
【研 究 論 文 】

中学校 にお ける説 明的文章指導の研究

－ 冒 頭 部 と 結 未 部 に 着 目 し て －

鎌 倉 琢 磨

1. は じめ に

学 習 者 は 説 明 的 文 章 教 材 の学 習 活 動 を通 して , 筆 者 の 伝 え よ う

と して い る知 識 ･情 報 を読 み 取 り, 新 しい 知 識 ･情 報 を得 る と と

もに , 読 み 取 っ た 知 識 ･情 報 を 自分 自身 の知 識 と照 ら し合 わす 活

動 を通 して , 筆 者 とは 違 う視 点や 方 法 を考 え , 自身 の認 識 を広 げ

る こ とが 出 来 る｡ ま た 書 き手 の文 章 表 現 を吟 味 ･検 討 す る活 動 を

通 して , 作 者 の 表 現 を これ か らの 自分 自身 の 表 現 活 動 に も役 立 て

て い く こ とが 出 来 る｡ この よ うに説 明 的 文 章 教 材 の 学 習 は . こ と

ば の教 育 を担 う国 語 科 の授 業 にお い て , ま た我 々 の 生 活 を営 ん で

い く うえ で も欠 く こ との 出来 な い もので あ る｡

しか しな が ら説 明 的 文 章 教 材 は学 習 者 に とっ て 文 学 教 材 に比 べ

て敬 遠 され て い る傾 向 が あ った｡それ は,｢没 個 性 的 に教 材 を読 み ,

確 認 読 み で 事 足 れ り｣日 )と して きた 読 み が 行 われ ,意 味 内容 の理

解 が 第 一 義 的 に考 え られ , 技 能 ･形 式 を習 得 す る こ とを 目指 した

硬 直化 した 授 業 が 行 われ 続 けて きた か らで あ る｡

本 論 文 で は 学 習 者 の 主 体 的 な 学 習 をす る た め に は , ど う した ら

よい か とい うこ とに観 点 を置 き, 説 明 的 文 章 指 導 の あ り方 を考 察

して い く｡ 具 体 的 に は 筆 者 の表 現 意 識 が あ らわれ る叙 述 , と りわ

け 冒頭 部 と結 未 部 の 叙 述 に 注 目 し, そ こか ら筆 者 の 表 現 意 識 , 認

識 を捉 え , 自己 の認 識 を深 め て い こ うとす る授 業 を提 案 して い く

こ と とす る｡

2. 研 究 内容
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2.1 r筆 者 の 叙 述 の あ り方 ｣ に注 目す る指 導 の 意 義

｢筆 者 ｣ 概 念 を 取 り入 れ た 指 導 は , 秋 田 喜 三 郎 , 倉 滞 栄 吉 , 西

郷 竹 彦 , 渋 谷 孝 な どに よ っ て 提 唱 され て い る｡ 彼 らの 指 摘 に共 通

す る と こ ろ は,｢筆 者 の 叙 述 の あ り方 ｣ に 注 目 し,説 明 的 文 章教材

の 内容 と形 式 に反 映 され る筆 者 の認 識 や 表 現 の 仕 方 を 主 体 的 に学

ばせ よ うとす る点 で あ る｡

この 4者 の 指 導 の 方 向 の先 に 求 め て い る学 習 者 の 姿 は , た だ情

報 や 知 識 を 一 方 的 に受 け入 れ る r情 報 の受 け手 ｣ と して の 読 み 手

で は な い｡問題 意 識 を もち筆 者 を評価 し,批 判 的 な視 点 の も と,｢情

報 の 送 り手 の 立 場 ｣ に 立 っ て 主 体 的 に読 み を進 め て い く こ とが 出

来 る読 み 手 で あ る｡ さ らに筆 者 の 問題 意 識 が 表 れ る ｢叙 述 の あ り

方 ｣を問 うこ とに よ っ て,｢筆 者 は ど う して この表 現 を使 った のか ,

こ うい う表 現 を用 い て こん な こ とを訴 え て い るが , そ れ につ い て

私 は こ う思 う｡｣ とい うよ うに,筆 者 の認 識 の 内容 と方 法 の価 値 を

問 い , そ の 批 評 行 為 を通 して , 自己の認 識 を鍛 え る こ とに もつ な

い で い く こ とが 出 来 る読 み 手 を も求 めて い るの で あ る｡

こ うい っ た ｢筆 者 ｣ 概 念 を取 り入 れ た 理 論 の検 討 を通 して , 吹

の よ うな指 導 意 義 を見 出せ る｡(2)

