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第Ⅰ部  本研究の問題と目的  

 

 は じ め に  

 

我 が 国 の 学 校 教 育 に お い て 「 物 語 」 1 を 読 む こ と は 教 科 国 語 の 授 業 実

践 の 中 に 大き な 位 置を 占 め て きた 。 そ の指 導 過 程 には 対 話 的な 活 動 が古

く か ら 導 入さ れ て きた 。 近 年 では 子 ど もの 読 み を 相互 に 交 流す る こ のよ

う な 活 動 に積 極 的 な価 値 を 認 める 議 論 が広 く 行 わ れる よ う にな っ て きて

い る 。 し かし ， こ のよ う な 学 習活 動 を 通し て 生 徒 が協 働 的 に読 み を 深め

る 過 程 の 詳 細 や そ こ で の 学 習 2 の あ り 方 に つ い て は こ れ ま で 十 分 に 検 討

が な さ れ てき た と は言 い 難 い 。そ こ で ，本 研 究 で は 「 物 語 」 を 読 み 深め

る 授 業 の 事例 を 社 会文 化 的 ア プロ ー チ の立 場 か ら 詳細 に 検 討す る こ とを

通 し て ， 国語 科 の 「物 語 」 を 読む 授 業 にお い て 生 徒の 読 む とい う 行 為が

ど の よ う なも の な のか と い う 課題 に つ いて 考 察 す る。  

  

                                                   
1 本 研 究 で は， 物 語 （ n a r r a t i v e ） の うち ， 読 書 行為 の 対 象と し て 活 字

化 さ れ た 物語 言 説 を「 物 語 」 と表 記 す る。  
2 本 研 究 で は， 授 業 を創 る 学 級 集団 の 成 員 間 の 異 質 性， ま た そこ で 行 わ

れ る 活 動 の多 様 性 に着 目 し ， そこ で の 生徒 の 学 習 を異 質 な 他者 と の 相互

作 用 に よ って 成 立 する 「 協 働 」（ c o l l a b o r a t i o n ） の 過 程とし て と ら え

る （ c . f . ,  秋 田 ,  2 0 0 0 ;  藤 江 ,  2 0 1 0 ）。  
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第１章  「物語」についての生徒の読みの交流を検討する視座  

 

 本 章 で は ， 近 年 の 物 語 （ n a r r a t i v e ） を め ぐ る 議 論 と 国 語 の 授 業 で

の 「 物 語 」の 読 み の交 流 に か かわ る 議 論に つ い て レビ ュ ー し， こ れ まで

に 明 ら か にさ れ て きた 知 見 の 整理 と 残 され た 課 題 の明 確 化 を行 う 。 それ

を 踏 ま え ，「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 に お け る 生 徒 の 学 習 の 詳

細 に つ い て明 ら か にす る た め の本 研 究 の立 場 と 理 論的 枠 組 みに つ い て論

じ る 。  

 

第１節  教室で「物語」を読むことの意義  

  

１  対話の場としての物語  

 

 物 語 ( n a r r a t i v e ) は ， 1 9 9 0 年 代 以 降， 文 化 人 類学 ， 文 学， 心 理 学 ，

教 育 学 と いっ た 複 数の 学 問 領 域に お い て 社 会 的 な 存在 と し て の 人 を 考え

る 上 で の キ ー ワ ー ド の ひ と つ と な っ て い る （ c . f . ,  野 口 ， 2 0 0 2 ； や ま

だ ， 2 0 0 6 ）。 そ の 基 礎 に あ る の は ， 人 が 経 験 を 組 織 化 し そ れ に 意 味 を

与 え る 「 意 味 の 行 為 」（ a c t s  o f  m e a n i n g ） と し て 物 語 を と ら え る 考

え 方 で あ る（ B r u n e r ,  1 9 9 0 ）。  

や ま だ （ 2 0 0 0 ； 2 0 0 6 ） は ， あ る 「 ト ポ ス （ 場 所 ）」 に お け る 「 む す

び 」（ 結 び ・ 産 び ） に よ っ て ， 新 し い 意 味 が 生 成 さ れ た り ， ズ レ に よ っ

て 変 異 す る こ と が ， 物 語 に と っ て 本 質 的 に 重 要 で あ る と し ，「 ２ つ 以 上

の 出 来 事 （ e v e n t s ） を 結 び つ け て 筋 立 て る 行 為 （ e m p l o t t i n g ）」 が

物 語 で あ ると 定 義 して い る 。 この 定 義 のよ う に 行 為と し て の物 語 の 生成

的 な 機 能 を重 視 す る と き ， そ の結 果 と して 創 出 さ れる 物 語 も 常 に 新 たな

意 味 に 開 かれ た も のと し て と らえ ら れ るよ う に な る。 こ の こと に つ いて

や ま だ （ 2 0 0 6 ） は， 次 の よ うに 述 べ る。  

 

 物 語 は ，「 完 成 品 」 で は な く ， た え ざ る 修 正 と 生 成 に よ る 語 り 直

し ， 構 成 と再 構 成 の連 続 と み なさ れ る 。  

 物 語 が 生成 的 で 完結 し な い のは ， 物 語は 語 り 手 や書 き 手 だけ で 完

結 で き ず ，聞 き 手 や読 者 も 意 味生 成 の 共 同 行 為 に 参与 す る から で あ

る 。 読 者 は物 語 に 新た な 意 味 を共 同 生 成さ せ る ， 積極 的 な 参与 者 で

あ り ， 物 語 の 意 味 を 変 容 さ せ る 行 為 主 体 （ a g e n t ） で も あ る 。 こ
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れ は 「 物 語」 を ， 生き た 物 語 ，生 成 す る物 語 ， 完 結し な い 開か れ た

物 語 と す る見 方 で ある （ p . 4 4 1 ）。  

 

物 語 の 完 成は ， そ れが 語 ら れ る（ 書 か れる ） こ と で達 成 さ れる の で はな

く ， 語 ら れる （ 書 かれ る ） こ とば を 聞 き手 （ 読 み 手） が そ れぞ れ に 受け

と め て 初 め て 達 成 さ れ る と い う の で あ る 。 物 語 と い う も の を ， 語 り 手

（ 書 き 手 ）と 聞 き 手（ 読 み 手 ） に よ る 協働 に よ っ て成 立 す るも の と とら

え る 考 え 方 は ， 文 学 研 究 の 領 域 に お い て も 一 般 的 な も の と な っ て い る

（ c . f . , バ ル ト ， 1 9 7 9 ;  F i s h , 1 9 8 0 ;  イ ー ザ ー ， 1 9 9 8 ;  鍛 冶 ， 2 0 0 4 ;  

石 原 , 2 0 0 4 ;  カ ラ ー ， 2 0 1 1 ）。読 書 と いう 営 み に おい て 読 者の 果 た す役

割 が 不 可 欠 で あ る と す る 研 究 上 の 立 場 か ら は ，「 物 語 」 の よ う な 文 章 は

「 作 品 」 で は な く 「 テ ク ス ト 」 と 呼 ば れ て い る 。 小 森 （ 1 9 9 1 a ） は ，

「 テ ク ス ト」 が 読 まれ る 過 程 につ い て 次の よ う に 述べ る 。  

 

「 テ ク ス ト 」 を 読 む 読 者 は ， 書 く こ と と 読 む こ と の 相 互 関 係 を 意

識 化 し ，「 テ ク ス ト 」 の 意 味 生 成 に あ た か も 共 同 執 筆 者 の よ う に 自

ら 参 加 す る ， 生 産 行 為 を 行 う 主 体 と な る 。 記 号 表 現 と 記 号 内 容 は ，

決 し て 安 定 し た 双 面 体 と し て の 関 係 は 持 た ず ， 読 者 に よ っ て 記 号 表

現 に 新 し い 関 係 が 与 え ら れ ， あ た か も 安 定 し て い る と 思 わ れ て い た

記 号 内 容 だ け と の つ な が り で は な く ， 多 様 で 複 数 的 な 記 号 内 容 が 生

み 出 さ れ て い く こ と に な る 。「 テ ク ス ト 」 は 決 し て 作 者 が 作 り 出 し

た 一 義 的 な 構 築 さ れ た 世 界 で は な く ， 読 者 が 読 む こ と を 通 じ て ， 記

号 表 現 と 記 号 内 容 の 新 た な 結 合 関 係 （ 記 号 体 系 そ の も の の 転 倒 と 再

生 ） が つ く り だ さ れ ， 絶 え 間 の な い 意 味 生 成 が 展 開 さ れ る ， 流 動 し

続 け る 世 界と な る ので あ る （ p . 6 ）。  

 

こ の よ う に活 字 化 され 多 く の 人の 手 に とら れ る 「 物語 」 で あっ て も ，そ

れ は 情 報 を一 方 向 に流 す た め の導 管 で はな く ， 対 話の 場 と して と ら え ら

れ る の で ある 。 活 字媒 体 と し て存 在 す る 「 物 語 」 が読 ま れ ると き ， 読み

手 が 現 実 の書 き 手 と直 接 的 に 相対 す る こと は ま ず ない 。 し かし ， 読 み手

は 「 物 語 」の こ と ば か ら 表 現 者の イ メ ージ を 創 り だし て 対 話を 行 っ てお

り ， そ の 間に 生 じ る 言 語 コ ミ ュニ ケ ー ショ ン の 過 程に お い て協 働 的 に意

味 が 生 成 され て い る の で あ る 。  

 「 物 語 」 に つ い て の 「 読 み 」（ i n t e r p r e t a t i o n ） は ， 一 般 に は そ の

「 物 語 」 に対 す る 解釈 や 感 想 など の 読 み手 の 反 応 と考 え ら れて い る 。し
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か し ， 上 記 の よ う な 議 論 を 踏 ま え て 考 え る と ，「 物 語 」 に つ い て の 「 読

み 」 は ， 読者 が 「 物語 」 か ら 出来 事 を 構成 し て ， それ を 他 の任 意 の 出来

事 と つ な げて 筋 立 てて 語 り 直 した 物 語 とし て と ら え直 さ れ る 。 こ の とき ，

「 物 語 」 は， 読 者 と書 き 手 （ 語り 手 ） とが 対 話 し ，新 た な 物語 が 紡 がれ

る 対 話 の 場と 言 え るの で あ る 。そ し て ，こ の 「 物 語」 は 教 室で の 読 みの

交 流 と い う文 脈 に おい て は ， ある 読 者 と他 の 読 者 の物 語 が 語り 重 ね られ

る と い う 対話 的 活 動の 核 と し て も 機 能 する こ と に なる 。  

 

２  人の存在を理解する様式としての物語  

 

物 語 を ， 人 が 経 験 を 組 織 化 し そ れ に 意 味 を 与 え る 「 意 味 の 行 為 」 と

し て と ら える こ と は， 物 語 を 通し て 人 が 人 の 存 在 を理 解 す る こ と が でき

る こ と を 意 味 し て い る 。 リ ク ー ル （ 1 9 9 0 ） は ，「 自 己 」 と い う も の が ，

誰 か の 行 為を 語 る 言説 に よ っ て構 成 さ れる と し ， この こ と をも っ て 「物

語 的 自 己 （ n a r r a t i v e  i d e n t i t y ）」 の概 念 を 提 唱し て い る。  

 

物 語 は ， 行 為 の だ れ
． ．

を 語 る 。〈 だ れ 〉 の 自 己 同 一 性 は そ れ ゆ え
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

，

そ れ 自 体 ， 物 語 的 自 己
． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

同 一 性
． ． ．

に ほ か な ら な い
． ． ． ． ． ． ．

。〈 中 略 〉 自 己 自 身 は

こ う し て ，物 語 的 統合 形 象 の 省察 的 適 用に よ っ て 再形 象 化 され る と

言 う こ と が で き る 。〈 同 〉 の 抽 象 的 同 一 性 と は 違 っ て ， 自 己 性 を 構

成 す る 物 語的 自 己 同一 性 は ， 生の 連 関 のう ち に 変 化， 動 性 を内 包 す

る こ と が でき る （ p . 4 4 9 ）。  

 

「 自 己 」 とい う も の を 物 語 に よっ て 理 解す る こ と によ っ て ，そ れ が 固定

的 な も の では な く 常に 別 の 可 能性 に 開 かれ た 存 在 とし て と らえ ら れ るこ

と に な る 。 こ の よ う な 考 え 方 は ， ハ ー マ ン ス と ケ ン ペ ン （ 2 0 0 6 ） に よ

る 「 自 己 」 概 念 の 精 緻 化 （「 対 話 的 自 己 （ T h e  D i a l o g i c a l  S e l f ）」）

や ナ ラ テ ィ ブ ・ セ ラ ピ ー と 呼 ば れ る 臨 床 心 理 学 領 域 に お け る 実 践 （ c . f . ,  

マ ク ナ ミ ーと ガ ー ゲン ， 1 9 9 8 ;  野 口 ， 2 0 0 2 ） と し て発 展 を見 せ て いる。  

人 を 物 語 の 様 式 で 理 解 す る こ と は ， そ の 存 在 を 他 者 や 共 同 体 と 切 り

離 す こ と ので き な い社 会 的 で 文化 的 な もの と し て とら え る こと を 意 味し

て い る 。 B r u n e r （ 1 9 9 0 ） は ， 人 の 生 や 心 の 形 を 決 め ， 行 為 の 基 底 に

あ る 志 向 的状 態 （ 信念 ， 欲 求 ，意 図 ， 社会 的 関 与 ）を 解 釈 可能 な 体 系に

位 置 づ け るこ と に よっ て 行 為 に意 味 を 与え る の が ，そ の 人 の属 す る 共同

体 の 文 化 が有 す る シン ボ リ ッ クな 体 系 の形 式 に 固 有の パ タ ーン や 相 互依
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存 的 な 社 会生 活 の パタ ー ン で ある と 述 べて い る 。 人は 共 同 体に お け る他

者 と の か かわ り に おい て 成 長 ，発 達 す る存 在 と し てと ら え られ る と いう

こ と で あ る 。 岩 田 （ 1 9 9 6 ） は ， こ の 物 語 に よ る 自 己 認 識 の 発 達 と 共 同

体 の 他 者 との か か わり に つ い て次 の よ うに 説 明 し てい る 。  

 

〈 私 〉 の 発 達 と は ， お の お の が 自 分 の 物 語 を 作 り 上 げ て い く こ と

で あ る （ 岩 田 , 1 9 9 2 ）。 し か し ， そ の 物 語 づ く り や ， 物 語 の 意 味 づ

け は ， 他 者 に よ っ て 影 響 さ れ る 。 子 ど も の 物 語 に 耳 を 傾 け ， そ れ に

コ メ ン ト し ， 質 問 し て く れ る 他 者 の 存 在 が 不 可 欠 な の で あ る

（ p . 4 5 ）  

 

「 自 己 」 の物 語 が 新た に 生 み 出さ れ て いく 過 程 に おい て ， 対話 と い う協

働 的 な 行 為に お い て達 成 さ れ るこ と が 平易 な こ と ばで 言 い 表さ れ て いる。

溝 上 （ 2 0 0 8 ） は ， 岩 田 の こ の 自 己 論 に つ い て ， 行 為 主 体 と し て の 〈 わ

た し 〉，す な わ ち，ジ ェ ー ム ズの 自 己 の二 重 性 の 定式 の う ち，「 知 る自 己

（ s e l f  a s  k n o w e r  あ る い は  I ）」 に 関心 を 寄 せ るも の で あ る こ と を指

摘 し ， も うひ と つ の 「 知 ら れ る自 己 （ s e l f  a s  k n o w n  あ る い は  m e ）」

を 取 り 巻 く自 己 形 成の あ り 方 を「 他 者 の森 を か け 抜け て 自 己に な る 」と

表 現 し ， その 下 で 精緻 な 議 論 を行 っ て いる 。 こ の 議論 の 基 礎に は ， 自己

（ s e l f ） を 構 成す る ２ 者 ， 行 為主 体 で ある I と そ の 行 為 を他者 に と ら え

ら れ る m e の 両 方 が， 物 語 の 実践 ， す なわ ち ， 他 者と の 協 働に お い て達

成 さ れ る 対話 的 な 実践 に お い て構 成 さ れる と い う 考え 方 が ある 。 本 研究

が 関 心 を 寄 せ る ，「 物 語 」 に つ い て 読 み を 交 流 す る と い う 活 動 の 意 義 を

考 え る 上 で， 物 語 が人 の 存 在 を理 解 す る様 式 で あ ると い う こと は 踏 まえ

ら れ な け れば な ら ない 基 本 的 なア イ デ ィア と と ら えら れ る 。  

 

３  「物語」についての読みの深まり  

 

「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 深 ま り に つ い て は ， 心 理 学 領 域 に お い て

多 大 な 知 見の 積 み 重ね が あ る 。 こ れ ま で に ， 読 み 手そ れ ぞ れの 個 性 的な

読 み の 成 立 に つ な が る ，「 物 語 」 と の 相 互 作 用 に 由 来 す る 複 数 の 要 因 が

明 ら か に さ れ て い る 。「 物 語 」 の 主 人 公 と 読 み 手 の 性 別 や 年 代 な ど の 属

性 間 の 共 通 性 （ S c h a n k , 1 9 7 9 ），「 物 語 」 の 登 場 人 物 の 性 格 と 読 み 手

の 性 格 の 類 似 性 （ K o m e d a ,  K a w a s a k i ,  T s u n e m i  &  K u s u m i ,  

2 0 0 9 ），「 物 語 」 の 登 場 人 物 の 感 情 と 読 み 手 の 感 情 の 相 互 作 用
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（ D i j k s t r a  e t  a l . , 1 9 9 4 ）， 読 み 手 が 文 章 の 内 容 に つ い て も つ 知 識

（ M e a n s  &  V o s s ,  1 9 9 6 ）， 話 題 に つい て の 個 人的 特 性 や感 情 の か か

わ り （ A n d e r s o n  &  P i c h e r t ,  1 9 7 8 ） な ど で ある 。  

ま た ， こ の よ う な 要 因

を 踏 ま え た 「 物 語 」 の 理

解 過 程 モ デ ル も 提 案 さ れ

て い る 。 従 来 ，「 物 語 」

の 理 解 過 程 は ， 読 者 が テ

キ ス ト か ら 命 題 の ネ ッ ト

ワ ー ク を 抽 出 し 自 身 の 経

験 や 関 心 と 世 界 に つ い て

の 知 識 を 統 合 す る こ と

（ v a n  D i j k  &  

K i n t s c h ,  1 9 8 3 ） に よ

っ て ， 時 間 ， 因 果 関 係 ，

空 間 ， 目 標 ， 登 場 人 物 と

い っ た ５ つ の 次 元 か ら な

る 状 況 モ デ ル を 構 築 す る

こ と と 考 え ら れ て き た

（ Z w a a n ,  1 9 9 9 ）。 米

田 ・ 楠 見 （ 2 0 0 7 ） は ，

こ の ア イ デ ィ ア に 物 語 理

解 に お け る 感 情 研 究 の 知

見 を 統 合 し ， 読 者 と 主 人

公 の 類 似 性 の 高 低 が 主 人

公 へ の 共 感 に 影 響 を 与 え

る こ と を 踏 ま え 「 読 者 －

主 人 公 相 互 作 用 モ デ ル 」

を 示 し て い る （ F i g u r e １ ）。 こ の モ デ ル で は ，「 物 語 」 と 読 者 と の 相 互

作 用 が 考 慮さ れ て おり ， 主 人 公と 自 己 の重 な り に 個人 差 が ある こ と など，

人 を 理 解 する 方 法 とし て の 物 語 を 考 え る上 で 示 唆 に富 ん で いる 。  

さ ら に ， 最 近 で は ，「 物 語 」 の 理 解 研 究 に お け る 状 況 モ デ ル 理 論 を 基

礎 と し つ つ， こ れ に物 語 世 界 に没 入 す る体 験 に つ いて の 理 論を 組 み 合わ

せ て ， 実 際の 読 書 体験 の 総 体 を理 解 し よう と す る モデ ル の 提案 も な され

て い る （ 小山 内 ・ 楠見 ， 2 0 1 3 ）。  

F i g u r e  1  読 者 － 主 人 公 相 互 作 用 モ デ ル

（ 米 田 ・ 楠見 ， 2 0 0 7 ）  
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心 理 学 の 領 域 の 研 究 に お い て 理 解 過 程 モ デ ル の 精 緻 化 が 志 向 さ れ て

