかで,RFられ た ことばの*味だけに反応する子 もいれば.全書 でわあ .'と受

けとめて. ｢先生のJXって おもしろいなあ｣ とか ｢なんであそ こで急 に小 さな声に したん

だろ う｣ とか,お もしろが って自分 の なかにfえて い って しまう子 もい る. (ヰ)そ うい

う子 どもを包み こん で書て る余裕が&重 になければ ,朋* させ ることが ほとん どJL力 にな

ることもあることを知 ってお く必事があ る. (rひ とJ138号 8月号77p1984)

大岡氏のこの ｢朗訳させる｣ことが ｢暴力となる｣心配は,竹内氏の言う r話しことば

の原則をもって書きことばを吟味｣する,その作美なしの音読をさせるところにあります｡

だれに話しかけ.音読することにするかが具体的に設定されなければ,その人にこちらの

意図と内容がきちんと届かなければ,音読･朗決という行為の意味もまたないのです｡

i臨