① 内容 主 義 と形 式 主 義 の止 揚

｢筆者 ｣ 概 念 を取 り入 れ た指 導 は,筆 者 の 問題 意 識 が あ らわれ る

叙 述 (論 理 ,構 成 , 文 章 表 現 ) に注 目 し, 追 求 して い く こ とに よ

っ て 内容 そ の もの を理 解 し, 認 識 を深 め て い く こ とを 目標 と して

い る｡ つ ま り, 筆 者 概 念 を取 り入 れ た指 導 は,内容 の理 解 と形 式 を

読 み とる こ と との 統 一 を 目指 して い る｡

② 批 判 読 み の 育成

筆 者 概 念 を取 り入 れ た 読 み は , 筆 者 とい う一 人 の 個 性 の 世 界 の

捉 え方 や 論 理 ･構 成 の捉 え方 に対 して,｢こ うい う表 現 を用 い て こ

ん な こ とを訴 え て い るが ,それ につ い て私 は こ う思 う｡｣ とい うよ

うに ､批 判 的 な読 み を行 い , 自己 の認 識 を鍛 え て い く｡ 情 報 化 社

会 で は , こ うい っ た 批 判 的 な思 考 を活 用 し, 情 報 を選 択 ･処 理 ･

活 用 して い くこ とが 重 要 にな って くる｡

③ 主 体 的 な 読 み の 育成
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｢筆 者 ｣ に注 目す る読 み は , た だ 情 報 や 知 識 を 一 方 的 に受 け入

れ る単 な る r情 報 の 受 け 手 ｣ と して の読 み で は な い ｡ 問 題 意 識 を

もち筆 者 を評 価 し, 批 判 的 な視 点 の も と r情 報 の 送 り手 の 立 場 ｣

に立 っ て読 み を進 め て い く, 主 体 的 な読 み で あ る｡

2.2 冒頭 部 と結 末 部 に着 目す る重 要 性

文 章 の 冒頭 部 と結 末 部 に着 目す る理 由 は , 以 下 の 2点 で あ る｡

(1) 先 行 研 究 か ら

文 章 の 冒頭 部 の 型 や は た らき に 関 す る諸 説 くり は 多 くあ る｡ 例

え ば ,(か文 章 表 現 の機 構 を論 ず る立 場 か らの 冒頭 論 , ② 文 法 論 的

文 章 論 及 び そ の発 展 と して の 文 章 構 成 を論 ず る立 場 か らの 冒頭 ･

書 き起 こ し論 , ③ 文 章 表 現 研 究 の 立 場 か らの 書 き 出 し論 , ◎ 表 現

論 的 , 文 体 論 的 立 場 か らの 書 き出 し論 ,⑤ イ ン シ ピ ッ トと して の

冒頭 論 , ⑥ 文 章 表 現 法 , 作 文 技 術 論 と して の 書 き 出 しの 論 ,⑦ 小

説 作 法 と して の 書 き 出 し論 な どが あ げ られ る｡

これ らの 指 摘 に は差 異 は あ る もの の , 冒頭 ･書 き 出 し文 は , 展

開 や 構 築 と して の 文 章 の性 格 か ら冒頭 ･書 き 出 しが 重 視 され る と

も に , 読 者 を文 章 の 中 に 引 き込 む とい う, 働 き を持 っ て い るか ら

こそ 重 要 で あ る とい う点 で 共 通 して い る｡ この よ うに考 え るな ら

ば ,相 手 意 識 が 強 い , 説 明 的 文 章 の場 合 に は一 層 , 顕 著 に あ らわ

れ るの で は な い か と考 え られ る｡

ま た , 冒頭 部 の 重 要 性 に注 目 した 指 導 は ,竹 長 吉 正 くり や 長 崎

伸 仁 (5)らに よ っ て 行 わ れ て い る｡ そ れ らに 共 通 す る と こ ろ は .

冒頭 部 を扱 うこ とは,筆 者 に迫 る上 で 重 要 な 手 立 て とな る とい うこ

とで あ る｡ こ うい っ た 点 にお い て も, 冒頭 部 に注 目す る こ との 意

義 が見 出せ る と思 われ る｡

なお ,冒頭 部 の み に 注 目す るの で な く, 冒頭 部 と関係 の 深 い結 末

部 に注 目 し, 考 え て い く こ と も重 要 で あ る と思 われ る｡ そ れ は 以

下 に示 す 冒頭 部 と結 末 部 との 関係 を見 て も明 らか で あ る｡

【具 体 例 】

｢流れ 橋 ｣(教 育 出版 中 2) を も とに実 際 に ｢筆 者 ｣ に迫 って

み た い｡｢流 れ 橋 ｣ は 中学 二年 生 を対 象 と した もの で . 内 容 と して
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は京 都 に あ る上 津 屋 橋 を例 と して 取 り上 げ,｢流 れ 橋 ｣ の よ うに 自