い る の に 対し て ， 国語 科 教 育 研究 で は ，授 業 に お ける 課 題 や発 問 の 開発

の た め に 「物 語 」 に対 す る 児 童・ 生 徒 の反 応 の 相 違に 関 心 を寄 せ る 議論

が 行 わ れ き て い る 。 こ の よ う な 議 論 で は ， 読 み の 「 構 え （ s t a n c e ）」，

す な わ ち 読み 手 が 物語 内 容 に 対し て ど のよ う な 距 離・ 態 度 を取 る か とい

う こ と が 検 討 の 対 象 と な る 。 た と え ば ， 大 西 （ 1 9 9 1 ） は ， こ の 観 点 に

お い て ， 児童 の 読 みを 具 体 的 に分 析 し ，客 観 的 か つ論 理 的 に作 品 を 理解

し て い る 「 対 象 化 型 」， 読 み 手 の 既 有 知 識 に 引 き 寄 せ て 理 解 す る 「 同 化

型 」， 叙 述 さ れ て い る 事 象 の 指 摘 に と ど ま る 「 事 象 型 」 の ３ 類 型 を 抽 出

し て い る 。  

「 物 語 」 に 対 す る 読 者 の 反 応 に 着 目 す る 研 究 ・ 実 践 上 の 立 場 は 読 者

反 応 理 論 と呼 ば れ る。 こ の よ うな 立 場 から ， 子 ど もが 実 際 の 「 物 語 」を

読 む 過 程 に お い て ど の よ う な 読 み の 「 構 え （ s t a n c e ）」 を と る の か と

い う 課 題 につ い て １学 級 の 児 童３ ６ 名 を対 象 に 実 験的 な 手 法で 検 討 した

の が 山 元 （ 1 9 9 2 ） で あ る 。 こ の 研 究 で は ， 宮 沢 賢 治 「 注 文 の 多 い 料 理

店 」 を 分 節化 し ， 調査 者 の 音 読を そ の 分節 毎 に 小 学校 ５ 年 生に 聞 き なが

ら 読 ん で もら い 「 感じ た こ と ・考 え た こと ・ 思 っ たこ と 」 とし て 児 童が

書 い た も のを 初 読 群と 再 読 群 とで 比 較 する 分 析 に よっ て 反 応の 検 討 を行

っ て い る 。そ の 結 果か ら ， 児 童が 「 物 語」 を 読 み 進め る 初 期の 段 階 で虚

構 世 界 の 中に 入 っ てい き ， 読 み進 む 過 程で は そ の 中を 移 動 し， 終 末 期で

は 虚 構 世 界の 外 に 立っ て そ の 経験 を 振 り返 る と 主 張し て い る。 こ れ は，

読 み 手 に とっ て の 読書 体 験 が ，現 実 世 界 か ら 「 物 語」 世 界 へ入 っ て いき

ま た 戻 っ てく る も ので あ る と いう 大 き な 枠 組 み を 確認 す る もの と 捉 えら

れ る 。  

読 者 の こ の よ う な 「 物 語 」 の 理 解 の あ り 方 に つ い て ，「 物 語 」 の こ と

ば の 仕 組 みの 側 に 着目 し ， 詳 細に 理 論 的 検 討 を 行 った の が 受容 美 学 の提

唱 者 イ ー ザー （ W o l f g a n g  I s e r ） で あ る 。 読 み 手が 「 物 語」 の よ う な

虚 構 テ ク ス ト と い う 対 象 に 意 味 づ け る 過 程 の 特 徴 に つ い て ， イ ー ザ ー

（ 1 9 9 8 ） は 次の よう に 述 べ る。  

 

 テ ク ス トと い う 〈対 象 〉 は ，読 書 の 連続 し た さ まざ ま な 相を 通 し

て し か 想 像す る こ とが で き な い。 わ れ われ は 事 物 に対 し て は， そ の

外 に お り ，テ ク ス トに 対 し て は， い つ もそ の 中 に いる 。 従 って ， テ

ク ス ト と 読者 と の 関係 は ， 事 物と 観 察 者と の 関 係 とは 全 く 異な る 。

主 体 － 客 体関 係 と は 違 っ て ， 読者 は 自 分が と ら え よう と す るも の の
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内 部 で ， 遠近 法 の 視点 を と り なが ら 移 動し て い く 。視 点 の 移動 に よ

っ て 対 象 をと ら え ねば な ら な いと こ ろ が， 虚 構 テ クス ト の 特徴 と い

え る （ p . 1 8 7 ）。  

 

読 み 手 が 「物 語 」 を読 ん で そ の内 容 を 捉え る 過 程 が， 主 体 - 客 体 関 係

と い う 現 実世 界 に おけ る 人 間 と認 識 対 象と の 一 般 的な 関 係 性と 異 な る枠

組 み の う ちに あ る こと が 指 摘 され て い る。 読 む こ とに お い て， 読 み 手は

捉 え よ う とす る 対 象を 自 ら 構 築し て い る。 そ れ は ，対 象 を 捉え る 読 み手

の 視 点 と いう も の が， 現 実 世 界に お け る物 理 的 な 条件 と は 異な る 制 約に

よ っ て 決 定さ れ て いる こ と を 意味 し て いる 。 虚 構 テク ス ト に備 わ る この

よ う な 制 約を イ ー ザー は ，「遠 近 法」（ p e r s p e k t i v e ） と 呼ん で い る 。

「 遠 近 法 」と は ，「物 語 」 の よう な 虚 構テ ク ス ト の意 味 を 指示 す る よ う

に 相 互 に 関連 を 保 つ４ つ の 支 柱， す な わち 「 語 り 手」，「 登 場人 物 」，

「 筋 」，「 虚構 の 読 者」 の こ と を指 し て いる （ イ ー ザー ,  1 9 9 8 ,  

p . 6 0 ）。 読む と い う行 為 に お ける 読 み 手と テ ク ス トを 構 成 する 「 遠 近

法 」 と の 関わ り に つい て イ ー ザー は 次 のよ う に 説 明す る 。  

 

テ ク ス ト の遠 近 法 が共 通 し た 地平 を 指 示す る と い って も , その 地

平 も , 全 体 を 見 通すこ と の で きる 視 点 もテ ク ス ト に言 語 化 され て い

る わ け で はな く ， イメ ー ジ に よっ て と らえ な け れ ばな ら な い。 ま さ

に こ の 点 で， 読 者 はテ ク ス ト 構造 に 組 み込 ま れ た 役割 に 参 加す る よ

う に 呼 び かけ ら れ 始め る 。 個 々の 遠 近 法は ， 行 為 構造 の 面 では ， 読

者 の イ メ ージ を 喚 起す る 契 機 とな る 。 読者 は そ の 指示 に 従 って 表 象

行 為 を 行 い， さ ま ざま な 遠 近 法を あ れ これ 結 び つ けて み て ，テ ク ス

ト の 言 語 が暗 示 は して い る が 直接 指 示 は行 っ て い ない も の を思 い 浮

か べ る 。 読書 過 程 にあ っ て は ，ひ と た び作 り 出 さ れた イ メ ージ が ，

新 た な 指 示を 統 合 する 段 に な ると 効 果 を失 い ， ま た新 た な イメ ー ジ

を 必 要 と する と い った こ と を 繰り 返 し た結 果 ， 一 連の イ メ ージ の ま

と ま り が 得ら れ る 。こ う し た イメ ー ジ の補 正 に よ って ， 同 時に 視 点

の 修 正 も たえ ず 行 われ る 。 つ まり ， イ メー ジ 形 成 につ れ て ，そ こ で

と る べ き 態度 が 変 わる た め に ，視 点 は たえ ず 修 正 され な け れば な ら

な い が ， この よ う にし て 読 者 の視 点 と 遠近 法 の 共 通点 と は ，表 象 行

為 が 続 け られ る う ちに 相 互 に 密接 に 結 びつ き ， そ こか ら テ クス ト の

意 味 が 構 成さ れ て くる 。 同 時 に， 読 者 はテ ク ス ト ない し テ クス ト の

世 界 に 取 り込 ま れ てい る の で ある （ p p . 6 1 - 6 2 ）。  
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「 物 語 」 のよ う な 虚構 テ ク ス ト を 読 む とい う 行 為 にお い て ，読 み 手

は 虚 構 テ クス ト の 個々 の 遠 近 法を 契 機 とし て イ メ ージ を 喚 起さ れ る とと

も に ， そ の遠 近 法 相互 を 仲 介 する 役 割 を任 意 の 視 点（ v i e w p o i n t ） に

お い て 負 うこ と に なる 。 読 み 手が ， 読 むと い う 行 為に お い て， こ の 任意

の 視 点 を 修正 し な がら 得 ら れ たイ メ ー ジの 補 正 を 行う こ と を繰 り 返 すこ

と で ， テ クス ト の 遠近 法 が 指 示す る 共 通点 を 踏 ま えた 読 み 手な り の 意味

づ け が 行 われ る 。 読み 手 が 「 物語 」 の 出来 事 を あ る視 点 か ら意 味 づ ける

と い う こ とは ， そ の出 来 事 に 備わ る 解 釈の 可 能 性 のす べ て を明 ら か には

で き な い こと を 意 味し て い る 。  

 

読 者 は 視 点 を ， と ら え よ う と す る も の の 中 に お か ざ る を え な い が ，

同 時 に 目 の 届 か ぬ と こ ろ が で て く る 。 読 者 は た え ず テ ク ス ト の 中 で

視 点 を ず ら し て 行 く わ け で ， そ の 限 り で は 読 者 は テ ク ス ト を 局 面 で

し か と ら え る こ と が で き な い 。 局 面 に は テ ク ス ト の 対 象 性 （ 美 的 対

象 ） が あ る こ と は あ る が ， ど れ も そ の 総 体 を 示 す わ け で は な い 。 つ

ま り ， テ ク ス ト の 対 象 性 は ， 読 書 の 時 間 の 流 れ の 中 に 表 れ て く る も

の の ど れ と も 同 一 で は な く ， 総 体 を と ら え る に は 綜 合 を 行 う し か な

い （ p p . 1 8 8 - 1 8 9 ）。  

 

イ ー ザ ー の言 い 方 に倣 う な ら ，わ れ わ れは 「 物 語 」を 読 む とき ， そ の テ

ク ス ト を 構成 す る 「遠 近 法 」 に導 か れ なが ら 視 点 を移 動 さ せて い く こと

で 「 物 語 」の 世 界 に生 き る こ と に な る ので あ る 。  

こ の 節 の 初 め に 見 た と お り 心 理 学 領 域 の 研 究 で は 「 物 語 」 を 読 む こ

と に つ い て知 見 が 積み 重 ね ら れ， 虚 構 世界 の 出 来 事や 登 場 人物 に つ いて

理 解 す る 過程 モ デ ルの 精 緻 化 が 進 ん で いる 。 し か し， そ こ では 文 学 ・批

評 研 究 に おい て 強 い関 心 が 寄 せら れ て いる 語 り や 視点 の あ り方 の こ とは

十 分 に 考 慮さ れ て いな い 。 読 者と 「 物 語」 の 虚 構 世界 の 出 来事 や 登 場人

物 と の 関 係性 は ， 現実 世 界 に おけ る 人 間と 認 識 対 象と の 一 般的 な 関 係性

と は 異 な る枠 組 み のう ち に あ る。 こ の 点を 踏 ま え ，読 者 の 虚構 世 界 に対

す る 認 知 過程 を 媒 介す る 「 物 語」 の こ とば の 仕 組 みと 関 連 付け た モ デル

の 構 築 が 望ま れ る 。 そ の 一 方 で， 読 者 が虚 構 世 界 の内 と 外 を行 き 来 しな

が ら 自 ら の 読 み を 構 築 し て い く 過 程 （ L a n g e r ,  2 0 1 1 ） に つ い て ， 読

者 反 応 理 論に 依 拠 しな が ら ， 実際 の 「 物語 」 に 対 する 読 者 の反 応 や 個人

に よ る 相 違 を 踏 ま え て 具 体 的 な 分 析 を 行 う 研 究 も 十 分 で は な い 。「 物 語 」
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の 語 り の あり 方 と それ に 応 じ る読 者 の 読み の 視 点 のあ り 方 とを 関 連 付け

て 具 体 的 に検 討 す るこ と は 課 題と し て 残さ れ て い る。 出 来 事 や 登 場 人物

の 理 解 過 程に 対 し て「 物 語 」 のこ と ば の仕 組 み が 与え る 影 響を 考 慮 した

実 証 的 な 研 究 は ，「 物 語 」 に つ い て の 心 理 学 的 研 究 ， 文 学 ・ 批 評 研 究 の

こ れ ま で の不 足 を 補い ， 双 方 の理 論 的 な架 橋 を 促 すこ と が 期待 さ れる。  

 

４  「物語」のことばとその特徴  

 

本 項 で は ，「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 に つ い て の 理 解 を よ り 深 め る た

め に ，「 物 語 」 の こ と ば の 特 徴 に つ い て 検 討 す る 。 文 学 研 究 上 の １ つ の

立 場 で あ る テ ク ス ト 論 の 立 場 か ら は ，「 ど の よ う な テ ク ス ト も さ ま ざ ま

な 引 用 の モザ イ ク とし て 形 成 され ， テ クス ト は す べて ， も うひ と つ の別

な テ ク ス トの 吸 収 と 変 形 に ほ かな ら な い」（ ク リス テ ヴ ァ ,  1 9 8 3 ,  p . 6 1 ）

と 捉 え ら れる 。 こ れは ， バ フ チン （ 2 0 1 3 ,  1 9 9 6 ） が ， ド スト エ フ ス キ

ー の 小 説 作品 の 特 徴に つ い て 提出 し た アイ デ ィ ア を散 文 体 によ る 文 学的

文 章 一 般 に通 ず る 性質 と し て 捉え 直 し たも の で あ る （ ロ ッ ジ ,  1 9 9 2 ）。

バ フ チ ン （ 2 0 1 3 ） は ， 芸 術 的 散 文 の こ の 特 徴 に つ い て 次 の よ う に 述 べ

て い る 。  

 

自立しており融合していない複数の声や意識，すなわち十全な価

値をもった声たちの真のポリフォニーは，実際，ドストエフスキー

の長編小説の基本的特徴となっている。 作 品 の な かで く り ひろ げ ら

れ て い る のは ， た だひ と つ の 作者 の 意 識に 照 ら さ れた た だ ひと つ の

客 体 的 世 界に お け る複 数 の 運 命や 生 で はな い ， そ うで は な く， こ こ

で は ，自分たちの世界をもった複数の対等な意識 こそ が ， みず か ら

の 非 融 合 状態 を 保 ちな が ら 組 み合 わ さ って ， あ る 出来 事 と いう 統 一

体 を な し てい る の であ る 。 実 際， ド ス トエ フ ス キ ーの 主 人 公達 は ，

外 な ら ぬ 芸術 家 の 創作 構 想 の 中で ， 作者のことばの客体であるだけ

でなく，直接に意味をおびた自分自身の言葉の主体にもなっている

のである（ p . 1 8）。  

 

散 文 体 の 「 物 語 」 は ， 複 数 の 主 体 に よ る こ と ば の モ ザ イ ク と し て 構

成 さ れ る ので あ る 。 線 状 的 に 示さ れ る こと ば の 羅 列に 複 数 の主 体 の 存在

を 認 め る 考え 方 の 基盤 と な っ てい る の が「 言 語 の 多様 性 （ ラズ ノ レ ーチ

ェ ）」（ バ フチ ン ,  1 9 9 6 ,  p p . 8 3 - 1 4 0 ） と い う アイ デ ィ アで あ る 。 バフ
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チ ン は ， こ の ア イ デ ィ ア を 「 小 説 （ 芸 術 的 散 文 ）」 と い う ジ ャ ン ル の 特

徴 と 関 連 づけ て 次 のよ う に 述 べて い る 。  

 

小 説 と は 言葉 づ か いの 社 会 的 多様 性 や ，あ る 場 合 には 多 言 語の 併

用 や ， ま た個 々 の 声た ち の 多 様性 が 芸 術的 に 組 織 され た も ので あ る。

単 一 の 国 語は そ の 内部 で 様 々 に― ― 社 会的 諸 方 言 ，集 団 の 言葉 遣 い，

職 業 的 な 隠語 ， ジ ャン ル の 言 語， 世 代 や年 齢 に 固 有の 諸 言 語， 諸 潮

流 の 言 語 ，権 威 者 の言 語 ， サ ーク ル の 言語 や 短 命 な流 行 語 ，社 会 ・

政 治 的 に 一 定 の 日 や さ ら に は 一 定 の 時 刻 に さ え 用 い ら れ る 諸 言 語

（ 毎 日 が 自ら の ス ロー ガ ン を ，語 彙 を ，自 己 の ア クセ ン ト を持 っ て

い る ） 等 に分 化 し てい る が ， この よ う にあ ら ゆ る 言語 が そ の歴 史 的

存 在 の あ らゆ る 瞬 間に お い て ，内 的 に 分化 し て い ると い う こと が ，

小 説 と い うジ ャ ン ルの 不 可 欠 な前 提 な ので あ る （ バフ チ ン ,  1 9 9 6 ,  

p . 1 6 ）。  

 

 言 語 は ，社 会 的 ・歴 史 的 ・ 文化 的 ・ 階層 的 な ど の諸 側 面 にお い て 内的

に 分 化 し てい る 。 その 内 的 な 分化 は ， 実際 の 言 語 コミ ュ ニ ケー シ ョ ンに

お け る 発 話に お い て具 体 化 さ れる 。 す なわ ち ， ひ とつ ひ と つの 発 話 には，

そ れ が 使 用さ れ た 具体 的 な 言 語コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンを 取 り 巻く 具 体 的な

状 況 と そ の中 に あ る主 体 の 意 図が 表 れ る。 我 々 は 「物 語 」 を読 む 場 合，

そ の テ キ スト を モ ザイ ク 状 に 構成 す る 「諸 言 語 す べて の 裡 には ， 具 体的

な 社 会 的 ・歴 史 的 な衣 装 を ま とっ た 話 者た ち の 像 をみ て 取 るこ と が でき

る 」（ バフ チ ン ,  1 9 9 6 ,  p . 1 4 9 ） の で あ る 。  

バ フ チ ン （ 2 0 1 3 ） の 引 用 に 示 さ れ る よ う に ，「 物 語 」 が 「 ポ リ フ ォ

ニ ー 」 的 なも の で ある ， す な わ ち 「 多 声性 」 を そ の特 徴 と して 備 え てい

る こ と は ，虚 構 世 界 に 多 様 な 人物 が 登 場す る と い うこ と の みを 指 す わけ

で は な い 。物 語 の 登場 人 物 は ，直 接 に 意味 を お び た自 分 自 身の こ と ばの

主 体 （ I ） で あ る と 同 時 に ， 語 り 手 の こ と ば の 客 体 （ m e ） に も な っ て い

る 。 す な わち ， 物 語は ， 登 場 人物 の 行 為の 景 観 と 語り 手 の 意識 の 景 観と

の 二 重 性 によ っ て 特徴 づ け ら れる （ c . f . ,  B r u n e r ,  1 9 8 6 ;  1 9 9 0 ;  カ

ラ ー ,  2 0 0 3 ;  エ ー コ ,  2 0 1 1 ;  石 原 ,  2 0 0 9 ）。 物語 が 多声 的 で あ る とい

う と き ， それ は ， 虚構 世 界 に 多様 な 人 物が 登 場 す ると い う こと だ け でな

く ， そ の 登場 人 物 につ い て 語 る存 在 の 声が 別 に あ るこ と を 意味 し て いる。

読 み 手 は ，「 物 語 」 を 読 む 際 ， 一 人 ひ と り の 登 場 人 物 の 発 話 ， 語 り 口 か

ら ， そ の 発話 の 像 から ， 各 人 物の イ メ ージ を 作 り 上げ る だ けで な く ，地
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の 文 の 「 語り 手 の 語り 口 」 に も属 性 付 与を 行 い ， その 相 互 関係 の 中 に虚

構 世 界 を 織り 出 し なが ら 物 語 を読 ん で いる の で あ る（ 小 森 ,  1 9 9 1 b ）。  

「 物 語 」 の こ と ば に 「 多 声 性 」 が あ る こ と ， す な わ ち 異 な る 意 識 か

ら 発 話 さ れた 発 話 のモ ザ イ ク とし て と らえ ら れ る こと は ， 第 1 章 第 1 節

３ 項 で 検 討し て き た 文 章 理 解 の心 理 学 ，あ る い は 文学 教 育 研究 の 領 域で

は 十 分 に 考慮 さ れ ては い な い 。し か し ， 第 1 章 第 1 節 ２ 項で 検 討 した

よ う に ， 人と い う 存在 を 理 解 する 様 式 とし て 物 語 をと ら え ると き ， その

「 多 声 性 」と い う 本質 的 な 特 徴は ， 自 己を 理 解 す るた め に 他者 を 必 要と

す る と い う原 理 に 通じ ， 重 要 な意 味 を もつ こ と に なる 。  

 

５  まとめ  

 

本 節 で は ，「 物 語 」 を 読 む こ と の 意 義 に か か わ り ， 物 語 の 定 義 や 機

能 ， 性 格 ，ま た 「 物語 」 の こ とば や 「 物語 」 を 読 む過 程 の 特徴 に つ いて

検 討 す る ため ， 心 理学 領 域 と 文学 ・ 批 評 領 域 に お ける 先 行 研究 に つ いて

レ ビ ュ ー を 行 っ た 。 ま ず ，「 物 語 」 が （ 書 き 手 ） か ら 聞 き 手 （ 読 み 手 ）

へ の 情 報 伝達 の 導 管 で は な く ，語 り 手 （書 き 手 ） と聞 き 手 （読 み 手 ）の

対 話 の 場 であ る こ と， 物 語 が 出来 事 と 出来 事 を 関 連付 け 筋 立て る 行 為と

し て 定 義 され ， そ れが 協 働 的 な意 味 生 成を 促 す も ので あ る こと を 確 認し

た 。 本 研 究 が 関 心 を 寄 せ る 授 業 の 文 脈 で 考 え る と ，「 物 語 」 に つ い て の

読 み と は ，話 題 と なっ て い る 出来 事 と 別の 出 来 事 を筋 立 て たも の ， すな

わ ち ，「 物 語 」 の 一 部 に つ い て 語 り 直 し た 生 徒 な り の 新 た な 物 語 と と ら

え る こ と がで き る 。そ し て ， 教材 と し ての 「 物 語 」と は ， その 教 室 の仲

間 が 物 語 の実 践 に おい て 共 有 し利 用 す る出 来 事 を 提示 す る もの と 言 うこ

と が で き るだ ろ う 。 次 に ， 生 成的 な 機 能を 持 つ 物 語が ， 人 の存 在 を 理解

す る 様 式 であ る こ とを 確 認 し た。 こ こ から ， 読 み の交 流 を ，生 徒 が 共有

す る 出 来 事を め ぐ って ， 様 々 な語 り を 重ね ， そ こ にか か わ る人 に つ いて

の 理 解 を 深め る 対 話的 な 実 践 とみ な す こと が で き る 。 生 徒 が， 人 と いう

存 在 を 理 解す る 実 践に 参 与 す るこ と ， その 過 程 で 物語 の 様 式に つ い て親

し ん で い くこ と を ，教 室 で 他 者と 共 に 「物 語 」 を 読む こ と の意 義 と して

考 え る こ と が で き る だ ろ う 。 そ し て ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 考 え る

上 で ，「 物 語 」 の こ と ば の 仕 組 み と 「 物 語 」 に 対 す る 読 み 手 の 理 解 ・ 反

応 と を 関 連付 け て 行く こ と が 課題 と し て残 さ れ て いる こ と を確 認 し た。

さ ら に ， バ フ チ ン （ 1 9 9 6 ;  2 0 1 3 ） の 議 論 を 参 照 し な が ら ，「 物 語 」 の

こ と ば が 登場 人 物 の行 為 の 景 観と 語 り 手の 意 識 の 景観 の 二 重性 を 特 徴と
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す る こ と を 確 認 し た 。 こ の 知 見 は ，「 物 語 」 の こ と ば の 仕 組 み と 「 物 語 」

に 対 す る 読み 手 の 理解 ・ 反 応 とを 関 連 付け て 議 論 する 上 で ，有 益 な 手が

か り と な ると 考 え られ る 。   

  

第２節  「物語」についての読みの交流に関する研究の課題  

 

 本 節 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 交 流 に つ い て 研 究 す る 上 で の 課

題 に つ い て 検 討 す る 。 ま ず ，「 物 語 」 を 教 材 と す る 授 業 が 我 が 国 に お い

て ど の よ うに 実 践 され て き て いる の か を確 認 す る 。 そ の 上 で， 協 働 的な

学 習 活 動 を基 盤 と する 授 業 の 先行 研 究 を検 討 し て ，こ の よ うな 授 業 の特

徴 に つ い て整 理 し ，研 究 上 ， 留意 す べ き点 を 明 ら かに す る 。 さ ら に ，生

徒 が 国 語 の授 業 に おい て 「 物 語」 に つ いて 協 働 的 に読 み を 深め る 過 程を

分 析 の 対 象と し て 実証 的 な 研 究を 行 う 上で の 方 法 論的 な 課 題に つ い て ，

先 行 研 究 にお け る 知見 と 残 さ れた 課 題 から 議 論 を 行う 。  

 

１  「物語」を教材とする授業実践  

 

我 が 国 に お け る 初 等 ・ 中 等 教 育 に お け る 国 語 科 の 授 業 実 践 史 を ひ も

と い て み る と ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 教 育 と 読 み を 交 流 さ せ る 学 習

活 動 と が 古 く か ら 結 び つ い て い た こ と を 確 認 で き る （ c . f . ,  竹 長 ,  

2 0 0 2 ）。 そ れ は ， 一 人 一 人 の 子 ど も の 読 み を 大 事 に し な が ら 他 者 と 対

話 的 に か かわ ら せ る中 で 「 物 語」 を 読 む 力 を 育 成 しよ う と いう 実 践 の 伝

統 で あ る 。 こ の よ う な 実 践 の あ り 方 に つ い て ， 藤 森 （ 2 0 0 5 ） は ， 虚 構

で あ る 「 物 語 」 を 読 む と い う 場 に お い て ， 読 者 が 「 生 身 の 自 己 を 〈 他

者 〉 の 括 弧 に く く り 」， そ こ で 「 物 語 」 を 媒 介 と し て 相 互 に つ な が り な

が ら 異 な る視 点 の あり 方 に 触 れる 経 験 が生 徒 に と って の 「 物語 」 の 読み

の 交 流 活 動の 魅 力 とな っ て い ると 主 張 して い る 。 国語 科 教 育に お い て，

「 物 語 」 の読 み の 交流 に 積 極 的な 価 値 を認 め ， 子 ども 一 人 一人 の 読 む力

を 高 め る ため に 教 室に 対 話 的 な学 び を 創り 出 す こ とが 必 要 であ る と 考え

ら れ て い る（ c . f . ,  山 元 ， 2 0 0 5 ；田 近， 2 0 1 3 ）。  

た だ ， こ の よ う な 実 践 の 価 値 が 一 般 に 広 く 認 め ら れ て ，「 物 語 」 の 授

業 の 基 本 的な ス タ イル と し て 全国 の 教 室に 定 着 し てい る わ けで は な い。

そ の た め ，「 物 語 」 を 読 む 授 業 を 教 室 で の 子 ど も た ち の 対 話 的 な 関 係 を

通 し て 実 現し よ う ，そ の 前 提 とし て 一 人ひ と り の 子ど も の 読み に 積 極的

な 価 値 を 認め よ う とい っ た 主 張は ， こ れま で 何 度 とな く 繰 り返 さ れ て き
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て い る （ c . f . ,  太 田 ,  1 9 7 0 ;  上 谷 ,  1 9 9 7 ;  田 中 ・ 町 田 ,  2 0 0 6 ）。  

こ の こ と に か か わ り ， 塚 田 （ 2 0 0 5 ） は ， 我 が 国 の 文 学 教 育 研 究 で は ，

高 度 に 洗 練さ れ た 既成 の 文 学 的遺 産 の 再配 分 や 再 生産 の 議 論か ら 出 発し

て 文 学 教 育を 語 る よう な 言 説 のあ り 方 が支 配 的 で ある こ と を指 摘 し てい

る 。  

 

 こ れ ま で の 文 学 教 育 は ， こ ど も に 教 え る べ き ， こ ど も が ま だ 習 得

し て い な い 既 成 の 文 学 的 価 値 や 技 術 を ， 教 師 が 権 威 者 と し て 自 ら の

ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 確 認 す る こ と と 結 局 は 大 差 の な い 流 儀 で 取 り 上

げ て き た に過 ぎ な い。（ p . 2 8 1 ）  

 

教 師 が 「 権威 者 」 とし て 「 既 成の 文 学 的価 値 や 技 術」 を 子 ども に 伝 達す

る 授 業 観 に基 づ く 実践 や 議 論 が行 わ れ てき た こ と に対 し て 強い 調 子 で批

判 が 述 べ られ て い る。  

  こ の よ う な 実 践 の あ り 方 は ，「 伝 統 的 な 授 業 （ t r a d i t i o n a l  

l e s s o n s ）」（ C a z d e n ， 2 0 0 1 ） と 呼 ば れ る 授 業 ス タ イ ル に 分 類 で き る

だ ろ う 。 この よ う な授 業 ス タ イル に お ける 教 室 の コミ ュ ニ ケー シ ョ ンは，

「 I R E / I R F （教 師の 発 問 I n i t i a t i o n － 生 徒 の 反 応 R e s p o n s e － 教 師

の 評 価 ／ 反応 E v a l u a t i o n / F e e d b a c k ） 連 鎖 」 とい う 構 造 に お い て 特

徴 づ け ら れ る 。「 I R E / I R F 連 鎖 」 は ， 生 徒 の 発 言 を 教 師 が 一 方 的 に 制

御 す る も ので あ り ，教 室 の 談 話は モ ノ ロー グ 的 な 発話 で 支 配さ れ る こと

に な る と され る 。 O E C D が 2 0 0 9 年 に行 っ た 国 際的 な 学 力調 査 の 結 果

に お い て ，我 が 国 の 中 等 教 育 段階 に お ける 国 語 の 授業 の 傾 向と し て ，生

徒 が 質 問 を出 す 機 会が 少 な く ，ま た ， 課題 に つ い て 示 さ れ た生 徒 の 考え

に つ い て 議 論 す る 機 会 が 少 な い こ と が 示 さ れ て い る （ O E C D ,  2 0 0 9 ）。

現 在 で も 日 本 の 多 く の 教 室 で 「 I R E 連 鎖 」 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 構 造

を 特 徴 と する 「 伝 統的 な 授 業 」が 行 わ れて い る と 考え ら れ る。  

本 研 究 が 関 心 を 寄 せ る ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 交 流 す る 活 動 に 積

極 的 な 価 値 を 認 め る 実 践 の あ り 方 は ，「 非 伝 統 的 な 授 業

（ n o n t r a d i t i o n a l  l e s s o n s ）」（ C a z d e n ， 2 0 0 1 ） に 分 類 さ れ る 。

そ れ は ， 個々 の 子 ども の 発 言 が大 事 に され ， 教 室 の談 話 が 対話 的 な 発話

に よ っ て 構成 さ れ る可 能 性 の ある 授 業 実践 の あ り 方で あ る 。国 語 科 教育

の 分 野 で も ，「 伝 統 的 な 授 業 」 の あ り 方 を 克 服 す る こ と が 目 指 さ れ て い

る 。 た と え ば ， 山 元 （ 2 0 1 0 ） は ，「 物 語 」 を 読 む 授 業 の 基 本 的 な 指 導

過 程 を 次 のよ う に 示し て い る （ p p . 1 0 4 - 1 1 4 ）。  
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ア  作 品 に対 す る 子ど も の 関 心を 促 し ，反 応 を ひ らい て い くこ と  

イ  「 一 人読 み 」 の際 の 「 書 きこ み 」  

ウ  話 し 合い 活 動 の組 織 化  

エ  自 ら の反 応 の 過程 を ふ り 返る 活 動 の組 織 化  

 

「 既 成 の 文学 的 価 値や 技 術 」 の伝 達 で はな く ， 個 々の 子 ど もの 読 む とい

う 行 為 を 授業 の 中 心に お い て 指導 過 程 が構 想 さ れ てい る 。 今日 で は ，こ

の よ う な 授業 観 に 基づ い て 様 々な 取 り 組み が 行 わ れる よ う にな っ て きて

い る 。 そ の中 で も 特に 重 要 だ と思 わ れ るの が ， 石 井順 治 の 一 連 の 仕 事で

あ る （ 石 井， 1 9 8 8 ;  2 0 0 4 ;  2 0 0 6 ;  2 0 1 2 ） 。 石 井 （ 2 0 0 6 ） は ， 3 0 年

を 超 え る 自身 の 授 業実 践 と 若 い教 師 と 協働 し て 進 めて き た 授業 づ く りを

踏 ま え て ，「 物 語 」 を 読 む 授 業の あ り 方に つ い て 次の よ う に述 べ ている。  

 

 読 む 喜 び は ， 一 人 ひ と り の 作 品 の 味 わ い か ら 生 ま れ る 。 そ し て ，

教 室 で 文 学 を 読 む 喜 び は ， そ の 一 人 ひ と り の 味 わ い が 生 か さ れ る と

こ ろ か ら 出 発 す る 。 そ し て ， 一 人 ひ と り の 読 み の 交 流 に よ っ て そ れ

ぞ れ の 子 ども に 新 たな 発 見 と 感動 が 生 まれ 深 ま る （ p . 4 6 ）。  

 

子 ど も 一 人ひ と り の読 み が 大 事に さ れ ，そ れ を 互 いが 聴 き 合う こ と で，

そ れ ぞ れ の子 ど も に 新 た な 発 見や 感 動 が生 ま れ る 。そ の た めに は ， 教室

に 民 主 主 義的 な 雰 囲気 が な け れば な ら ない し ， 教 師と 子 ど もの 中 に 社会

構 成 主 義 の学 習 観 が共 有 さ れ なけ れ ば なら な い だ ろう 。 「 物語 」 の 読み

の 交 流 に 積極 的 な 価値 を 認 め る授 業 実 践は ， こ の よう な 教 室の あ り 方を

ど こ か で 志向 す る もの と 考 え られ る 。  

 こ の よ うに 考 え てみ る と ， 授業 の 過 程に 「 物 語 」に つ い ての 読 み を交

流 す る 学 習活 動 を 導入 し ， そ の過 程 を 充実 さ せ よ うと す る こと は ， 教師

が 「 権 威 者」 と し て「 既 成 の 文学 的 価 値や 技 術 」 を子 ど も に伝 達 す る 授

業 観 を 乗 り越 え よ うと す る 試 みと し て とら え ら れ る。 「 物 語」 を 教 材と

し て 読 む 授業 を 分 析し 考 察 す る上 で ， 教室 を ， こ のよ う な ２つ の 授 業観

の せ め ぎ 合う 葛 藤 の場 と し て 理解 し て いく こ と が 必要 に な ると 考 え られ

る 。  

 

２  協働的な学習活動を基盤とする授業の特徴  
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今 日 ， 我 が 国 の 学 校 教 育 で は ，「 言 語 活 動 の 充 実 」 と い う キ ー ワ ー ド

の 下 ， 協 働的 な 学 習活 動 に よ って 基 礎 的な 知 識 や 技能 を 活 用し て 課 題を

解 決 す る 能力 の 育 成を 行 う こ とが 求 め られ て い る （ e .  g . ,  文 部 科 学 省 ,  

2 0 0 8 a ;  2 0 0 8 b ）。そ の 背 景 には ， 1 9 9 0 年 代 以 降 に 活発 に行 わ れ た ，

生 涯 学 習 社 会 に お け る 学 校 教 育 の 役 割 の 見 直 し ( 中 央 教 育 審 議 会 ,  

2 0 0 7 ;  ラ イ チ ェ ン  &  サ ル ガ ニ ク ,  2 0 0 6 ) や 社 会 構 成 主義 によ る 学 習 の

原 理 の 提 案（ B r o w n  &  C a m p i o n e ,  1 9 9 6 ），学 習 者 の相互 交 渉 過 程

へ の 能 動 的 な 参 加 の 意 義 を 強 調 す る 学 習 科 学 の 進 展 （ S a w y e r ,  2 0 0 6 ）

な ど ，「 協 働 」 や 「 対 話 」 を キ ー ワ ー ド に 教 育 活 動 を 見 直 す 議 論 が あ る

と 考 え ら れる 。    

学 習 者 に 焦 点 を 当 て た 研 究 の 進 展 は ， 授 業 に 協 働 的 な 学 習 活 動 を 導 入

し ， よ り 深 い 概 念 的 な 理 解 や 省 察 （ r e f l e c t i o n ） を 促 す よ う な 対 話 的

な 参 加 構 造 （ S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  S t r u c t u r e ） を 教 室 談 話 に 創