然 の 流 れ に身 を任 せ て 我 慢 し, 自然 との 調 和 を 図 っ て い く必 要 が

あ る とい うメ ッセ ー ジ を伝 え よ うと した もの で あ る｡

まず 文 章 の 冒頭 で は京 都 に あ る上 津 屋 橋 は , 大 水 が 来 れ ば流 さ

れ るの で r流 れ 橋 ｣ と呼 ばれ る よ うに な っ た とい う由来 が あ げ ら

れ , 続 け て ｢流 れ 橋 ｣ は , ど う して 流 れ な い よ うな頑 丈 な橋 に し

な い の で し ょ うか と, 問題 提 起 の 文 で 始 ま っ て い く｡ そ の謎 を証

明す るた め に,｢架 か っ て い る場 所 の説 明 と架 け られ た理 由｣- ｢流

れ 橋 の構 造 ｣- ｢流 れ 橋 の利 点 1｣(自然 の流 れ に身 を任 せ て我 慢

す る)- ｢流 れ 橋 の利 点 2｣(木 材 を節 約 す る)- ｢自然 との付 き

合 い方 の提 言 ｣ とい っ た展 開 で構 成 され て い く｡

で は , こ の 教 材 の 冒頭 部 と結 末 部 に着 目す る こ とに よ っ て , ど

の よ うな筆 者 の認 識 , 表 現 意調色が読 み 取 れ るの で あ ろ うか｡

まず 注 目す べ き は . 冒頭 部 で 取 り上 げ られ た r流 れ 橋 の 由来 ｣

につ い て の エ ピ ソー ドの役 割 で あ る｡ こ こ で は ｢流 され ｣ とい う

語 句 を 5回 用 い ,｢流 れ 栢 J に対 す るマ イ ナ スイ メー ジ を 強 調す る

形 に な っ て お り, 学 習 者 の既 有 意 識 を揺 さぶ り意 表 を突 く大 胆 な

内容 を含 ん だ もの とな っ て い る｡ そ して この 謎 を解 くこ とを 中心

に論 は展 開 して い き,結 末 部 で ｢『流 れ 橋 』 は 自然 に身 を任 せ な が

ら我 慢 す る橋 で あ る｣ とい う存 在 意 義 を あ げ , だ か らこ そ , これ

か らは この よ うな 自然 との付 き合 い 方 が 必 要 で あ る とい う形 で 終

わ っ て い る｡ 冒ー頭 部 で 読 み 手 の意 表 を突 い た 話 題 は , 最 後 に な っ

て 再 び 意 外 な話 題 ･主 張 とな っ て 読 み 手 に 突 きつ け られ る の で あ

る｡ そ うす る こ と に よ っ て , 実 は 流 され る こ とに ｢存 在 意 義 J が

あ るん だ とい うこ とを一 層 印 象 深 く し,筆 者 の 主 張 を強 め る形 と

な っ て い る｡ ま た , 結 末 部 に つ い て 言 え ば , 最 後 は rこ の 流 れ 橋

の 姿 に は わ た しキ ち人 間 が 自然 と どの よ うに付 き合 っ た ら よい か ,

- つ の考 え方 が示 され て い るの で は な い で しょ うか｡｣ とい う,や

や 含 み を持 たせ た 文 で 締 め く く られ て い る｡ これ は ｢流 れ 橋 の よ

うな 自然 との付 き合 い方 が必 要 で あ る｡｣ とい う一 つ 前 の 文 を受 け

て , この 提 案 は 受 け入 れ るか ,受 け入 れ な い か は あ な た 達 自身 の

問題 で あ る とい うこ とを考 え させ るた め に, 含 み を持 た せ た言 い
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方 と して い るの で は な い か と思 われ る｡

この よ うに , 先 行 研 究 か ら得 られ た 知 見 は有 意 性 が あ る と と も

に , 冒頭 部 と結 末 部 との 関係 を注 目す る こ とは筆 者 に迫 っ て い く

うえで も重 要 な もの とな る｡

(2) 実 態 調 査 か ら

こ こで は , 中学 校 の 光 村 図 書 の 平 成 14年 度 版 . 平 成 18年 度

版 の説 明 的 文 章 教 材 か ら 2 1教 材 を取 り上 げ,r冒頭 部 の 種 叛｣,

r冒頭 部 の 内容 ｣,r結 末 部 の種 類 ｣ につ い て観 点 (8)を設 けて分

析 した｡ (番 号 は脚 注 に示 して い る もの を指 す ｡ )

【冒頭 部 の 種 類 と内容 】

冒頭 部 の 書 き出 し方 は,r② 主 要 な題 材 ･話 題 につ い て 述 べ る｡｣

が 最 も多 く,続 け て ｢① 主題 ･要 旨 ･結 論 ･提 案 な どを述 べ る｡｣,

｢⑦ 本 題 に 入 る前 に ま く らを置 く｡Jr⑨ 本 題 を構 成 す る一 部 と し

て の 冒頭 ｣,｢④ 筆 者 の 憶 度 ･意 向 ･執 筆 倦 度 な どを述 べ る｡J, が

多 い 結 果 とな っ た｡ これ は , 冒頭 部 にお い て ｢話 題 , 結 論 .筆 者

の 態 度 ｣ で 書 き･出す こ とに よっ て 文 章 全 体 の性 格 や 方 向 を示 す と

と も に , 読 者 に 興 味 を持 っ て 文 章 に 引 き込 も う と した 筆 者 の 表 現

意 識 が あ る か らで あ ろ う｡ ま た , 冒頭 部 で 述 べ られ た 内 容 は , 学

習 者 に とっ て先 行 知 識 もな く経 験 もな い とい っ た ｢未 知 ｣ の もの

は少 な く, 書 き だ し ･冒頭 部 で 述 べ られ た 内容 が , どの 学 習 者 に

も先 行 知 識 や 経 験 が あ る程 度 は あ り, そ れ を も とに未 知 の もの-

と読 み 進 め て い く こ とが 出 来 る とい っ た , ｢既 知 - 未 知 ｣ の もの

が 多 い｡

冒頭 部 は , そ の こ とに 関 してす で に知 っ て い る こ と, 考 え られ

る こ とを意 識 に浮 か ばせ , 興 味 ･関 心 を 引 き起 こす こ と も可 能 で

あ り, ま た , 冒頭 部 分 に示 され た 話題 , 課 題 に着 目 させ て 読 み 手

の題 材 意 識 を方 向 付 け , 書 き手 の 課 題 ･問 題 意 識 に 同 化 させ て い

くこ と も可 能 で あ るの で あ る｡

【結 末 部 の 種叛】

結 末 部 の 書 き終 わ り方 は.r① 主題 ･要 旨 ･結 論 ･提 案 な どを述

べ る｡｣が最 も多 く,続 けて r⑦ 本 題 を構 成 す る一 部 と して の 結 尾 ｣,

r⑥ 本 店 と 関 連 の あ る 事 柄 や 感 想 な ど を , つ け た り と して 添 え
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る｡｣が 多 い結 果 とな っ た｡ これ は結 末 部 にお い て今 ま で 述 べ た こ