り 出 す こ とが 重 要 であ る と の 実践 的 な 示唆 を 見 出 して い る （ 米 国 学 術研

究 推 進 会 議 ， 2 0 0 2 ） 。「 参 加 構 造 」 と は ， 教 室 の 談 話 に ， 誰 が ど の よ う

に 参 加 し てい る か ， あ る い は すべ き か とい う コ ミ ュニ ケ ー ショ ン の あり

方 を 規 定 する 構 造 であ る （ E r i c k s o n ,  1 9 8 2 ;  茂 呂 ,  1 9 9 7 ）。 授 業に お

け る 対 話 的な 参 加 構造 を 重 視 する 立 場 から は ， 一 人の 教 師 と複 数 の 生徒

が 向 き 合 う形 態 を 前提 と す る 一斉 授 業 のみ で は な く， 小 グ ルー プ や ペア

で の 学 習 活動 を 基 本形 態 と し て授 業 を デザ イ ン す るこ と が 求め ら れ てい

る （ 秋 田 ,  2 0 0 0 ）。小 グ ル ー プや ペ ア での 学 習 活 動が 授 業 展開 に 導 入さ

れ る こ と で ， 子 ど も た ち の 発 言 の 機 会 が 保 障 さ れ る だ け で な く ，「 I R E

連 鎖 」 に 特徴 付 け られ る 授 業 のも の と は異 な る 参 加構 造 が 生ま れ る 可能

性 が 高 ま る 。 例 え ば ， 田 島 （ 2 0 0 3 ） は ， 実 際 の 教 室 談 話 の 具 体 的 な 分

析 に お い て， 子 ど もの 意 見 ， そこ で の 自己 修 正 過 程， 他 の 生徒 の 意 見へ

の 付 け 足 し（ 議 論 の発 展 ） な どが ， フ ォー マ ル な 言い 回 し が使 わ れ る教

師 － 生 徒 間の 「 支 配－ 服 従 」 関係 に お いて で は な く， イ ン フォ ー マ ルな

言 い 回 し が使 わ れ る教 師 － 生 徒， 生 徒 同士 の 対 等 な関 係 に おけ る 討 論の

時 に 見 ら れる こ と を実 証 的 に 示し て い る 。  

対 話 的 な 参 加 構 造 の 教 室 談 話 は ， 教 師 の 「 テ ス ト 的 な 質 問 （ t e s t  

q u e s t i o n s ）」 で は な く ， 質 問 者 が そ の 答 え を 事 前 に は 分 か っ て い な い

「 真 正 な 質 問 （ a u t h e n t i c  q u e s t i o n s ）」 に 基 づ い て 展 開 す る も の と

考 え ら れ る （ N y s t r a n d ＆ G a m o r a n ,  1 9 9 7 ;  N y s t r a n d  e t  a l ,  

2 0 0 3 ）。 そ の た め ，「 協 働 」 や 「 対 話 」 を キ ー ワ ー ド と す る 授 業 改 善 で

は ， 学 習 者 か ら 問 題 を 提 起 さ せ る こ と （ C o r n e l i u s  &  H e r r e n k o h l ，
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2 0 0 4 ） や 他 者 の 意 見 に 「 な ぜ 」 と い う 問 い か け を 行 う こ と （ レ イ ボ ウ ,  

1 9 9 6 ）， 分 か っ た こ と で は な く ， ど こ が 問 題 か ， ま た 何 を 知 り た い の

か を 学 習 者 相 互 に 明 確 に し て い く よ う 話 し 合 う こ と （ C h a n ， 2 0 0 0 ）

が 試 み ら れる 。  

我 が 国 で も 国 語 の 読 む こ と の 授 業 で 子 ど も の 問 い に 基 づ い て 実 践 を

展 開 す る こ と が 行 わ れ て い る 。 た と え ば ， 武 田 （ 2 0 0 8 ） は ， 文 章 教 材

に つ い て 解き 明 か した い 内 面 から の 「 問い 」 が 生 まれ て く ると き ， 子ど

も が 教 師 の予 想 を はる か に 超 えて ， 自 ら考 え ， 自 分が 納 得 でき る と ころ

ま で そ れ ぞれ に 追 究し ， 思 考 を深 め て いく こ と を 数多 く の 実践 事 例 の分

析 に よ っ て示 し て いる 。 ま た ，先 ほ ど 紹介 し た 石 井（ 2 0 0 6 ,  2 0 1 2 ） も，

児 童 の 受 け止 め や 発見 に も と づい て 教 室の 話 し 合 いを 創 る 「学 び 合 う学

び 」 の 文 学の 授 業 実践 に お い て， 児 童 が文 章 教 材 を深 く 味 わう こ と を報

告 し て い る。  

 協 働 的 な学 習 活 動 の 質 を 高 める 方 法 とし て ， 学 習活 動 の 過程 に お いて

課 題 に つ いて の そ れぞ れ の 子 ども が 考 えを 「 外 化 」す る こ と， す な わち

発 話 ， ジ ェス チ ャ ，描 画 な ど の形 で 表 示す る こ と が重 要 だ と考 え ら れて

い る （ S a w y e r ,  2 0 0 6 ； 白 水 ， 2 0 0 6 ）。 こ の よ う な 考 え に 基 づ い て ，

「 物 語 」 の読 み の 授業 実 践 に おい て 子 ども の 学 習 活動 を ア フォ ー ド する

よ う な ツ ール の 開 発が 行 わ れ てい る 。 例え ば ， 藤 森（ 2 0 0 7 ,  2 0 1 3 ） は，

「 物 語 」 につ い て の読 み の 交 流を 支 え るツ ー ル と して 自 分 の読 み に かか

わ る 事 実 や問 題 ， 解決 等 を 書 く欄 を 備 えた フ ォ ー マッ ト を 提案 し ， それ

に 基 づ い た 授 業 実 践 の 取 り 組 み を 報 告 し て い る 。 山 本 （ 2 0 1 4 ） は ，

「 物 語 」 の構 造 分 析や 物 語 文 法を 理 論 的な 基 盤 と する 「 ス トー リ ー マッ

プ 」 と い うビ ジ ュ アル ・ ツ ー ルを 授 業 に導 入 し ， 国語 科 の 授業 を 改 善す

る 試 み を まと め た もの で あ る 。  

 よ り 一 般的 な 授 業づ く り に おい て は ， 生 徒 が テ キス ト や 自己 と 深 く対

話 す る た めに 書 く 活動 を 授 業 デザ イ ン に 位 置 づ け るこ と の 必要 性 が 指摘

さ れ て い る ( 秋 田 ,  2 0 0 4 ;  井 上 ,  2 0 0 7 ) 。「 物 語 」 を読 む 授 業の 過 程 にお

い て ノ ー トや ワ ー クシ ー ト ， ある い は テキ ス ト の 余白 に 生 徒が 何 か 書き

こ み を 行 って い る とき ， ま た 書い た も のを ふ り 返 って い る とき ， 彼 らは

自 己 と の 対話 を 行 って い る の であ る 。 教室 に 生 起 する 学 習 をと ら え るた

め に ， 自 己と 他 者 との 対 話 関 係 だ け で なく ， 自 己 内対 話 に つい て 考 慮に

入 れ る べ き こ と が 指 摘 さ れ て い る （ 佐 藤 ， 2 0 0 7 ）。 分 析 の 対 象 に 生 徒

が 書 い た もの を 加 える こ と で ， 授 業 に おけ る 生 徒 の 学 習 に より 深 く 迫る

こ と が で きる だ ろ う。  
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授 業 過 程 に お い て 子 ど も が 書 い た も の を 教 科 内 容 の 理 解 と 関 連 付 け

た 分 析 し た 研 究 も す で に 複 数 行 わ れ て い る 。 藤 村 ・ 太 田 （ 2 0 0 2 ） は ，

小 学 ５ 年 生の 算 数 の授 業 に つ いて ， ワ ーク シ ー ト の記 述 を 授業 過 程 に位

置 付 け て 分析 す る こと で 話 し 合い を 通 した 課 題 解 決の 方 略 の変 容 過 程に

つ い て 明 ら か に し て い る 。 ま た ， 河 野 （ 2 0 0 7 ） は ， 小 学 ５ 年 生 の 算 数

の 授 業 に おい て 教 師の 用 意 し た「 数 直 線図 」 で は なく ， 子 ども た ち 自身

が 作 成 し た 絵 画 が 子 ど も の 理 解 深 化 を 支 え た こ と を 報 告 し て い る 。「 物

語 」 を 読 む授 業 に つい て 検 討 する 上 で も， 授 業 の 過程 に お いて 生 徒 が 書

い た も の を分 析 の 対象 に 加 え るこ と で ，彼 ら の 学 習の あ り よう ， 特 に自

己 内 対 話 につ い て 深く 迫 る こ とが 求 め られ る 。  

 本 節 で は， 協 働 的な 学 習 活 動を 基 盤 とす る 授 業 の特 徴 に つい て 考 察し

た 。 こ こ まで に 指 摘し た ３ 点 の特 徴 に 応じ て ， 協 働的 な 学 習活 動 を 基盤

と す る 授 業を 検 討 する 上 で の 留意 点 が 挙げ ら れ る 。 第 １ に ，一 人 の 教師

と 複 数 の 生徒 が や りと り す る 教室 全 体 での 議 論 だ けで な く ， 小 グ ル ープ

や ペ ア で の学 習 活 動の 局 面 に 目を 向 け るこ と で あ る 。 第 ２ に， そ れ ぞれ

の 生 徒 の 問い や 考 えと の か か わり か ら 教室 談 話 を とら え る こと で あ る。

第 ３ に ， 授業 の 過 程に お い て 生徒 が 書 いた も の ， また そ の 利用 の あ り方

に 注 目 す べき と い うこ と で あ る。  

 

３  教室談話研究からみた「物語」の授業  

 

 授 業 と いう 社 会 文化 的 文 脈 に位 置 づ けら れ た 言 語コ ミ ュ ニケ ー シ ョン

を 直 接 の 分析 対 象 とし て き た のが 教 室 談話 研 究 で ある 。 こ れは 認 知 が社

会 的 に 構 成さ れ る とい う 立 場 から 協 働 的に 構 成 さ れる 対 話 の過 程 を 検討

す る こ と で 人 の 認 知 過 程 に 迫 ろ う と す る ア プ ロ ー チ で あ る （ 茂 呂 ，

1 9 9 7 ）。 そ の 研 究 の ス タ ン ス は ， 具 体 的 な 発 話 の み で な く ， 発 話 が 生

成 さ れ る 状況 や 文 脈， 集 団 の あり 方 ま でを 対 象 に する と い う 点 に お いて

特 徴 付 け られ る （ 秋田 ,  1 9 9 8 ）。 教 室 談話 研 究 は 教室 に お ける 具 体 的な

文 脈 や 状 況を 含 む コミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を検 討 す る こと を 通 して ， 教 室に

お け る 社 会的 関 係 や政 治 性 ， 学校 教 育 のも つ 制 度 的特 質 ， そし て 教 室に

お け る 学 習の 社 会 文化 性 を 明 らか に し てき て い る （藤 江 ,  2 0 1 0 ）。  

教 室 に お け る 子 ど も の 学 び を 談 話 過 程 か ら と ら え る 研 究 で は ， 先 行

発 話 へ の 言及 の あ り方 や 発 話 の様 式 ， その 葛 藤 に 着目 し た 分析 が 行 われ

て い る 。 具 体 的 に は ， 発 話 へ の 他 者 の 発 話 の 取 り 込 み の 様 相

（ K n o e l l e r ,  1 9 9 4 ;  1 9 9 8 ） や 発 話の 宛 名 性 とか か わ るレ ジ ス タ ーの
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交 替 （ 茂 呂 ， 1 9 9 7 ）， 子 ど も の 両 義 的 な 発 話 に 対 す る 教 師 の 対 応 （ 藤

江 ， 2 0 0 0 ）， 子 ど も が 他 の 子 ど も の 発 話 に 言 及 す る 際 の 間 接 話 法

（ i n d i r e c t  d i s c o u r s e ）（ W e r t s c h  &  T o m a ,  1 9 9 5 ;  村 瀨 ， 2 0 0 5 ），

子 ど も の 発 話 に 対 す る 教 師 の リ ヴ ォ イ シ ン グ （ 一 柳 ， 2 0 0 9 ）， 言 い 淀

み や 躊 躇 ， 仮 説 的 な 表 現 を 含 ん だ 不 完 全 な 話 し 方 （ 一 柳 ， 2 0 1 3 ） な ど

に 着 目 し た談 話 分 析 に よ っ て ，教 室 で の子 ど も の 学習 過 程 につ い て の知

見 が 積 み 重ね ら れ てき て い る 。  

「 物 語 」 を 読 む 国 語 の 授 業 に お け る 児 童 の 学 習 過 程 を 実 際 の 教 室 談

話 に 基 づ い て 具 体 的 か つ 詳 細 に 分 析 し た の が 佐 藤 （ 1 9 9 6 ） で あ る 。 こ

の 研 究 で は，「 物語 」（「 ご んぎ つ ね」） につ い て の 児童 （ 小 学校 ４ 年 生）

の 発 話 を ，自 分 の もの の 見 方 から の 一 方的 な メ ッ セー ジ や ，相 手 の 発言

に 対 し て 単に 反 対 ，賛 成 と し た評 価 し か行 わ な い 「モ ノ ロ ーグ 的 発 話」

と 自 分 の 意見 と 相 手の 意 見 の ２つ を 関 連づ け た り ，相 手 の 意見 に 対 する

コ メ ン ト を別 の 意 見と の 相 違 点を 並 べ て述 べ る 「 ダイ ア ロ ーグ 的 発 話」

に 分 類 し て教 室 談 話の 分 析 を 行っ て い る。 そ の 結 果と し て ，授 業 に おい

て 「 物 語 」を 読 み 進め る に 従 って 児 童 の全 発 話 に 占め る ダ イア ロ ー グ的

発 話 の 割 合が 増 え るこ と を 報 告し て い る。 ま た ， 子ど も が ，他 者 の 読み

の 影 響 を 受け な が らも 単 純 に それ を 取 り込 ん だ り ，一 方 的 に影 響 を 受け

た り す る ので は な く， 他 者 の 意見 を 批 判的 に 吟 味 し， そ れ ぞれ の 主 体性

を も っ て 他者 の 意 見に 対 峙 し てい る こ と， さ ら に ，読 み を 交流 さ せ る学

習 活 動 が ，学 習 者 によ っ て 自 己の 理 解 のモ ニ タ ー とし て 使 われ ， さ らに，

そ の 使 い 方に も 個 人差 の あ る こと を 示 して い る 。  

佐 藤 （ 1 9 9 6 ） で は ， 物 語 文 法 の 考 え 方 を 参 考 に テ キ ス ト の 理 解 モ デ

ル を 措 定 し， そ れ と関 連 付 け なが ら 発 話を 解 釈 し てい く 分 析手 法 が とら

れ て い る 。テ キ ス ト「 ご ん ぎ つね 」 の 意味 構 造 に つい て ， 登場 人 物 「ご

ん 」 の 行 為の 因 果 推論 と 推 論 のネ ッ ト ワー ク の 形 成に 力 点 を置 い た 概念

的 グ ラ フ 表現 に よ って 「 つ ぐ ない 」 を キー ワ ー ド とす る も のと 「 友 だち」

を キ ー ワ ー ド と す る も の ， こ の ２ 通 り が 示 さ れ て い る （ p p . 1 2 2 - 1 2 3 ）。

こ れ に 基 づい て ， 児童 の 読 み の違 い が ，登 場 人 物 「ご ん 」 の行 為 に 対す

る 「 つ ぐ ない 」 と 「友 だ ち 」 とい う ２ つの 意 味 づ けの あ り 方 の 違 い とし

て 把 握 さ れる こ と にな る 。  

佐 藤 （ 1 9 9 6 ） は ， 精 緻 な 理 論 枠 組 み に 基 づ い て 実 際 の 授 業 デ ー タ を

詳 細 に 分 析す る こ とで い く つ もの 知 見 と実 践 的 示 唆を 見 出 した 研 究 であ

る 。 し か し ，「 物 語 」 の こ と ば の も つ 登 場 人 物 の 行 為 の 景 観 と 語 り 手 の

意 識 の 景 観の 二 重 性と い う 特 徴に つ い て 十 分 に は 考慮 さ れ てい な い 。 そ



20 

 

の 分 析 で は児 童 が 主人 公 「 ご ん」 の 行 為の 意 図 や 目標 ば か りに 注 目 して

読 み を 進 めて い く こと が 前 提 とさ れ て いる 。 た と えば ， も う一 人 の 登場

人 物 で あ る「 兵 十 」の 視 点 か ら出 来 事 に意 味 づ け て行 く こ とや 「 物 語」

の 冒 頭 が 「こ れ は ，わ た し が 小 さ い と きに ， 村 の 茂平 と い うお じ い さん

か ら 聞 い た お 話 で す 。」 と 語 り 出 さ れ る こ と に 対 す る 意 味 づ け に つ い て

は 不 問 に 付さ れ て いる 。 こ の よう な 観 点か ら 「 物 語」 を 読 む授 業 に おけ

る 子 ど も の学 習 理 解に つ い て 記述 し て いく こ と が 本研 究 の 研究 課 題 とな

る 。  

 

４  まとめ  

 

 本 節 で は， 生 徒 が国 語 の 授 業に お い て 「 物 語 」 につ い て の読 み を 協働

的 に 深 め る過 程 に つい て 実 証 的な 研 究 を行 う 上 で の課 題 に つい て 先 行研

究 の レ ビ ュー を 通 して 検 討 を 行っ た 。  

 ま ず ，「 物 語 」 を 教 材 と す る 授 業 が 我 が 国 に お い て ど の よ う に 実 践 さ

れ て き て いる の か を確 認 し た 。 従 前 の 「物 語 」 の 授業 に つ いて ， 教 師が

「 権 威 者 」と し て 「既 成 の 文 学的 価 値 や技 術 」 を 子ど も に 伝達 す る こと

が ね ら い とさ れ て きた と い う 指摘 が あ った 。 現 在 ，こ れ を 超え て 一 人ひ

と り の 子 ども の 問 いや 考 え に より 沿 っ て授 業 を 構 想す る 民 主主 義 的 ，社

会 構 成 主 義的 な 授 業観 に 基 づ く実 践 を 行う こ と が 試み ら れ てい た 。 教室

を こ の よ うな 葛 藤 の場 と し て 理解 し て いく こ と が ， 「 物 語 」 を 教 材 とし

て 読 む 授 業を 分 析 し考 察 す る 上で 必 要 にな る だ ろ う。  

次 に ， 協 働 的 な 学 習 活 動 を 基 盤 と す る 授 業 の 先 行 研 究 を 検 討 し て ，

こ の よ う な授 業 の 特徴 に つ い て整 理 し ，研 究 上 ， 留意 す べ き 点 を 明 らか

に し た 。 この よ う な授 業 に つ いて 先 行 研究 か ら 見 出し た 特 徴か ら ３ つの

留 意 点 を 導出 し た 。第 １ に ， 一人 の 教 師と 複 数 の 生徒 が や りと り す る教

室 全 体 で の議 論 だ けで な く ， 小グ ル ー プや ペ ア で の学 習 活 動の 局 面 に目

を 向 け る こと で あ る。 第 ２ に ，そ れ ぞ れの 生 徒 の 問い や 考 えと の か かわ

り か ら 教 室談 話 を とら え る こ とで あ る 。第 ３ に ， 授業 の 過 程に お い て生

徒 が 書 い たも の ， また そ の 利 用の あ り 方に 注 目 す べき と い うこ と で ある。

第 ３ 章 以 降に お け る， 分 析 の 対象 と す るデ ー タ の 選定 や 分 析の 実 際 にお

い て 考 慮 して い く もの と す る 。  

次 に ， 生 徒 が 国 語 の 授 業 に お い て 「 物 語 」 に つ い て 協 働 的 に 読 み を

深 め る 過 程を 分 析 の対 象 と し て実 証 的 な研 究 を 行 う上 で の 方法 論 的 な課

題 に つ い て， 先 行 研究 に お け る知 見 と 残さ れ た 課 題 か ら 議 論を お こ なっ
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た 。 教 室 談話 研 究 が 先 行 発 話 への 言 及 のあ り 方 や 発話 の 様 式， そ の 葛藤