とを踏 ま え て 主 張 す る こ とに よっ て ,読 者 に対 す る印 象 を よ り際

だ たせ よ う とい う筆 者 の 表 現 意 識 が あ る と思 わ れ る｡ ま た , 冒頭

部 と結 末 部 との 関係 で 見 て み る と, 冒頭 部 と結 末 部 との 呼応 関係

が み られ る教 材 は 2 1の 教材 中, 15に もの ぼ り, 今 回 の対 象 教

材 で は ほ とん どの教 材 で み られ る こ とに な っ た｡ ま た 呼 応 のパ タ

ー ン をみ て み る と, パ ター ン 1 ｢(塾主 要 な題 材 ･話 題 に つ い て 述

べ る｡｣ - ｢① 主 題 ･要 旨 ･結 論 ･提 案 な どを述 べ る｡｣ と, パ タ

ー ン 2 r(》主題 ･要 旨 ･結 論 ･提案 な どを述 べ る｡｣ - r① 主題 ･

要 旨 ･結 論 ･提 案 な どを述 べ る｡｣ の 2パ ター ンが あ る こ とが 明 ら

か にな っ た｡

冒頭 部 と結 末 部 の 呼 応 関係 が み られ な い もの は 少 な か らず あ る

が ,結 未 部 は 冒 頭 部 と関係 の深 い 箇 所 で あ り, 冒頭 部 , 結 末 部 の

呼 応 関係 に着 目 して い く こ とは , 筆 者 の表 現 意 識 , 認 識 を捉 え て

い くた め の 手 立 て とな る こ とが 明 らか にな っ た｡

2.3 実 践 的 指 導 の 提 案

(1) 授 業 の方 向 性

本 授 業 の ね らい は , 筆 者 の 表 現 意 識 , 問 題 意 識 が あ らわ れ る叙

逮 , と りわ け 冒頭 部 , 結 末 部 の叙 述 に 注 目 し, 筆 者 の認 識 の 内容

と方 法 を 問 うこ とに よ っ て , 自己 の認 識 を深 め て い く こ とが 出 来

る とい うこ とを確 か め る こ とで あ る｡ 具 体 的 に は , 冒頭 部 - の興

味 を深 め な が ら, 冒頭 部 で 述 べ た 内容 に対 して 自己 の経 験 を重 ね

合 わせ , 読 み 手 の題 材 意 識 を方 向 付 け, 書 き手 の 課 題 ･問題 意 識

に 同 化 させ て い く｡ そ して 冒頭 部 と結 末 部 を合 わせ て 読 ませ , 香

き手 は どの よ うに 内 容 を展 開 して そ の結 未 に 至 るの か とい う問題

意 識 の も とに結 末 を め が けて 読 み 進 ませ て い く とい うも の で あ る｡

文 章 を普 通 の読 み 方 で順 々 に読 ませ る とす れ ば ｢冒頭 部 ｣- ｢展

開 部 ｣ - ｢結 末 部 ｣ とな る の で あ ろ うが , そ れ を意 識 的 に ｢冒頭

部 ｣- ｢結 未 部 ｣- ｢展 開部 ｣(日 とい うよ うに読 ませ て い くよ う

にす るの で あ る｡

そ うす る こ とに よ.っ て , 冒頭 部 の重 要 性 や 冒頭 部 と結 未 部 との
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呼応 関係 が 強調 され る と ともに, そ こか ら筆 者 の問題 意 識 を支 え

る展 開 部 - と読 み を進 め て い くこ とが 可能 とな るか らで あ る｡ そ

して授 業 の最 後 に は ,筆者 の認 識 ,表 現意 識 , 問題 意 識 に対 す る

自分 の考 え を もたせ ,発 表 し合 う活動 を設 定す る｡

(2) 授 業 実 践 の結 果

今 回 は時 間 の 関係 もあ り, 重 要 な部 分 で あ る, 冒頭 部 と結 末 部

にふ れ る 1時 間 のみ を扱 った｡ 授 業 を行 っ た結 果 と して , 以 下 の

方 向性 を示 す こ とが 出来 た｡ なお ,扱 う教 材 は先 に あ げ た ｢流れ

橋 ｣ を用 い る こ とに した｡

【事 例 1か ら】

本 授 業 の導入 段 階 で は.｢流れ橋 ｣ とい う題 名 か ら, どの よ うな

こ とを想 像 す る こ とが 出来 るかや,｢流れ橋 ｣につ い て知 ってい る

こ とにつ い て確 認 した｡ この段 階 で は ｢流 れ 橋 は ゲー ム で しか 見

た こ とが な い｣ とい った指 摘 に と どま り,筆者 の 書 い た で あ ろ う

内容 につ い て予 想 した発 言 をす る生徒 は見 られ な か った｡ しか し

な が ら, 冒頭 部 の五 つ の文 を読 ん だ際 , 次 の よ うな反 応 が 見 られ

た｡ (網 か けの部 分 は指名 して 冒頭 部 の部分 を読 ませ て い る｡)

26 大水 が来 て も,流 され ない.頑 丈 な橋 が い い と考 えま

す o それ な の に,京 都 にあ る-, かみ ...

27 教 師 //こ うづや ば し｡

28 上 津屋 橋 とい う橋 は,大水 が来 て川 の水 が い っぱい に

増 え る と,必 ず 流 され て しまい ます.

29 生徒 (笑 う) あ ほだ○

30 もちろん ,流 され るたび に修 理 はす るの です が ,それ

で も大水 が来れ ば , また流 され るの です .

31 生徒 (笑 う) 全然 ダ メ じゃん.

32 です か ら,付 近 の人 々 は, この橋 の こ とを ｢流 れ橋 ｣

と呼 ん で い ますo ところで,この流れ 橋 は , ど うして

流 され な い よ うな頑 丈 な造 りに しな い の で し ょ うか.

こ こで 注 目す べ きは ,題 名 につ い て発 問 した際 に は何 も思 い浮

か ばず 意 見 が 出せ な か っ た生徒 が 冒頭 部 の文 を読 ん だ際 に, 冒頭
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部 の 内 容 に対 して 2 9 , 3 0の よ うな ｢笑 う｣ とい う反 応 を示 し

て い る とい うこ とで あ る｡ これ は ,題 名 読 み で ｢流 れ 橋 ｣ につ い

て 知 識 もな く, 興 味 を 引 きつ け られ な か っ た と思 わ れ る 生 徒 が ,

書 き 出 しの 5つ の 文 を読 む こ とを通 して , 内 容 を具 体 的 に理 解 す

る こ とで , 話 題 に対 して 興 味 を持 ち , 自分 との 接 点 を見 出 した か

らこそ,｢笑 う｣ とい う興 味 を示 す こ とに な っ た の で は な い か と考

え られ る｡ 冒頭 部 を 読 む こ とに よ っ て題 名 か ら想 像 で き な か っ た

もの を補 い , 既 有 知 識 が 揺 さぶ られ , 興 味 を持 っ て 読 み を進 め て

い く こ とが 出 来 た とい うこ とで あ ろ う｡ した が っ て 冒頭 部 は抽 象

的 な ｢流 れ 橋 ｣ とい う題 名 を補 う と と も に , 内 容 理 解 を助 け, 読

者 の興 味 を 引 き起 こす 重 要 な 箇 所 で あ る こ とが この 一 例 か ら読 み

とる こ とが 出来 る｡

【事 例 2か ら】

冒頭 部 に対 す る印 象 (題 名 との 関係 ,表 現 ,組 み 立 て , そ の他 )

につ い て 考 え させ た 後 , 冒頭 部 と結 末 部 の 関係 につ い て 気 づ い た

こ とを 学 習 カ ー ドに 書 か せ た ｡ す る と以 下 の よ うな 結 果 が 出 た ｡

(番 号 は教 材 文 を一 文 ず つ 区切 っ た際 の もの )

B lS 敬

(∋ 冒頭 部 1- 4で は , 流 れ 橋 は普 通 の橋 と比 べ て 良 く 2 6 _

な い よ うな こ と を言 っ て い るが , 結 末 部 4 9で は , 実

は流 され る こ と に 流 れ 橋 の存 在 意 義 が あ る とい うこ と

を主 張 して い る｡ そ して 結 未 部 50で 私 た ち に 流 れ 橋

の よ うな 自然 との付 き合 い方 を提 案 して い る○

② 5の 問 題 提 起 の答 え に 当た る部 分 が 4 5,4 8の文 に 5

な っ て い る○そ の 答 え を踏 ま え た上 で , 4 9, 5 0の 文

で,人 間 と 自然 との付 き合 い 方 につ い て の筆 者 の 考 え を

あ げ て い る○

③ 5の 問題 提 起 を 4 9, 50の結 び で まJとめ て い る○ 3

冒頭 部 1- 4 と 4 9, 50との 関係 に気 付 い た 生 徒 は 2 6人 で ,

大 多 数 の 生 徒 が 冒頭 部 と結 末 部 の 呼 応 に気 付 い た結 果 と な っ た｡

具 体 的 な記 述 内容 と して は, 冒頭 部 の,｢流 され る｣ とい うマイ ナ
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ス 面 と. 結 末 部 4 9の ｢流 され る こ とに よ って 自然 の猛威 を我 慢

す るJ とい うプ ラス 面 に注 目 し,結 末 部 5 0の ｢自然 との付 き合

い方 を考 えな けれ ばい けない とい う筆者 の提 案 ｣をお さえていた｡

これ は , マ イ ナ ス- プ ラス とい う冒頭 部 と結 未 部 の落 差 が 強 く

印象 付 い た結 果 で あ ろ う｡ 確 か に, この 問題 を考 え る前 に, 5の

問題 提 起 の文 と 4 5- 4 8の文 を確 認 した 上 で 取 り組 ん だ こ とも

あ るの で 冒頭 部 と結 末 部 の 関係 につ い て考 えや す くは な って い た

で あ ろ うが , 冒頭 部 に対 して印象 (題 名 との 関係 , 表 現 ,組 み 立

て) を抱 き,読 み 手 の題 材 意 識 を方 向付 け,書 き手 の課 題 ･問題

意 識 に同化 し,結 び - の読 み に至 った た め , この よ うな結 論 を導

くこ とが 出来 た の で あ ろ うと思 われ る｡

授 業 を終 えて の感 想 で も大 半 の生徒 が,｢書 き出 しと結 び を読 む

こ とに よっ て , 大 まか で は あ るが話 の 内容 が つ か め る こ とに気 付

けた し, 筆 者 の 工夫 が あ る こ とに も気 づ い た｡ 書 き 出 し と結 び は

関係 が深 い とい うこ とを感 じた｡J とい う感 想 を残 して い る点 か ら

見 て も, 冒頭 部 と結 未 部 に着 目 した読 み が 有 効 で あ った と言 え る

で あ ろ う｡

3. 研 究 の 成 果 と課 題

3.1 成 果

① 内容 主 義 か形 式 主 義 とい う問題 は.内容 と形 式 に反 映 され る r筆

者 の問題 意識 が あ らわれ る叙 述 J, と りわ け r冒頭 部 ,結 末 部 の

叙 述 の あ り方 ｣ に注 目 して い くこ とに よ って ,止 揚 す る こ とが

出来 る｡

② 冒頭 部 に注 目す る こ とに よって,興 味 ･関 心 を持 たせ る こ とが

可能 で あ る と ともに, 冒頭 部 分 に示 され た話題 提 示 . 課題 ･問

題 提示 の文 に着 目 させ て読 み 手 の題 材 意識 を限 定 し方 向付 け.