に 着 目 し て実 際 の 談話 過 程 の 分析 を 行 って い る こ とを 確 認 した 。 そ の上

で ， 国 語 科の 「 物 語」 を 読 む 授業 に つ いて の 先 行 研究 で は ，物 語 の こと

ば の 基 本 的な 特 徴 であ る ， 登 場人 物 の 行為 の 景 観 と語 り 手 の意 識 の 景観

の 二 重 性 につ い て 十分 に 考 慮 され て お らず ， こ の 点に 着 目 した 事 例 の検

討 が 本 研 究の 課 題 とし て 残 さ れて い る こと を 確 認 した 。  

 

第３節  本研究の理論的枠組み  

 

 前 節 で は， 物 語 の授 業 を 研 究す る 上 で， 先 行 研 究に お い て明 ら か にさ

れ た 知 見 と残 さ れ た課 題 に つ いて 検 討 した 。 本 節 では ， こ れを 踏 ま え，

「 物 語 」 につ い て の読 み の 交 流に お け る生 徒 の 学 びを 教 室 談話 と い う社

会 的 文 化 的な 状 況 に位 置 づ け て明 ら か にす る た め に， ど の よう な 立 場か

ら 何 を 分 析す る の かと い う 理 論的 枠 組 みに つ い て 論じ る 。  

 

１  行為を媒介する文化的道具への着目  

 

 国 語 の 授業 に お いて 生 徒 が 「物 語 」 を協 働 的 に 読み 深 め てい く 過 程は ，

そ の 授 業 の文 化 的 ，制 度 的 ， 歴 史 的 文 脈と 切 り 離 して 考 え るこ と が でき

な い 。 社 会的 な コ ミュ ニ ケ ー ショ ン 過 程と 個 人 の 心理 的 な 過程 と の 密接

な 結 び つ きに 注 目 しな が ら 人 間の 行 為 につ い て 分 析・ 考 察 を行 う 研 究上

の 立 場 の ひ と つ に 「 社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ 」（ ワ ー チ ,  2 0 0 2 ;  2 0 0 4 ）

が あ る 。  

個 人 の 心 理 的 な 過 程 が 他 者 と の 社 会 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 過 程 と

密 接 に 結 び付 い て いる と い う 社会 文 化 的ア プ ロ ー チの 基 本 的な ア イ ディ

ア は ， ヴ ィ ゴ ツ キ ー （ V y g o t s k y ,  L .  S . ） の 言 語 に か か わ る 諸 能 力

（ 高 次 精 神機 能 ） につ い て の 議論 に ， その 起 源 を 求め る こ とが で き る。

ヴ ィ ゴ ツ キ ー （ 2 0 0 3 ） は ， 高 次 精 神 機 能 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い

る 。  

 

あ ら ゆ る 高 次 精 神 機 能 は 子 ど も の 発 達 に お い て 二 回 あ ら わ れ ま す 。

最 初 は 集 団 的 活 動 ・ 社 会 的 活 動 と し て ， す な わ ち ， 精 神 間 機 能 と し

て ， 二 回 目 に は 個 人 的 活 動 と し て ， 子 ど も の 思 考 内 部 の 方 法 と し て ，

精 神 内 機 能と し て あら わ れ ま す （  p p . 2 1 - 2 2 ）。  
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こ の よ う に考 え る こと は ， 個 人の 学 習 ・発 達 を 「 内的 世 界 で動 く 外 的世

界 」（ ダニ エ ル ズ ,  2 0 0 6 ） の 獲 得過 程 とし て 記 述 する こ と を可 能 と す る。

他 者 と の コミ ュ ニ ケー シ ョ ン を媒 介 す る言 語 は ， 自己 と の コミ ュ ニ ケー

シ ョ ン を も媒 介 す る， す な わ ち， 人 は 言語 に よ っ て自 己 を コン ト ロ ール

す る こ と が で き る の で あ る （ 高 木 ,  1 9 9 8 ）。「 物 語 」 に つ い て の 読 み の

交 流 を 通 し て 新 た な 読 み の 可 能 性 が ひ ら か れ て い く 教 室 談 話 過 程 は ，

「 物 語 」 を読 む と いう こ と に かか わ る 生徒 の 学 び を予 測 す るの で ある。  

「 社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ 」 で は ， 人 間 の 行 為 （ a c t i o n ） が 記 述 と 説

明 の 対 象 と さ れ る 。 こ の こ と に つ い て ， ワ ー チ （ 2 0 0 4 ） は 次 の よ う に

述 べ て い る。  

 

分 析 に 際 して ， 行 為を 優 先 す ると い う こと は ， 人 間を ， 行 為を 通

し て 自 身 はも と よ り， 環 境 と 接触 し ， 創造 す る も のと み な すと い う

こ と な の であ る 。 この よ う に 行為 は ， 人間 や 環 境 をバ ラ バ ラな も の

と し て と らえ る の では な く ， それ ら を ひと つ の 単 位と し て とら え て

分 析 を は じめ て い く際 の 入 り 口を 与 え てく れ る 。 この 考 え は， 人 間

を 環 境 か らの 情 報 を受 動 的 に 受け 取 る 存在 と し て 考え る 立 場や ， 他

方 ， 個 に のみ 着 目 して 環 境 を 二次 的 に しか 扱 わ ず ，環 境 は 単に 発 達

の 過 程 を 刺激 す る だ け だ と 考 える よ う なア プ ロ ー チと は ， いず れ も

対 比 さ れ るも の で ある （ p p . 2 3 - 2 4 ）。  

 

行 為 を 観 点と し て 人間 の 精 神 を論 じ る こと で ， 人 間を ， 自 身の お か れた

環 境 に お いて 受 動 的に 振 る 舞 う だ け の 存在 で な く ，自 身 を 取り 巻 く 環境

を 能 動 的 に変 え て いく こ と の でき る 存 在と し て 捉 える こ と が可 能 に なる

と い う の であ る 。 行為 に 着 目 して 授 業 過程 を 分 析 する こ と によ っ て ，教

室 は 実 践 的活 動 に おい て 個 人 の目 標 と 知識 が ， 社 会の 目 標 と制 度 に 出会

い ， 合 流 する ア リ ーナ （ 舞 台 ）と し て 意味 づ け ら れ， そ こ で繰 り 広 げら

れ る 個 人 と他 者 の 対立 と 融 合 によ っ て 形成 さ れ る 活動 の 過 程と し て 教室

の 事 象 が 描写 さ れ るこ と に な る（ コ ー ル ,  2 0 0 2 ）。  

人 間 の 行 為 は ， 社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ に お い て ， 文 化 的 道 具

（ c u l t u r a l  t o o l s ） と い う 媒 介手 段 を 用 い て 行 わ れる も のと し て 説 明

さ れ る （「 媒 介 された 行 為 （ m e d i a t e d  a c t i o n ）」（ W e r t s c h ,  1 9 8 5 ;  

ワ ー チ ,  2 0 0 2 ;  2 0 0 4 ）。 人 間 の 行 為 を 媒 介 す る 道 具 は ， 技 術 的 道 具 と

心 理 的 道 具に 分 け られ る 。 技 術的 道 具 とは ， 箸 や ドラ イ バ ー， の こ ぎり

な ど ， 人 間が 働 き かけ る 対 象 をコ ン ト ロー ル す る 機能 を 持 つ外 面 的 活動
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の 手 段 で あり ， 心 理的 道 具 と は， 言 語 ，記 数 法 ， 記憶 術 ， 代数 記 号 ，芸

術 作 品 ， 文字 ， 図 式， 図 表 ， 地図 ， 設 計図 な ど の あら ゆ る 種類 の 記 号を

指 し ， 他 者あ る い は自 分 の 行 動を 外 部 から の 刺 激 の助 け を 借り て コ ン ト

ロ ー ル す る機 能 を 持つ 内 面 的 活動 の 手 段で あ る （ 塚野 ,  2 0 1 2 ）。 ヴィ ゴ

ツ キ ー （ 1 9 7 0 ） は ， こ れ ら の 道 具 が 組 み 合 わ さ れ て 使 用 さ れ る こ と で

高 次 な 心 理機 能 が 可能 に な る と述 べ て いる 。 先 ほ ど， 言 及 した 高 次 精神

機 能 の 精 神間 か ら 精神 内 へ の 内化 と い うヴ ィ ゴ ツ キー の ア イデ ィ ア には，

１ ） 内 化 の過 程 は 単な る 伝 達 では な く 相互 構 成 的 ，か つ 能 動的 な 過 程で

あ る こ と ，２ ） 内 化さ れ る 道 具 （ 概 念 や内 容 知 識 ，方 略 ， 技術 ） は ，歴

史 的 ・ 文 化的 に 構 成さ れ る こ と， ３ ） 内化 の 能 力 とそ の 文 脈は 複 雑 に寄

り 合 わ さ って 切 り 離す こ と が でき な い とい う 主 張 が含 ま れ てい る と の指

摘 が あ る （ L e e  a n d  S m a g o r i n s k y ,  2 0 0 0 ）。「 物 語 」 に つ い て の 読

み の 交 流 とい う 社 会的 な コ ミ ュニ ケ ー ショ ン 過 程 とそ こ で の生 徒 の 学習

と の か か わ り に 関 心 を 寄 せ る 本 研 究 に お い て も ，「 物 語 」 を 対 象 と す る

生 徒 の 行 為の 記 述 と説 明 が 目 指さ れ る 。  

 こ こ で ，本 研 究 が関 心 を 寄 せる 文 化 的道 具 と し ての 物 語 がど の よ うに

と ら え ら れ る か 検 討 し て お こ う 。 米 国 の 公 式 の 歴 史 に つ い て の 語 り

（ n a r r a t i v e ） に つ い て 検 討 し た ワ ー チ （ 2 0 0 2 ） は ， 歴 史 を 語 る と い

う 行 為 を 媒 介 す る 文 化 的 道 具 を 「 自 由 へ の 探 究 （ q u e s t  f o r  

f r e e d o m ） 」 と い う 主 題 に お い て 出 来 事 を 筋 立 て る 語 り の あ り 方 と し

て 取 り 上 げて い る 。 こ の 研 究 では ， 語 りの 形 式 に おけ る 統 合的 な 文 化的

道 具 の さ まざ ま な 側面 を 反 映 して い る 様相 と し て ， ① 言 及 され て い る 出

来 事 ， ② 主題 （ そ の出 来 事 を 筋立 て る 際に 用 い ら れる 行 為 者の 目 標 やそ

の 目 標 の 根底 に あ る動 機 ） ， ③主 要 な 登場 人 物 の 構成 （ 記 載の 頻 度 ，行

為 者 の 様 式， 予 想 され た 存 在 の様 式 ） が挙 げ ら れ てい る 。 ③主 要 な 登場

人 物 を 構 成す る 測 度の う ち ， 「行 為 者 の様 式 」 と 「予 想 さ れた 存 在 の様

式 」 に つ いて 補 足 的に 説 明 す ると ， 前 者は 誰 が 文 の主 語 と なっ て い るか

と い う こ とで あ り ，後 者 は 代 名詞 に よ る婉 曲 表 現 や受 動 節 にお け る 行為

者 の 名 詞 句の 削 除 ，す な わ ち はっ き り 言わ な く て も分 か る だろ う と いう

態 度 で 文 を構 成 す るこ と を 意 味し て い る。 こ の よ うな 語 り の様 相 に よっ

て ， 公 式 の歴 史 に つい て の 語 りに 「 統 合さ れ た 全 体の 一 部 とし て 同 定さ

れ る こ と によ っ て ，記 述 に 含 まれ る 出 来事 に 意 味 が付 与 さ れる よ う な一

つ の 関 係 構 造 」 （ W h i t e ,  1 9 8 7 ,  p . 9 ） が 提 供 さ れ て い る と 考 え ら れ

て い る （ p . 1 0 8 ） 。  

本 研 究 が 関 心 を 寄 せ る 「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 を 媒 介 す る 文 化 的
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道 具 に つ いて 検 討 する 上 で も ，こ の 枠 組み を 踏 襲 する こ と がで き る だろ

う 。 第 １ 章第 １ 節 で議 論 し た よう に ， 生徒 が 「 物 語」 に つ いて の そ れぞ

れ の 読 み を示 し た 発話 を 物 語 とし て と らえ る こ と がで き る 。 生 徒 の 読む

と い う 行 為を 媒 介 する 文 化 的 道具 の 様 々な 側 面 は ， 生 徒 の 発話 を 見 たと

き ， ① そ こに 含 ま れて い る 出 来事 ， ② その 出 来 事 を筋 立 て る 際 に 用 いら

れ る 行 為 者の 目 標 やそ の 目 標 の根 底 に ある 動 機 ， ③主 要 な 登場 人 物 の構

成 と い う 語り の 様 相に 反 映 さ れて い る 。教 室 談 話 の分 析 に おい て は ，こ

の 観 点 に つい て そ れぞ れ 検 討 する と と もに ， そ れ らが ど の よう に 関 連し

て い る か とい う こ とに 注 し て 考察 が 進 めら れ な け れば な ら ない 。 比 較的

厳 密 で き ちん と 脚 本化 さ れ た ひと つ の 文化 的 道 具 を創 る た めに ， い くつ

か の 要 因 が相 前 後 して 働 い て おり ， そ れが そ の 道 具 を 使 用 する 個 人 が創

る も の に アフ ォ ー ダン ス と 制 約を 提 供 して い る と 考え ら れ るか ら で ある

（ ワ ー チ ， 2 0 0 2 ， p . 1 1 9 ） 。  

行 為 を 媒 介 す る 文 化 的 道 具 の 選 択 は ， そ の 行 為 の 対 象 と な る も の が

何 で あ る かと い う こと に 加 え て， そ の 行為 が 行 わ れる 社 会 文化 的 な 環境

に も 影 響 を受 け る 。個 々 の 生 徒の 「 物 語」 の 読 み のあ り か たは ， そ の教

室 に お い て示 さ れ てき た 教 師 や他 の 生 徒の 「 物 語 」の 読 み の傾 向 と 無関

係 で は あ り得 な い 。 行 為 を 媒 介す る 道 具は 複 数 あ り得 る も のの ， あ る特

定 の コ ミ ュニ テ ィ にお い て は ある 特 定 の道 具 の 使 用に 価 値 が置 か れ るの

で あ る 。 この よ う な 場 合 ， た とえ 他 の 媒介 手 段 を 想定 す る こと が で きた

と し て も ，あ る 特 定の 媒 介 手 段が そ の 使用 者 に 対 して そ れ が適 切 で ある

こ と ， さ らに は 唯 一の 可 能 な 選択 と さ え思 わ せ る こと が あ る 。 こ れ をワ

ー チ （ 2 0 0 4 ） は 「 特 権 化 」 （ p r i v i l e g i n g ） と 呼 ん で い る 。 特 権 化 の

ア イ デ ィ アは ， 特 定の 状 況 に おい て 特 定の 媒 介 手 段を 行 為 の主 体 が なぜ

採 用 し た のか と い う問 い を わ れわ れ に 提示 す る 。 この 問 い は， 第 １ 章第

２ 節 の １ で論 じ た 異な る 授 業 観の せ め ぎ合 う 場 と して 授 業 をと ら え るた

め の 足 が かり と な るだ ろ う 。  

 

２  物語る「声」  

  

社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ の 主 唱 者 で あ る ワ ー チ は ， 人 間 の 心 理 的 機 能

を 社 会 的 文化 的 な 状況 に 位 置 づけ て と らえ よ う と する ヴ ィ ゴツ キ ー の理

論 を 言 語 コミ ュ ニ ケー シ ョ ン にお け る 発話 の 対 話 的定 位 を 強調 す る バフ

チ ン の 理 論に よ っ て拡 張 し た （ワ ー チ ,  2 0 0 4 ）。言 語 コ ミュニ ケ ー シ ョ

ン に お け る 発 話 の 対 話 的 定 位 に つ い て ， バ フ チ ン （ 1 9 8 8 ） は ， 次 の よ
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う に 述 べ る。  

 

 発 話 は 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 連 鎖 の 一 貫 で あ っ て ， こ れ を

先 行 す る 諸 々 の 環 か ら 切 り 離 す こ と は で き な い 。 そ れ ら の 環 は ， こ

の 発 話 の う ち に 直 接 的 な 返 答 の 反 応 や 対 話 的 な 応 答 を 生 み 出 す こ と

に よ っ て ，こ の 発 話を 外 か ら も内 か ら も規 定 し て いる の で ある 。  

だ が 発 話 は ， 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 先 行 の 環 だ け で な く ， 後

続 の 環 と も 結 び 付 い て い る 。 発 話 が 話 者 に よ っ て つ く ら れ る と き ，

後 続 の 環 は も ち ろ ん ま だ 存 在 し て い な い 。 け れ ど も 発 話 は 最 初 か ら ，

あ り う べ き さ ま ざ ま な 返 答 の 反 応 を 考 慮 し て 構 築 さ れ る わ け で ， 本

質 的 に は ， そ れ ら の 反 応 の た め に 発 話 は つ く ら れ る の で あ る 。〈 中

略 〉 話 者 は 最 初 か ら ， 彼 ら の 返 答 を ， 能 動 的 な 返 答 と し て の 理 解 を

期 待 し て い る 。 発 話 の 全 体 が い わ ば ， こ の 返 答 に 向 け て 構 築 さ れ る

の で あ る （ p p . 1 7 9 - 1 8 0 ）。  

 

発 話 が 言 語コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ンの 連 鎖 の一 貫 で あ ると い う こと は ， 一般

的 に は 受 動的 な も のと し て と らえ ら れ る「 聴 く と いう 行 為 」が ， 実 は，

後 続 す る 環へ の つ なが り を 念 頭に 能 動 的に あ る 発 話を 意 味 づけ る 行 為で

あ る こ と を 意 味 す る 。 一 柳 （ 2 0 1 2 ） は ， こ の バ フ チ ン の 発 話 構 成 論

（ 1 9 8 8 ,  1 9 8 9 ） か ら ， 一 斉 授業 に お ける 児 童 の 「聴 く と いう 行 為 」を

他 者 の 発 話と の 「 内的 対 話 」 と し て ， つま り 能 動 的な 行 為 とし て と らえ

直 し ， そ の特 徴 を 教科 や 課 題 構造 ， 個 人と い っ た 諸側 面 に おい て 検 討し

明 ら か に して い る 。  

バ フ チ ン （ 1 9 8 9 ） の 発 話 の 対 話 的 定 位 の ア イ デ ィ ア は 社 会 的 な 言 語

コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン過 程 を 個 人の 学 習 と関 連 付 け る視 座 を 提供 し ている。  

 

他 者 の 発 話 を 了 解 す る と い う こ と は ， そ れ に 対 し て 定 位 し ， し か

る べ き コ ン テ ク ス ト の な か に し か る べ き 場 所 を 見 つ け る と い う こ と

で あ る 。 わ れ わ れ は ， 了 解 し て い る 発 話 の そ れ ぞ れ の 語 に ， い わ ば

わ れ わ れ 自 身 の 応 え る 一 連 の 語 を 積 み 重 ね る 。 そ れ ら の 数 が 多 く ，

そ れ ら が 本 質 的 で あ れ ば あ る ほ ど ， 了 解 は 深 く 本 質 的 な も の と な る

（ p . 1 5 8 ）。  

 