書 き手 の課題 ･問題 意識 に同化 させ て い くこ とも可能 で ある｡

③ 冒頭 部 に注 目 し,結 末部 との 呼応 関係 を捉 えて い けば ,筆者 の

認 識 ,表 現 意 識 にふ れ る こ とが出来 る｡
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3.2 今 後 の 課 局

① ｢物 語 の 文 章 で も書 き 出 し と結 び に注 目す る読 み が 可 能 で あ る

か ｣, とい った よ うな授 業 を通 して の 生徒 の反 応 が あ る よ うに,

文 学 に お け る書 き出 し と結 び の 関係 や , 書 き 出 し と結 び に注 目

した 読 み を どの よ うに学 習 者 自身 の表 現 活 動 - 生 か して い くこ

とが 出 来 る の か とい っ た よ うな , 書 き出 し ･結 び に着 目 した ,

応 用 , 発 展 的 な指 導 を考 えて い く必 要 が あ る｡

② 今 回 は 冒頭 部 と結 末 部 に触 れ る導入 の一 時 間 を扱 っ た の で あ る

が , 2時 限 目, 3時 限 目 と続 け て い く上 で , どの よ うな 読 み が

行 われ て い っ た の か とい うこ とを分 析 で き な か っ た｡ 今 後 は 冒

頭 部 と結 末 部 を扱 うこ とに よ っ て , どの よ うに 読 み が 変 容 して

い っ た の か とい うこ とを分 析 す る必 要 が あ る｡ 同 時 に , 生 徒 か

らの反 応 に見 られ た よ うな 問 い (｢文 章 を段 落 に分 けて 流 れ を理

解 して い く方 法 と, 書 き 出 し と結 び に注 目 して か ら文 章 を理 解

して い く方 法 とで は , どち らの方 法 が 文 章 を よ りわ か りや す く

理 解 して い け るの か ｣) とい うこ とを解 決 して い くた め に も, よ

り多 くの 実 践 を通 して他 の 指 導 法 との 比 較 を行 い , 分 析 して い

くこ とが 必 要 とな っ て くる｡

③ 本 研 究 で は筆 者 の 問題 意 識 や 認 識 が あ らわれ る叙 述 , と りわ け

冒頭 部 , そ して 結 末 部 の叙 述 に注 目 し, 筆 者 の認 識 の 内 容 と方

法 を問 うこ とに よ っ て , 自己 の認 識 を深 め て い く こ とが 出 来 る

の で は な い か とい う方 向性 を示 唆 した｡

しか しな が ら冒頭 部 と結 末 部 とが 呼応 しな い 教 材 を 本 研 究 で

は扱 うこ とが 出 来 な か っ た｡ ま た ,本 研 究 で は 冒頭 部 と結 末 部

の 書 き 出 し方 ･書 き終 わ り方 の種 類 , 呼 応 の 関係 に つ い て 考 察

を進 め て き た が , 今 後 は 文 末 表 現 ,修 辞 とい っ た 面 に も視 点 を

す えて 考 察 して い く必 要 が あ る｡

【注 】

日 )森 田信 義 r説 明 文 に よ る論 理 体 験 を｣ (引 用 は 『教 育 科 学 国 語 教
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育 』 4 4 9号 明 治 図 書 1 9 9 1)