対 話 的 な 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お い て 発 話 が 重 ね ら れ る ， そ の 量

的 ・ 質 的 な側 面 が そこ に 参 加 する 個 人 のそ の 発 話 につ い て の理 解 を 深め
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本 質 的 な もの と す ると い う の であ る 。 この ア イ デ ィア に よ って ， ヴ ィゴ

ツ キ ー の 高 次 精 神 機 能 の 精 神 間 か ら 精 神 内 へ の 「 内 化 」

（ i n t e r n a l i z a t i o n ） が ， 対 話 的 で 能 動 的 な 概 念 と し て と ら え 直 さ れ

て い る （ H i c k s ， 1 9 9 6 ) 。  

 バ フ チ ン （ 1 9 9 6 ） の 言 語 論 に お い て ， 発 話 の 対 話 的 定 位 と 並 ん で 重

要 だ と 考 えら れ る のが 第 1 章 第 1 節 で 紹 介 し た ポ リフ ォ ニ ー （ 多 声 性）

の 概 念 で ある 。 ま ずは ， バ フ チン の 言 語コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン理 論 に おけ

る 「 声 」 が ど の よ う な も の で あ る か 確 認 し て お こ う 。 バ フ チ ン は ，

「 1 9 6 1 年 ・ 覚 書 」 に お い て ，「 声 」 の 定 義 に か か わ る 次 の 記 述 を 残 し

て い る （ 桑野 ,  2 0 1 1 ）。  

 

こ こ に は ，声 の 高 さも ， 声 域 も， 音 色 も， 美 的 カ テゴ リ ー （や さ

し く 柔 ら かな 声 ， 強く 張 り の ある 声 ， その 他 ） も ふく ま れ る。 人 の

世 界 観 や 運命 も ふ くま れ る 。 ひと は ひ とま と ま り の声 と し て対 話 に

く わ わ る 。ひ と は 自分 た ち の 考え だ け でな く ， 自 分の 運 命 ，自 分 の

個 性 全 体 でも っ て も， 対 話 に 参加 す る （ p . 9 2 ）。  

 

「 声 」 と は ， 発 話 （ u t t e r a n c e ） の 音 質 に か か わ る だ け で な く ， 発 話

す る 人 の 意識 や 世 界観 な ど を 内包 し た 概念 で あ る 。 ク ラ ー ク＆ ホ ル クイ

ス ト （ 1 9 9 0 ） は ， こ の 「 声 」 に か か わ り 「 発 話 は ， 話 さ れ る に せ よ 書

か れ る に せよ ， 常 にあ る 視 点 から 表 現 され ， そ の 視点 は バ フチ ー ン にと

っ て は 場 所と い う より は 過 程 であ る 。 発話 は 差 異 を価 値 の 中で 現 実 化す

る 活 動 で ある 。」（ p . 2 6 ） と 述 べて い る。  

 こ こ で 注意 し て おき た い の は， こ の 「声 」 と い う概 念 は ，誰 が そ のこ

と ば を 発 話し た の かと い う 主 体概 念 と 等置 さ れ る もの で は ない と い うこ

と で あ る 。 第 1 章第 1 節 で 言 及し た クリ ス テ ヴ ァ（ 1 9 8 3 ） の 「 ど のよ

う な テ ク スト も 様 々な 引 用 の モザ イ ク とし て 形 成 され ， テ クス ト は すべ

て ， も う ひと つ の 別な テ ク ス トの 吸 収 と変 形 に ほ かな ら な い」 と い うテ

ー ゼ は ， 一つ の ま とま り と し ての 「 物 語」 だ け で はな く ， 教室 で 子 ども

た ち が 交 わす 一 つ ひと つ の 発 話 に も 当 ては ま る 。 すべ て の 発話 は 「 反復

す る （ r e i t e r a t i v e ）」（ 再 現 可 能 で ， 反 復 可 能 な ） 要 素 と 「 反 復 性 の

な い （ n o n r e i t e r a t i v e ）」（ 唯 一 の ， 再 現 不 可 能 な ） 要 素 の 両 方 を 含

ん で い る （ バ フ チ ン ， 1 9 8 8 ； ワ ー チ ， 2 0 0 2 ）。 つ ま り ， バ フ チ ン の

「 声 」 の 概念 で は ，同 一 の 物 理的 発 話 の内 部 で 言 語的 主 体 ＝声 は し ばし

ば 分 裂 し 複 数 化 す る と い う こ と が 考 慮 さ れ て い る の で あ る （ 伊 東 ，
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2 0 0 8 ）。 そ の こ と が 端 的 に 表 れ る の が ，「 物 語 」 の 語 り 手 が 登 場 人 物 の

こ と ば を 間 接 話 法 の 使 用 に よ っ て 再 現 す る 場 合 で あ る 。 バ フ チ ン

（ 2 0 1 3 ） は ， こ の よ う な 他 者 の こ と ば を 志 向 す る こ と ば を 「 二 声 の こ

と ば 」（ p . 1 6 9 ） と 呼 ん で い る 。 こ れ は ， 物 語 の こ と ば の 特 徴 で あ る ，

登 場 人 物 の 行 為 の 景 観 と 語 り 手 の 意 識 の 景 観 の 二 重 性 に 対 応 し ，「 物 語 」

に お け る 語り 手 と 登 場 人 物 の 対話 的 関 係を 基 礎 付 ける も の と考 え ら れる。

し か し ， この 二 声 のこ と ば が 指し 示 す のは そ れ だ けに 限 ら ない 。 第 1 章

第 1 節 で 議 論 し て き た 「 物 語 的 自 己 」（ リ ク ー ル ， 1 9 9 0 ） や 「 対 話 的

自 己 」（ ハ ー マ ン ス ＆ ケ ン ペ ン ， 2 0 0 6 ） と い っ た 概 念 を 踏 ま え る と ，

わ れ わ れ は 一 つ の 発 話 の 中 に 発 話 者 の 内 部 に お い て 対 立 ･ 葛 藤 す る 複 数

の 声 を と らえ る こ とも で き る だろ う 。  

第 １ 章 第 １ 節 で 述 べ た よ う に 本 研 究 で は ， や ま だ （ 2 0 0 0 ） の 物 語 に

つ い て の 定 義 に 基 づ き ，「 物 語 」 を 読 む こ と を 「 物 語 」 に お い て 語 ら れ

た 出 来 事 につ い て 読み 手 が 語 り直 す 行 為と し て と らえ る 。 出来 事 と の関

係 か ら 「 物語 」 の 語り 手 と 読 み手 と を 考え る と き ，こ の 両 者は 出 来 事に

つ い て 「 有 声 化 」（ v o i c i n g ： K n o e l l e r ,  1 9 9 8 ） を 行 う 主 体 と し て 同

じ 地 平 に 立 つ こ と に な る 。 本 項 で 議 論 し て き た こ と を 踏 ま え る と ，「 物

語 」 に つ い て の 読 み を 交 流 す る 教 室 の 談 話 過 程 は ，「 物 語 」 に お い て 示

さ れ た 出 来事 に つ いて の 多 様 な 声 が 交 錯す る 場 と して と ら えら れ る こと

に な る 。 発話 を 創 り出 し た 「 声」 が ど のよ う な も ので あ る か， ま た 異な

る 発 話 の 間 や 発 話 の 内 部 で の 「 声 」 の 対 立 や 葛 藤 を と ら え る こ と で ，

「 物 語 」 の読 み の 授業 の 過 程 をよ り 詳 細に 記 述 し てい く こ とが で き るは

ず で あ る 。  

 

３  「声」による出来事の筋立てをとらえる  

 

第 １ 章 で 述べ た と おり ， 本 研 究で は 「 物語 」 に つ いて の 生 徒の 読 み

を ， 語 り 直さ れ た 物語 と と ら える 。 前 項で は ， こ の物 語 の 場で あ る 「物

語 」 の 読 みの 授 業 の過 程 を 詳 細に 記 述 する た め に 「声 」 に 注目 す る こと

を 述 べ た 。本 項 で は， こ の よ うな 関 心 から 実 際 の 教室 談 話 にお け る 発話

を 具 体 的 に分 析 す るた め の 概 念枠 組 み につ い て 物 語 学

（ n a r r a t o l o g y ） の 領 域 の 議論 に 基 づい て 検 討 を行 う 。  

こ の 領 域 では ，「物語 」 に か かわ り 「 物語 内 容 （ h i s t o i r e ）」： 語 られ

た 出 来 事 の総 体 ，「物 語 言 説 （ r e c i t ）」： そ れ ら の出 来 事 を物 語 る ， 発

話 さ れ る か書 か れ るか し た 言 説，「 語り／ 物 語 行 為（ n a r r a t i o n ）」： か
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か る 言 説 を生 み 出 すと こ ろ の 現実 ま た は虚 構 上 の 行為 ， つ まり 語 る とい

う 行 為 そ のも の と いう 区 分 （ ジュ ネ ッ ト， 1 9 8 5 a ;  1 9 8 5 b ） が 広 く 認

め ら れ て いる 。 こ の モ デ ル で は， 物 語 行為 に よ っ て ， 物 語 内容 と そ の物

語 言 説 と が同 時 に 創り 出 さ れ る（ 案 出 され る ） の であ り ， それ ゆ え に物

語 内 容 と 物語 言 説 は， い か な る意 味 で も分 離 不 可 能で あ る と 説 明 さ れる

（ ジ ュ ネ ット ,  1 9 8 5 b ,  p . 1 8 ）。 本 研 究に お い て ，分 析 の 対象 と す る 談

話 過 程 の 発話 （ 物 語） は ， こ の物 語 言 説に 分 類 す るこ と が でき る 。  

前 項 に お いて 議 論 して き た 発 話と 「 声 」と の か か わり を ， 物語 言 説

か ら と ら える ポ イ ント し て 考 えら れ る のが 「 焦 点 化

（ f o c a l i s a t i o n ）」（ ジ ュ ネ ット ， 1 9 8 5 a ;  1 9 8 5 b ） 概 念 で あ る 。  

「 焦 点 化 」は ， 物 語の 技 法 と して の 「 視点 」， ある い は 「語り の パ ー

ス ペ ク テ ィブ 」 と 呼ば れ る も のに 関 し て ジ ュ ネ ッ トが 行 っ た議 論 に おい

て 提 案 さ れた 概 念 であ る 。 ジ ュネ ッ ト （ 1 9 8 5 a ） は ，そ れま で 行 わ れ

て き た 「 視点 」 に かか わ る 議 論の 大 半 につ い て ，「 ど の 作中人 物 の 視 点
． ． ． ．． ． ． ． ．

が 語 り の パー ス ペ クテ ィ ブ を 方向 づ け てい る の か
． ． ． ． ．． ． ． ．． ． ． ． ．． ． ． ．． ． ． ．

，と い う 問題 と ， 語り
．．

手 は 誰 な のか
． ． ． ． ．．

， と いう 全 く 別 の問 題 と が， あ る い はよ り 端 的に は ， 誰が
．．

見 て い る のか
． ． ． ． ．．

， と いう 問 題 と ， 誰 が 語 って い る の か
． ． ． ．． ． ． ． ．

， と い う問 題 と が，

混 同 さ れ てい る 」（ p . 2 1 7 ） と 批 判 し てい る 。 こ れは ， 物 語言 説 の あ り

方 を 考 え る上 で ， 物語 の 「 再 現」 の 諸 様態 で あ る 「叙 法 」（ m o d e ） と

語 り の 状 況・ 審 級 （語 り 手 と その 相 手 のあ り よ う ）で あ る 「態 」

（ v o i x ） と を 区 別す べ き だ と い う 彼 の 主 張 に 基 づい て い る 。「 叙 法」 と

は ， 物 語 言説 に お いて 物 語 内 容の 出 来 事が ど の よ うに 捉 え られ て い る

か ， す な わち 語 り 手と 物 語 内 容と の 関 係 を 示 す カ テゴ リ ー であ る 。 一方

で ，「 態」 と は ， 誰が 誰 に 向 けて ど の よう に 語 っ てい る の かと い う こ

と ， す な わち ， 物 語言 説 が 示 す語 り 手 と聞 き 手 の 関係 の あ り方 を 示 すカ

テ ゴ リ ー であ る 。 つま り ， 物 語言 説 に は， 語 ら れ る内 容 に 対す る 態 度と

そ の 語 り を聞 か せ る相 手 へ の 態度 と いう 2 つ の 態度 が 含 まれ て い る の

で あ る 。 これ は ， 前項 で 議 論 した バ フ チン の 発 話 の対 話 的 定位

（ 1 9 8 8 ;  1 9 8 9 ） と対 応 さ せ るな ら ， 言語 コ ミ ュ ニケ ー シ ョン の 連 鎖

の 一 貫 と して の 先 行す る 諸 々 の環 と の 結び つ き と 反応 を 期 待す る 後 続の

環 と の 結 びつ き と の区 分 と し て理 解 で きる だ ろ う 。  

「 焦 点 化 」 は ， ジ ュ ネ ッ ト （ 1 9 8 5 a ;  1 9 8 5 b ） が ， こ の 叙 法 ， す な

わ ち 話 題 とな る 出 来事 に か か わっ て ， 語り 手 が ， 特定 の 登 場人 物 の 知覚

や 意 識 を 通し て 語 る言 説 の あ り方 を 説 明す る た め に提 唱 し た 概 念 で ある。

そ の 区 分 は， 物 語 情報 に 対 し て語 り 手 が 加 え る 選 別の あ り 方に よ っ てい
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る 。 以 下 ， 濵 田 （ 2 0 1 3 a ,  2 0 1 3 b ） に 基 づ き ， 新 美 南 吉 「 ご ん ぎ つ ね 」

か ら 抜 粋 した 「 ６ 」の 場 面 の 文章 に 即 して 物 語 言 説で の 焦 点化 の 実 際 に

つ い て 具 体的 に 確 認す る 。  

 

① そ の 明 く る 日 も ご ん は ， く り を も っ て ， 兵 十 の 家 へ 出 か け ま し た 。

② 兵 十 は 物置 で な わ を な っ て いま し た 。③ そ れ で ごん は 家 の裏 口 か ら ，

こ っ そ り 中へ 入 り まし た 。  

④ そ の と き 兵 十 は ， ふ と 顔 を あ げ ま し た 。 ⑤ と き つ ね が う ち の 中 へ

は い っ た では あ り ませ ん か 。 ⑥こ な い だう な ぎ を ぬす み や がっ た あ のご

ん き つ ね めが ， ま たい た ず ら をし に 来 たな 。  

 ⑦ 「 よ う し 。」  

 ⑧ 兵 十 は 立 ち あ が っ て ， な や に か け て あ る 火 な わ じ ゅ う を と っ て ，

火 薬 を つ めま し た 。  

 ⑨ そ し て 足 音 を し の ば せ て ち か よ っ て ， 今 戸 口 を 出 よ う と す る ご ん

を ， ド ン と， う ち ま し た 。 ⑩ ごん は ， ばた り と た おれ ま し た。 ⑪ 兵 十は

か け よ っ て来 ま し た。 ⑫ う ち の中 を 見 ると ， 土 間 にく り が ，か た め てお

い て あ る のが 目 に つき ま し た 。  

 ⑬ 「 お や 」 と 兵十は ， び っ くり し て ごん に 目 を 落し ま し た。  

 ⑭ 「 ご ん ， お 前だっ た の か 。い つ も くり を く れ たの は 」  

 ⑮ ご ん は ， ぐ ったり と 目 を つぶ っ た まま ， う な ずき ま し た。  

 ⑯ 兵 十 は 火 な わ じ ゅ う を ば た り と ， と り 落 し ま し た 。 ⑰ 青 い け む り

が ， ま だ つつ 口 か ら細 く 出 て いま し た 。  

（ 新 美 南 吉「 ご ん ぎつ ね 」 平成 2 3 年 発行 『 ひ ろ がる 言 葉  小 学 国 語  

４ 下 』 教 育出 版 p p . 4 0 - 4 1  ※ 丸 数 字は筆 者 が 施 した 。）  

 

「 ご ん ぎ つね 」 の 冒頭 は ，「こ れ は ， 私が 小 さ い とき に ， 村の 茂 平 と

い う お じ いさ ん か らき い た お 話で す 。」と 語 り 出 され る 。「兵 十 」 と 「ご

ん 」 は ， この 「 お 話」 の 登 場 人物 で あ る。 引 用 し た「 ６ 」 の場 面 の う

ち ， ⑥ の 文で は ，「兵 十 」 の 意識 を 通 して 「 ご ん 」の 行 動 につ い て の 解

釈 を 語 っ てい る と とら え る こ とが で き る。「 ご ん」 に 対 する「 こ な い だ

う な ぎ を ぬす み や がっ た 」 と いう 「 兵 十」 と の 具 体的 関 係 性の 表 象 と

「 ご ん き つね め 」 とい う 蔑 み を込 め た 呼称 か ら そ れが 判 断 でき る 。 ⑥の

よ う に 語 り手 が 作 中の 登 場 人 物の 意 識 を通 し て 語 るこ と を 「焦 点 化 」と

い い ， 焦 点の 置 か れて い る 登 場人 物 の こと を 「 焦 点人 物 」 と呼 ぶ 。 これ

に 対 し ， 先に 示 し た 冒 頭 の 一 文の よ う に語 り 手 が どの 登 場 人物 に も 焦点
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化 せ ず 語 り手 の 意 識に お い て 語る こ と を ｢ 非 焦 点 化 ｣ と呼 ぶ 。  

ジ ュ ネ ッ ト（ 1 9 8 5 a ） は ， 小 説作 品 を語 り の 人 称に お い て分 類 し よ

う と す る 「視 点 」 概念 に 対 す る批 判 の 文脈 に お い て 「 焦 点 化」 概 念 を 提

出 し て い る。 留 意 して お か な くて は な らな い の は ， 彼 自 身 が述 べ て いる

よ う に ，「 焦 点 化の公 式 は ， 必ず し も ある 作 品 の 全体 に 関 わる も の で は

な く て ， むし ろ ， ひと つ の 限 定さ れ た 物語 の 切 片 ―ご く 短 いも の で あっ

て も か ま わな い ― にの み 関 わ るも の 」（ p . 2 2 4 ） と い う こ とで あ る 。

「 一 人 称 小説 」，「 三人 称 小 説 」と い う 一般 的 な 術 語は ， 小 説 の よ う な

「 物 語 」 の語 り 手 の意 識 ， 一 般的 な 言 い方 で は 「 視点 」 が 一貫 し て いる

こ と を イ メー ジ さ せる 。 し か し， 実 際 には 「 物 語」， よ り正確 に は 物 語

言 説 の 内 部に お い て語 り の 焦 点は 頻 繁 に移 動 し て いる の で ある 。 日 本語

に よ る 「 物語 」 は 英語 で 書 か れた 「 物 語」 と 比 較 して ， 語 り手 が 自 由に

意 識 の あ り方 を 変 えな が ら 語 る 傾 向 が ある と の 指 摘も あ る （小 岩 井 ,  

2 0 0 1 ）。例 と し てあげ た 「 ご んぎ つ ね 」 の 一 部 分 でも ， 冒 頭か ら 引 用

場 面 の 直 前ま で は ，語 り の 基 調は 「 ご ん」 に 焦 点 化し て い る。 し か し，

こ の 場 面 の④ ～ ⑩ の文 で は 「 兵十 」 に 焦点 化 し な がら 「 ご ん」 へ の 「兵

十 」 の 対 応を 語 り ，⑪ に な る と， 急 に 「ご ん 」 に 焦点 が 移 動し ，「 兵

十 」 が 「 かけ よ っ て来 」 る こ とが 語 ら れて い る 。 そし て ， 次の ⑫ で はま

た 「 兵 十 」に 焦 点 が移 動 し て いる 。  

個 々 の 文 にお け る 焦点 化 は ， 読み 手 か らす る と ， その 文 自 体に 含 ま

れ る 情 報 のみ を 手 がか り と し て確 定 さ れる わ け で はな い 。 たと え ば ，②

の 文 は ， それ だ け 見る と 「 ご ん」 に 焦 点化 さ れ た 語り な の か， そ れ とも

語 り 手 自 身の 意 識 を 通 し た 語 りな の か 判然 と し な い。 し か し，「 ご ん」

に 焦 点 化 され な が ら語 ら れ る ③の 文 が 「そ れ で 」 と語 り 起 こさ れ る こと

で ， ② の 情報 が ，「こ っ そ り 」中 に 入 ると い う 「 ごん 」 の 行動 決 定 の 理

由 と な っ てい る こ とが 示 さ れ る。 こ の 文脈 か ら は ，② と ③ が， と も に

「 ご ん 」 に焦 点 化 され た 語 り の文 で あ ると 判 断 さ れう る の であ る 。  

こ の 例 は ，物 語 言 説が 視 覚 的 イメ ー ジ を構 築 す る 際の 起 点 とし て の

視 点 （ p e r s p e c t i v e ） を 曖 昧 にで き るこ と （ 赤 羽 ,  2 0 0 7 ） を 示 し てい

る 。 こ れ は， い わ ば物 語 言 説 がも つ メ ディ ア と し ての 特 性 であ る 。 例え

ば ， 映 画 のよ う な 映像 メ デ ィ アは ， そ れを 映 し 出 すカ メ ラ の位 置 を 決め

な け れ ば 創り 出 す こと が で き ない 。 と ころ が ，「物 語 」 を読み 進 め る 過

程 に お い て読 者 に よっ て 構 築 され る 視 覚的 イ メ ー ジの 視 点 は，「 物 語」

の 物 語 言 説の 焦 点 化か ら そ の まま 決 定 され る の で はな い 。 ②や ③ の よう

に 焦 点 人 物が は っ きり し な い 文を 読 む 場 合 ， 読 者 はそ の 文 の前 後 の 文を
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読 ん で ， そこ で 得 られ た 文 脈 的な 手 が かり か ら 焦 点人 物 を 決定 す る こと

に な る 。 つま り ， 焦点 化 が 曖 昧な 物 語 言説 を 読 む 場合 ， 読 者に は 自 分な

り に 視 点 を決 定 す る ， あ る い はし な い 自由 が あ る とい う こ とで あ る 。 文

章 理 解 に おけ る 視 点の 役 割 に つい て 検 討し た 心 理 学的 な 研 究に お い て

も ， 読 者 が構 築 す る視 覚 的 イ メー ジ の 視点 は ， 読 み手 の 要 因（ 視 覚 的イ

メ ー ジ の 操作 能 力 ，立 場 ， 登 場人 物 に 関す る 既 有 知識 ） に 影響 を 受 けな

が ら 文 章 を読 み 進 める の に 従 って 変 化 しう る こ と が示 さ れ てい る （ 福

田 ,  1 9 9 5 ）。 つ ま り， 読 者 は 「物 語 」 を読 む と き ，物 語 言 説に お け る 焦

点 化 に 影 響を 受 け なが ら も ， 自分 の 判 断で 物 語 内 容に 対 す る 視 点 を 移動

さ せ な が ら「 物 語 」 を 読 み 進 めて い く と考 え ら れ るの で あ る。 こ の よう

な 物 語 言 説に お け る語 り の 焦 点化 と 読 み手 の 物 語 内容 に 対 する 視 点 との

相 互 作 用 につ い て イー ザ ー （ 1 9 9 8 ） は，「 遠 近 法」（「 語 り 手」，「 登 場

人 物 」，「 筋」，「 虚 構の 読 者 」） と い う術語 を 使 っ て， 次 の よう に 整 理 し

て い る 。  

 

テ ク ス ト の文 は ， 文が 構 成 す るさ ま ざ まな 遠 近 法 の中 に 必 ず位 置

づ け ら れ てお り ， 移動 す る 視 点も ， 読 書の ど の よ うな 瞬 間 をと っ て

も ， 何 ら かの 特 定 の遠 近 法 の 中に お か れて い る 。 だが ， 移 動す る 視

点 は ， そ れこ そ そ の本 来 の 特 徴と い え るの だ が ， 遠近 法 の どれ か と

一 致 す る わけ で は ない 。 む し ろ移 動 す る視 点 は ， 遠近 法 を あれ こ れ

と 飛 び 移 って 行 き ，こ の 転 位 のそ れ ぞ れが 読 書 の 瞬間 を 分 節化 し て

い る 。 そ れに よ っ て遠 近 法 は 相互 に 際 立っ て く る と同 時 に 結び つ き

を も つ よ うに な る （ p . 1 9 6 ）。  

 

読 み 手 が 物語 内 容 に対 す る 視 点を 動 か すこ と で ，「 物 語 」 の世 界 が 立

体 的 な 奥 行き の あ るも の と し て構 成 さ れる 機 制 が 説明 さ れ てい る 。 前掲

の 「 ご ん ぎつ ね 」 ④～ ⑫ の 部 分の 語 り にお け る 焦 点化 の 移 動は ， 読 者の

物 語 内 容 に対 す る 視点 の 移 動 を促 し ， ディ ス コ ミ ュニ ケ ー ショ ン に よっ

て 引 き 起 こさ れ た 「兵 十 」 と 「ご ん 」 を当 事 者 と する 出 来 事に つ い ての

意 味 づ け に方 向 性 を与 え て い る。  

な お ， こ こで 「 物 語」 の 語 り にお け る 「態 」 に つ いて も 具 体的 に 確

認 し て お こう 。 ⑫ の文 の 語 り は，「 うちの 中 を 見 」た 人 物 ，つ ま り 「 兵

十 」 に 焦 点化 さ れ て い る 。 す なわ ち ， この 文 の 「 叙法 」 は，「 兵 十 」 の

意 識 を 通 して 語 り 手が 物 語 内 容の 出 来 事に 向 き 合 って い る こと を 示 して

い る 。 こ れに 対 し て， こ の 文 の「 態 」 のあ り 方 は 文末 の 表 現 「 ま し た」
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に 表 れ て いる 。 言 うま で も な く，「 ます」 は ， い わゆ る 丁 寧語 で あ り ，

聴 き 手 に 対す る 敬 意を 表 す 敬 語で あ る 。こ の よ う に， 一 つ の文 の 中 に 物

語 内 容 に 対す る 語 り手 の 態 度 （「 叙 法」）と 物 語 言 説の 聴 き 手に 対 す る語

り 手 の 意 識（「 態」）の 両 方 を 見と る こ とが で き る 。  

こ れ ま で 見て き た よう に ，「物 語 」 の語り に お け る焦 点 が 文の 内 部 に

お い て 移 動す る こ とは 珍 し く ない 。 し かし ， そ の 一方 で ，「物 語 」 を 全

体 と し て みた と き に， そ の 語 りに お け る焦 点 化 の あり 方 に は， あ る 種の

支 配 的 コ ード が 存 在す る こ と も今 一 度 ，確 認 し て おか ね ば なら な い だろ

う 。 こ れ は， 旧 来 の文 学 研 究 や授 業 実 践が ， 主 要 登場 人 物 に対 す る 呼称

に 基 づ い て文 学 的 散文 作 品 を 「一 人 称 」や 「 三 人 称」 と カ テゴ ラ イ ズし

て き た こ とか ら 示 唆 さ れ る こ とで も あ る 。「 物 語」 の 全 体に通 底 す る 基

調 と 個 々 の発 話 と の関 係 性 を 踏ま え た 分析 を 行 う こと が 必 要 に な る 。  

自 分 の 言 葉に よ っ てテ キ ス ト を語 る と いう こ と は ，あ る 程 度， 他 者

の 言 葉 に つい て ， 二声 的 に 語 るこ と な ので あ る （ バフ チ ン ， 1 9 9 6 ，

p . 1 5 9 ）。 つま り ， 発 話 を 創 り出 す 過 程と し て の 「声 」 は ，常 に 社 会 的

な 背 景 を 背負 っ て いる が た め に多 重 性 を背 負 っ て いる 。 そ の「 声 」 から

生 み 出 さ れる 物 語 言説 の 小 さ な切 片 に おい て ， 話 題と す る 出来 事 に 対す

る 意 識 の あり 方 を 虚構 世 界 の 登場 人 物 と関 連 付 け て 扱 う 概 念が 「 焦 点

化 」 と い うこ と に なる 。 こ の 概念 に 依 拠す る 分 析 では ， 話 題と す る 出来

事 を ど の 登場 人 物 の意 識 を 通 して と ら える の か ， ある い は とら え な いの

か と い う 点に お い て， 物 語 言 説の 語 り 手 と 生 徒 と が同 じ 地 平に お か れる

こ と に な る。 こ の こと は ，「物 語 」 を読む と い う 生徒 の 行 為を 具 体 的 な

「 物 語 」 の物 語 言 説と 密 接 に 関連 付 け なが ら 記 述 する こ と を可 能 に する

だ ろ う 。  

 

４  「物語」についての読みの深まりと ｢焦点化 ｣  

 

 こ こ で，「 物 語」 に つ い て の読 み の 深ま り と 「 焦点 化 」 がど の よ う に

か か わ る かを 議 論 して お こ う 。物 語 言 説 の 語 り に おけ る 「 焦点 化 」・「非

焦 点 化 」 とい う 区 分は ， 読 者 が 虚 構 世 界の 出 来 事 や登 場 人 物 を 理 解 する

上 で の 認 識上 の 働 きの 区 分 と 対応 す る 点が あ る と 考え ら れ る。 イ メ ージ

化 に よ る 対象 の 理 解に つ い て ， 佐 伯 （ 1 9 7 8 ） は ， 対象 を 知覚 す る た め

の 視 点 の 移動 を 「 涌き 出 し 型」（“ な る ”働 き ） と 「包 囲 型」（“ 見 る” 働

き ） と に 区分 し て いる 。 そ れ ぞれ ， 前 者は 「 焦 点 化」 の 語 りの 文 を 読む

場 合 の 認 知的 な 処 理に ， 後 者 は「 非 焦 点化 」 の 語 りの 文 を 読む 場 合 の認
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知 的 な 処 理に 対 応 する も の と とら え ら れる 。 読 者 は， 対 象 に“ な る ”こ

と ， そ し て“ み る ”こ と を 繰 り返 す 中 でそ の 対 象 のか か わ る出 来 事 につ

い て の 意 味づ け を 深く し て い くの で あ る。 こ の よ うな 考 え 方に 基 づ き，

宮 崎 （ 1 9 8 8 ）は ，「物 語 」 の 理解 過 程 を， そ の 世 界に 仮 想 的自 己 を 派

遣 し ， 仮 想的 自 己 をい ろ い ろ に 活 動 さ せて そ こ に 想像 の 世 界を 創 っ てい

く こ と と して 次 の よう に 述 べ てい る 。  

 

 仮 想 的 自己 は 多 くの 場 合 ， 作品 の 中 の登 場 人 物 や， あ る いは 特 に

登 場 人 物 とし て は 出て こ な い 第三 者 的 な話 し 手 に ” な って ” みる 。 そ

し て “ な っ た ” 人 物の眼 を と お して ま わ りの 世 界 を ” 見 ” よ うとし て ，

そ れ に よ って 作 品 に描 か れ た 世界 の 情 景を イ メ ー ジと し て 作り 出 し

て い く 。 これ は い わば 仮 想 的 自己 の “ 目 ” の 働 き で ある 。 ま た ” な っ

た ” 仮 想 的 自 己は ，そ の 内 側 に話 し 手 や登 場 人 物 の気 持 ち を生 み 出

し ， ” 感 じ ” て い き，そ れ に よ って そ れ らの 心 情 を 理解 し て いく 。 こ

れ は 仮 想 的自 己 の ” 内 側 ” の 働 き であ る （ p . 1 9 0 ）。  

 

 こ の 仮 想的 自 己 の “ 目 ” の 働き と “ 内側 ” の 働 きは 密 接 に関 連 し 合い

影 響 し 合 って い る と考 え ら れ る 。 認 知 科学 の 領 域 にお け る 研究 に お いて

人 が 環 境 を知 覚 す るこ と と そ の知 覚 の 主体 と し て の自 己 を 知覚 す る こと

に は 「 相 補性 」 が ある こ と が 示さ れ て いる （ 佐 々 木 ,  1 9 9 4 ）。“ 見 る”

こ と に よ って 対 象 の置 か れ た 時空 に お ける ポ ジ シ ョン が 了 解さ れ る 。そ

し て “ な る” こ と によ っ て 対 象が そ の 状況 を ど の よう に と らえ て い るの

か と い う こと が 了 解さ れ る 。 さら に ， ある 対 象 に “な る ” こと の 上 に，

そ こ か ら 別の 対 象 を“ 見 る ” こと も で きる 。 こ の こと に よ って ， そ の時

空 に お け る２ 者 の 間の 関 係 性 が了 解 さ れる 。  

な お ，「幸 福 な 王子」 や 「 猿 蟹合 戦 」 など の 童 話 や昔 話 を 考え る と ，

我 々 が “ なる ” こ とを 試 み る 対象 は 人 間だ け と は 限ら な い こと が 了 解さ

れ る だ ろ う。 対 象 が 無 生 物 で あっ て も “な る ” こ とを 試 み るこ と が で

き ， そ の 対象 に ま つわ る 物 語 を創 り 出 して そ の 対 象を よ り 深く 理 解 する

こ と が で きる （ 佐 伯 ,  2 0 0 4 ）。 人 間 以 外の 対 象 に 人間 的 な 意識 を 仮 定 す

る 「 擬 人 法」 と い う修 辞 法 は ，こ の よ うな 認 識 の あり 方 の 発露 の ひ とつ

だ と 考 え るこ と が でき る 。  

「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 過 程 を 通 し て ， 生 徒 は ， あ る 世 界 で

起 き た 出 来事 に つ いて 仲 間 と 一緒 に 意 味づ け を 行 う実 践 に 従事 す る 。出

来 事 を 意 味づ け る 過程 に お い て， あ る 登場 人 物 に 焦点 化 し て語 る と いう
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こ と は ， その 登 場 人物 が 何 を どの よ う にと ら え て いる の か ，す な わ ちそ

の 登 場 人 物が 生 き てい る 事 実 の世 界 に つい て 理 解 しよ う と する 試 み であ

る 。 一 方 ，出 来 事 を非 焦 点 化 にお い て 語る と い う こと は ， 出来 事 や その

当 事 者 を 時間 的 ・ 空間 的 広 が りの 中 に 位置 づ け て みる 試 み とし て と らえ

る こ と が で き る 。 つ ま り ，「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 過 程 と は ， そ

の 出 来 事 や登 場 人 物 が 位 置 づ く世 界 の ディ テ ー ル に精 彩 を 与え ， 時 間的

空 間 的 広 がり を 拡 張す る と と もに ， そ の登 場 人 物 の生 き て いる 事 実 に関

心 を 向 け るこ と で ある 。 そ れ は， 人 間 的な 存 在 を その 生 き る世 界 の 中に

位 置 づ け て理 解 す ると い う 試 み と 言 う こと が で き る 。  

 国 語 科 教育 の 分 野に お い て は， こ れ まで に も ， この 異 な るプ ロ セ スに

よ る 理 解 を統 合 す るこ と を 通 して ，「物語 」 に つ いて の よ り深 い 読 み を

授 業 の 中 で生 成 す るこ と が 目 指さ れ て きた 。 た と えば ， 西 郷（ 1 9 9 8 ）

は ， 物 語 を読 む こ との 教 育 性 につ い て ，読 み 手 が 主人 公 の 〈内 の 目 〉で

世 界 を 主 観的 に 眺 め， 様 々 な 考え を 持 つこ と に 同 化し な が ら， そ し て，

そ の 主 人 公と 一 体 とな っ て い る自 分 自 身を 〈 外 の 目〉 で 見 て異 化 し てみ

る こ と に ある と 述 べて い る 。 また ， 府 川（ 1 9 9 5 ） は ，読 み手 が 作 品 の

文 体 を 潜 るこ と で 自己 を 多 重 化し ， 様 々な 登 場 人 物の 中 に 参加 し ， 同時

に そ こ か ら距 離 を 取る こ と が 文学 体 験 の大 き な 柱 だと 述 べ てい る 。  

「 物 語 」 を 読 む こ と の こ の よ う な 機 制 に つ い て 田 近 洵 一 は 一 連 の 研

究 に お い て 理 論 的 な 整 理 を 行 っ て い る 。 田 近 （ 1 9 9 6 ） は ， 読 者 が 「 物

語 」 の こ とば と 関 わる こ と で 虚構 世 界 を創 造 し ， その 世 界 を現 実 と して

生 き る よ う な 読 み を 「 文 学 の 〈 読 み 〉」 と 呼 ん で い る 。 田 近 に よ る と ，

「 文 学 の 〈 読 み 〉」 は ， こ と ば を と ら え ， 人 物 の 言 動 や 事 件 の 展 開 な ど

の 持 つ 意 味を 追 求 する こ と と ，人 物 や 事件 の 様 子 ，及 び 人 物の 内 面 を想

像 す る こ との 相 関 的な 働 き を 基盤 と し ，こ れ に ， 人物 や そ れを め ぐ る諸

事 情 に ， 反発 し た り， 共 感 し たり ， 問 題意 識 や 批 評意 識 を 働か せ た りし

て い く よ う な 享 受 反 応 あ る い は 反 応 批 評 が 伴 う こ と で 成 立 す る と い う

（ p p . 1 0 - 1 1 ）。 た だ し ， こ の よ う な 理 論 的 知 見 は 早 く か ら 提 出 さ れ て

い る も の の， 実 際 の授 業 事 例 にお い て これ を 実 証 する と い う試 み は 十分

に は 行 わ れて き て い な い 。 こ のよ う な 過程 の 実 態 を実 際 の 授業 事 例 にお

い て 確 認 する こ と も本 研 究 の 課題 の １ つで あ る 。  

 ３ で 述 べた よ う に， 読 者 は ， テ キ ス トの 読 解 過 程に お い て 視 点 に かか

わ る 読 解 方略 を 意 図的 に 使 用 する こ と が で き る 。 幼児 で あ って も ， 物語

の 語 り の 視点 に 影 響を 受 け な がら も ， 自分 な り に 視点 を 転 換さ せ な がら

物 語 を 理 解し て い るこ と が 示 され て い る（ 古 屋 ・ 田代 ,  1 9 8 9 ）。 宮崎
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（ 2 0 0 8 ） は ，読 者が 能 動 的 に視 点 を 動か し て み るこ と に よっ て ， 私 た