(2)指 導 意 義 は ,秋 田 ,倉 持 ,西 郷 ,渋 谷 な どの 論 の 検 討 や 河 野 順 子 (『く対

話 ) に よ る 説 明 的 文 章 の 学 習 指 導 - メ タ 認 知 の 内 面 化 の 理 論 提 案 を 中

心 に-』 2 0 0 6･2 風 間 書 房 )の 論 の 検 討 を 踏 ま え て ま とめ た B

(3)木 坂 基 ｢書 き 出 し と結 び の 型 一 基 本 と応 用 ｣ (引 用 は 『国 文 学 解

釈 と教 材 の 研 究 3 5巻 15号 』 1990 ･12 学 灯 社 に よ る ) 木

坂 は , 冒 頭 ･書 き 出 し論 を (1) 文 章 表 現 の 機 構 を 論 ず る 立 場 か らの

冒頭 論 ,(2)文 法 論 的 文 章 論 及 び そ の 発 展 と して の 文 章 構 成 を 論 ず る

立 場 か らの 冒 頭 ･書 き 起 こ し論 ,(3)文 章 表 現 研 究 の 立 場 か らの 書 き

出 し論 , (4 ) 表 現 論 的 , 文 体 論 的 立 場 か らの 書 き 出 し論 , (5) イ ン

シ ビ ッ トと して の 冒 頭 論 ,(6)文 章 表 現 法 ,作 文 技 術 論 と して の 書 き

出 しの 論 , (7) 小 説 作 法 と して の 書 き 出 し論 に 分 け て 説 明 して い る｡

(4)竹 長 吉 正 『説 明 文 の 基 本 読 み ･対 話 読 み 中 学 校 編 』 1 9 9 6 ･

10 明 治 Eg青 竹 長 は , 情 報 化 社 会 に 対 応 した 読 み が 必 要 で あ る と

し, 基 本 読 み の 指 導 過 程 と して r冒 頭 部 - 結 末 郎 一 過 程 部 ｣ と い う読

み の 重 要 性 を 提 唱 して い る｡

(5)長 崎 伸 仁 『新 し く拓 く説 明 的 文 章 の 授 業 』 1 9 9 7 明 治 図 書

長 崎 は .冒頭 部 ,結 未 部 は 重 要 な 役 割 を も っ て い る と し, こ れ ら に 着 目

す る 読 み は ,こ とが ら読 み や 内 容 理 解 を 主 と した 読 み の 学 習 か ら脱 皮
す る た め の 手 立 て とな る と して い る｡

(日 調 査 の 観 点 と して は 以 下 の 通 りで あ る｡

【冒 頭 部 の 種 類 】(引 用 は 市 川 孝 『国 語 教 育 の た め の 文 章 論 概 説 』 19
8 8 明 治 図 書 に よ る｡ )

(i) 叙 述 内 容 の 集 約 と して の 冒 頭 ① 主 題 ･要 旨 ･結 論 ･提 案 な ど を述 べ

る｡ ② 主 要 な 団 材 ･話 題 に つ い て 述 べ る｡ (参あ ら筋 ･筋 香 き を述 べ

る｡

(正) 本 項 に 対 す る 前 置 き 導 入 と して の 冒 頭 (卦筆 者 の 態 度 ･意 向 ･軌 範 態

度 な ど を 述 べ る｡ 6)本 項 の 内 容 を規 定 し, 本 題 に 枠 を は め る｡ (む導

入 と して , 時 ･所 ･登 場 人 物 を 紹 介 す る｡ (診本 題 に 入 る 前 に rま く

ら ｣ を 置 く｡ (参本 題 に 対 して 対 比 的 な 内 容 を 述 べ る｡

(in) ⑨ 本 題 を構 成 す る 一 部 と して の 冒 頭 (前 置 きや 導 入 を 置 か な い ｡)

【冒 頭 部 の 内 容 】
① 既 知 - 書 き だ し ･冒 頭 部 で 述 べ られ た 内 容 は . どの 学 習 者 に も先 行 知 抜

や 経 験 な どが あ る｡

② 未 知 -･番 き だ し ･冒 頭 部 で 述 べ られ た 内 容 は , 学 習 者 に と っ て 先 行

知 暇 も な く経 験 も な い ｡

③ 既 知 - 未 知 - 書 き だ し ･冒 頭 部 で 述 べ られ た 内 容 は . どの 学 習 者 に

も先 行 知 級 や 経 験 が あ る程 度 は あ り, そ れ を も と に 未

知 の も の - と読 み 進 め て い く｡

【結 末 部 の 種 類 】 (引 用 は 市 川 孝 『改 訂 文 章 表 現 法 』 1975 明

治 図 書 に よ る｡ )

(ll)



(i) 叙 述 内 容 の 集 約 と して の 結 尾 G)主 題 ･要 旨 ･結 論 ･提 案 な ど を 述 べ

る｡ ② 主 要 な 題 材 ･話 題 に つ い て 述 べ る ｡ ③ あ ら 筋 ､･筋 書 き を 述 べ

る ｡

(ii) 本 題 に 対 す る つ け た り と して の 結 尾 (参筆 者 の 態 度 ･意 向 ･執 筆 態 度

な ど を 述 べ る ｡ 6)本 題 の 内 容 を 規 定 し, 本 題 に 枠 を は め る ｡ ⑥ 本 題

と 関 連 の あ る 事 柄 や 感 想 な ど を , つ け た り と して 添 え る ｡

(in) (か本 題 を 構 成 す る 一 部 と して の 結 尾

(目 先 に あ げ た 竹 長 の 論 を も と に す る ｡
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