ち は 作 品 の中 に あ から さ ま に は表 現 さ れて い な い 状景 に つ いて ， そ れが

ど の よ う に見 え る もの か と い う問 い を 生成 し て い くこ と を 指摘 し て い

る 。 視 点 は， 読 み 手の 物 語 の 仮想 的 世 界の あ る 部 分に 意 識 を向 け ， それ

に 関 す る 情報 を 提 供す る 役 割 をし て お り， 読 み 手 は， そ こ で 意 識 化 され

た 部 位 に 関心 を 向 け文 章 理 解 を精 緻 化 させ る の で ある （ 福 田 ,  1 9 9 5 ）。  

 た だ ， 読解 の 過 程に お い て 視点 の 能 動的 な 移 動 をす べ て の読 者 が 積極

的 に 行 っ てい る わ けで は な い 。 読 解 の 過程 に お い て ， 読 者 があ る 登 場人

物 へ い っ たん 焦 点 化 す る と ， それ ま で と異 な る 知 覚動 詞 の 対象 の 取 り方

な ど 文 章 の中 の 焦 点化 の 移 動 のし る し に出 会 う ま で， そ の 焦点 化 さ れた

登 場 人 物 の意 識 を 通し て 虚 構 世界 を 構 築し て い く 傾向 が あ ると 考 え られ

て い る （ 赤羽 ,  2 0 0 4 ）。 その た め ， 国 語の 授 業 実 践に お い て， 教 師 の 発

問 に よ っ て読 者 の 視点 を 動 か すと い う こと が 指 導 上， 有 効 な手 だ て とし

て 考 え ら れて い る 。 例 え ば ， 鶴田 （ 1 9 9 9 ） は ，「 大 造 じい さん と が

ん 」 に つ いて ，「視点 人 物 と 対象 人 物 ：こ の 物 語 は誰 の 視 点か ら 語 ら れ

て い ま す か。 そ れ が分 か る 所 を抜 き 出 しま し ょ う。」，「 視点の 転 換 ： 残

雪 の 視 点 から 語 ら れて い る 箇 所が あ り ます か 。 あ ると す れ ば， そ れ はど

ん な こ と を表 し て いる の か ， 話し 合 い まし ょ う 。」 と い う「学 習 の 手 引

き 」 を 示 して い る （ p p . 6 8 - 6 9 ）。こ のよ う な 課 題を 解 決 する こ と を 通

し て 子 ど もた ち は 物語 に つ い ての 理 解 を深 め る こ とを 促 さ れる の で あ

る 。 読 者 が「 物 語 」 を 読 む 過 程に お い て 物 語 言 説 の焦 点 化 とか か わ って

視 覚 的 イ メー ジ の 視点 を 能 動 的に 動 か すと い う こ とは ， 物 語を よ り 深く

理 解 し た いと い う 読者 の 意 図 に支 え ら れた 認 知 的 方略 と と らえ ら れ る 。

「 物 語 」 につ い て の読 み の 交 流過 程 に おい て こ の よう な 視 覚的 イ メ ージ

の 視 点 の 移動 が 生 徒の 協 働 に よっ て 達 成さ れ る と き，「 物語」 の 読 み に

深 ま り が 生じ て い るこ と が 示 唆さ れ る だろ う 。  

 

第４節  本研究の研究課題  

 

本 節 で は ， 国 語 の 授 業 に お い て 「 物 語 」 を 生 徒 が 読 む と い う 行 為 に

つ い て 分 析す る こ とに か か わ って 先 行 研究 を 概 観 しな が ら 議論 し て きた

こ こ ま で の内 容 を 振り 返 り ， その 上 で 本研 究 に お いて 追 究 する 課 題 につ

い て 整 理 する 。  

第 ２ 節 で は ， 生 徒 が 国 語 の 授 業 に お い て 「 物 語 」 に つ い て の 読 み を

協 働 的 に 深め る 過 程に つ い て 実証 的 な 研究 を 行 う 上で の 課 題に つ い て 先
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行 研 究 の レビ ュ ー を通 し て 検 討を 行 っ た。  

１ で は ， 我 が 国 の 「 物 語 」 を 読 む 授 業 の 実 践 史 と 実 践 に つ い て の 近

年 の 議 論 をふ り 返 って ， そ こ に「 伝 統 的な 授 業 」 と「 非 伝 統的 な 授 業」

と い う 異 な る 授 業 観 の 対 立 が 指 摘 で き る こ と を 議 論 し た 。「 物 語 」 を 教

材 と し て 読む 授 業 を分 析 し 考 察す る 上 で， 教 室 を この よ う な葛 藤 の 場と

し て 理 解 して い く こと が 必 要 にな る こ とを 確 認 し た。  

２ で は ， 協 働 的 な 学 習 活 動 を 基 盤 と す る 授 業 の 特 徴 に つ い て 整 理 し ，

事 例 の 分 析に お い て 留 意 す べ き点 を ３ 点見 出 し た 。 第 １ に ，小 グ ル ープ

や ペ ア で の学 習 活 動の 局 面 と 一人 の 教 師と 複 数 の 生徒 が や りと り す る教

室 全 体 で の議 論 の 局面 の 両 方 を射 程 と し， そ の つ なが り に 目を 向 け た事

例 の 記 述 を行 う こ とで あ る 。 第２ に ， 「物 語 」 に 対す る そ れぞ れ の 生徒

の 問 い や 考え と の かか わ り か ら教 室 談 話を と ら え るこ と で ある 。 第 ３に，

音 声 に よ る談 話 過 程だ け で な く 授 業 の 過程 に お い て生 徒 が 書い た も の，

ま た そ の 利用 の あ り方 に 注 目 し， こ の ２つ を 関 連 付け て 事 例の 記 述 を行

う こ と で ある 。  

３ で は ， 授 業 に お け る 社 会 的 な 学 習 の 過 程 を 明 ら か に す る た め に 行

わ れ る 教 室談 話 研 究が ， 先 行 発話 へ の 言及 の あ り 方や 発 話 の様 式 ， その

葛 藤 に 着 目し て 実 際の 談 話 過 程の 分 析 を行 っ て い るこ と を 確認 し た 。 本

研 究 に お いて も こ の枠 組 み に 基づ い て 分析 を 進 め るこ と と する 。 さ らに，

国 語 科 の 「物 語 」 を読 む 授 業 につ い て 分析 考 察 を 行っ た こ れま で の 研究

で は ， 物 語の こ と ば の 基 本 的 な特 徴 で ある ， 登 場 人物 の 行 為の 景 観 と語

り 手 の 意 識の 景 観 の二 重 性 に つい て 十 分に 考 慮 さ れて お ら ず， こ の 点に

着 目 し た 事例 の 検 討が 課 題 と して 残 さ れて い る こ とを 確 認 した 。  

第 ３ 節 で は ， ２ 節 で 明 ら か と な っ た 上 記 の よ う な 課 題 を 解 決 す る た

め に ， 本 研究 が と る理 論 的 な 枠組 み に つい て 議 論 した 。  

１ で は ， 社 会 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 過 程 と 個 人 の 心 理 的 な 過 程 と

の 密 接 な 結 び つ き に 注 目 し な が ら 人 間 の 行 為 に つ い て 分 析 ･ 考 察 を 行 う

社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ の 立 場 か ら ，「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 が ど の よ

う に と ら え ら れ る の か に つ い て 議 論 し た 。「 物 語 」 に つ い て の 生 徒 の 読

み を 語 り 直さ れ た 物語 と と ら える 本 研 究で は ， 出 来事 を い かに 筋 立 て手

ど の よ う に語 る か とい う n a r r a t i v e が 文 化 的 道 具と し て とら え ら れる

こ と を 確 認し た 。  

２ で は ， 社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ を 基 礎 付 け る ヴ ィ ゴ ツ キ ー と バ フ チ

ン の 理 論 に つ い て 概 観 し た 。 こ れ を 通 し て ， 文 化 的 道 具 と し て の

n a r r a t i v e を 考 え る 上 で ， そ れ を 創 り 出 す 意 識 や 世 界 観 の あ り 方 と し
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て の 「 声 」の 対 立 や葛 藤 を と らえ る べ きこ と を 示 した 。  

３ で は ， 物 語 学 の 議 論 を 概 観 し ， n a r r a t i v e の 「 声 」 を 検 討 す る た

め に ， 物 語 学 に お け る 「 焦 点 化 」， す な わ ち ， 物 語 言 説 の 語 り 手 が 誰 の

意 識 を 通 して 語 っ てい る の か とい う こ とに か か わ る 概 念 に 依拠 す る こと

を 確 認 し た。 生 徒 の 発 話 を 物 語言 説 に つい て の 概 念で あ る 焦点 化 に おい

て 分 析 す る こ と は ，「 物 語 」 の 語 り 手 の 物 語 言 説 と 生 徒 の 発 話 を 同 じ 地

平 に お く こ と を 意 味 す る 。 こ の こ と で ，「 物 語 」 を 読 む と い う 生 徒 の 行

為 を 具 体 的な 「 物 語」 の 物 語 言説 と 密 接に 関 連 付 けな が ら 記述 す る こと

が 可 能 に なる 。  

こ こ ま で の 議 論 を 踏 ま え ，「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 と 社 会 的 文 化 的

状 況 で あ る教 室 談 話の 諸 要 素 との 相 互 作用 を 示 し たの が F i g u r e 2 であ

る 。  

 

F i g u r e  2  「 読 む と い う 行 為 」 に お け る 社 会 文 化 的 状 況 と の 相 互 作 用  

 

F i g u r e 2 に 基 づ き ， 本 研 究 で は ， 物 語 言 説 の 構 造 的 な 特 徴 に 留 意 し

な が ら ， 考え を 交 流す る こ と を通 し て 協働 的 に 「 物語 」 を 読み 深 め る授

業 に お け る生 徒 の 読む と い う 行 為 を 教 室談 話 と い う社 会 文 化的 状 況 に位

置 づ け て 明ら か に する た め に ，下 記 の ５つ の 研 究 課題 を 設 定す る 。  

第 １ は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 深 ま る と い う こ と が ど の よ う な 過

〈物語〉についての読みを交流する授業

読むという行為

発話

〈物語〉

授業観

個人の特性

教室談話

書くこと
⑤④

③

②

①

教室のことば
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程 で あ る のか ， 物 語の 基 本 的 な特 徴 で ある 景 観 の 二重 性 と 関連 付 け なが

ら 明 ら か に す る こ と で あ る （ F i g u r e 2 中 の ① ）。「 物 語 」 の 出 来 事 に つ

い て の 生 徒の 発 話 ，す な わ ち 語り 直 さ れた 物 語 を 創り 出 し た「 声 」 をと

ら え る た めに ， 発 話の 焦 点 化 に着 目 し て教 室 談 話 の分 析 を 行っ て いく。  

第 ２ は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 協 働 的 に 深 ま る 過 程 に お い て 生 徒

個 人 の 特 性が ど の よう な 働 き をし て い るの か を 明 らか に す るこ と で ある

（ F i g u r e 2 中 の ② ）。「 物 語 」 の 登 場 人 物 と 読 み 手 の 諸 属 性 ， そ し て 共

感 の 違 い によ っ て 生成 さ れ る 読み に は 相違 が 生 じ る。 そ の 相違 が 協 働的

に 「 物 語 」の 読 み が深 ま っ て いく 過 程 にお い て ど のよ う に 機能 し て いく

の か を 検 討す る 。  

第 ３ は ， 読 み の 交 流 に お い て あ る 生 徒 が 他 の 生 徒 の 読 み を 取 り 込 む

際 の そ の 生 徒 の 自 己 内 対 話 の 過 程 に つ い て 明 ら か に す る こ と で あ る

（ F i g u r e 2 中 の ③ ）。 授 業 に おけ る 生 徒の 学 習 を より 詳 細 にと ら え るた

め に ， 話 し言 葉 だ けで な く 書 き言 葉 に も注 目 し て 分析 を 行 うこ と で ，生

徒 の 自 己 内対 話 過 程に 深 く 迫 って い く 。  

 第 ４ は ，授 業 の 振り 返 り に おい て 生 徒が 行 う 省 察的 な 自 己内 対 話 の過

程 に つ い て明 ら か にす る こ と であ る （ F i g u r e 2 中 の ④ ）。 １時 間 の 授 業

の 内 部 に は小 グ ル ープ で の 課 題解 決 ， 教室 全 体 で の議 論 ， 書く こ と によ

る 個 別 の 振り 返 り など ， 複 数 の局 面 が 存在 す る 。 授業 が こ のよ う に 複数

の 局 面 に よっ て 構 成さ れ て い る こ と で 生徒 の 読 む とい う 行 為 は ど の よう

な 特 徴 を 持つ こ と にな る の か を検 討 す る。  

 第 ５ は ，そ の 教 室談 話 を 形 づく る 授 業観 と 「 物 語」 の 読 みの 授 業 にお

け る 生 徒 の 読 む と い う 行 為 と の か か わ り を 明 ら か に す る こ と で あ る

（ F i g u r e 2 中 の ⑤ ）。 教 師 が 事前 に プ ラン し た 意 図と 実 際 の授 業 に おけ

る 生 徒 の 姿に は 必 ずズ レ が 生 じる 。 読 むと い う 行 為の あ り 方を 方 向 付け

る 政 治 性 ，あ る い は権 威 性 に つい て 「 特権 化 」 の 概念 を 手 がか り に 検討

す る 。  

次 章 で は ， こ れ ら の 研 究 課 題 を 検 討 す る た め に ， 本 研 究 で 採 用 す る

方 法 と 本 研究 の 構 成を 述 べ る 。  
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第２章  方法と本研究の構成  

 

 本 章 で は， 読 み の交 流 を 通 して 物 語 を協 働 的 に 読み 深 め る過 程 で の生

徒 の 読 む とい う 行 為を 社 会 的 文化 的 な 状況 で あ る 教室 談 話 に位 置 づ けて

描 出 す る 本研 究 の 目的 を 達 成 する た め に実 施 し た 方法 お よ び デ ー タ の内

容 を 説 明 する 。 そ して そ れ に 基づ き ， 本研 究 の 構 成を 述 べ る 。  

 

第１節  方法  

 

交 流 を 通 し て 「 物 語 」 を 読 み 深 め る 授 業 に お け る 教 室 談 話 の 特 徴 を

と ら え ， そこ で の 読む と い う 行為 を 検 討す る た め に授 業 観 察を 実 施 した。

参 加 観 察 法（ p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  m e t h o d ） によ る フ ィ ール

ド デ ー タ の収 集 で ある 。  

読 み の 交 流 を と ら え る た め に 理 論 的 サ ン プ リ ン グ を 行 い ， 対 話 的 な

参 加 構 造 の授 業 実 践を 志 向 す る 中 等 教 育段 階 の 授 業実 践 を 観察 の 対 象と

し た 。 中 等教 育 段 階の 教 室 を フィ ー ル ドと し た の は， 本 研 究が 関 心 を寄

せ る 読 み の交 流 を 通し て 物 語 を協 働 的 に読 み 深 め る 活 動 に 必要 な 能 力の

発 達 的 条 件 の た め で あ る 。 福 田 （ 1 9 9 5 ） は ， 物 語 を 読 む 能 力 の 発 達 に

か か わ り ，小 学 校 高学 年 に な ると 視 覚 的イ メ ー ジ の表 象 と 文章 の 表 象，

そ し て 文 章を 超 え た表 象 を 関 係づ け る こと が で き る（ こ の 3 つ の 表 象の

関 係 が 密 接に な れ ばな る ほ ど ，読 み 手 は物 語 を 深 く理 解 す る） も の の，

そ れ は 大 学生 の 行 う関 係 づ け より も 密 接で は な い こと を 指 摘し て い る。

ま た ， 読 解に お い てよ り 深 い 処理 と し ての 意 味 へ と向 か う 評価 の で きる

メ タ 認 知 的能 力 は ，小 学 校 中 高学 年 以 後中 等 教 育 段階 に 大 きく 発 達 する

と 考 え ら れて い る （秋 田 ,  2 0 0 8 ）。  

観 察 は ， 都内 の 公 立中 学 校 （ A 校 ） と 九州 地 方 の 公立 高 等 学校 （ B 校）

で 行 っ た 。対 象 校 の地 域 が 異 なる の は ，観 察 の 期 間中 ， 筆 者に 異 動 があ

っ た こ と によ る 。 A 校 で の 観 察の 目 的 は， 読 み の 交流 を 通 して 物 語 を協

働 的 に 読 み深 め る 授業 に お け る課 題 や 教室 談 話 過 程の 特 徴 を明 ら か にす

る こ と で ある 。 B 校で の 観 察 の目 的 は ， こ の よ う な授 業 の 中の 特 に 自己

内 対 話 に 着目 し ， 個々 の 生 徒 が物 語 に つい て 何 を どの よ う に学 ん だ のか

を 教 室 談 話に 位 置 づけ て 明 ら かに す る こと で あ る 。両 校 で の観 察 は ， 読

み の 交 流 とい う 事 象に 焦 点 を 当て ， そ れが ど の よ うに 生 起 し， ど の よう

な 経 過 を たど り ， どの よ う な 結果 に 至 るか を 観 察 する と い う本 研 究 の関

心 か ら ，「 事 象 見 本 法 （ e v e n t  s a m p l i n g  m e t h o d ）」（ 澤 田 ・ 南 ,  
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2 0 0 1 ） に よ って 観察 単 位 の サン プ リ ング を 行 っ た。  

A 校 で の 授業 観 察 にお い て ， 観 察 者 は ，授 業 か ら 一歩 距 離 をお い ての

自 然 観 察 ，す な わ ち非 交 流 的 観察 を 行 った 。 授 業 実践 の 流 れを 乱 さ ない

よ う に ， 教 室 の 片 隅 に 観 察 場 所 を 確 保 し ， 消 極 的 な 参 加 者 （ p a s s i v e  

p a r t i c i p a t i o n ）と し て フ ィー ル ド に参 与 し た （ c . f . ,  箕 浦 ,  1 9 9 9 ）。  

B 校 で の 授業 観 察 にお い て は ，観 察 者 は， 授 業 者 とし て 生 徒と か かわ

り 合 い を も ち 交 流 的 観 察 を 行 っ た 。 完 全 な 参 与 者 （ c o m p l e t e  

p a r t i c i p a t i o n ） と し て の フ ィ ー ル ド へ の 参 与 で あ る 。 こ れ は ， 生 徒

の 内 的 な 過程 で あ る自 己 内 対 話を 捉 え るた め に ， 読み の 交 流 を 行 う 授業

過 程 に 生 徒の 書 く 活動 を 適 宜 設定 し ， そこ で 得 た デー タ を 分析 の 対 象と

す る こ と を考 え た ため で あ る 。  

最 後 に ， T a b l e  １ と し て 本 研 究 の た め に 行 っ た 観 察 と 第 １ 章 第 ４ 節

で 挙 げ た 研究 課 題 との 対 応 を 示す 。  

 

T a b l e  1  本 研 究 の 方 法 と 課 題 の 対 応  

観察
実施校

観察の目的 研究課題 章

①読みの交流を通して〈物語〉についての読みが深
まる過程について明らかにする。

第３章

②〈物語〉と読み手の個性との相互作用と交流を通
した読みの深まりとのかかわりについて明らかにす
る。

第４章

③読みの交流において生徒が他の生徒の読みのこ
とばをどのように自らの読みを示す発話に取り込む
のかを明らかにする。

第５章

④生徒が読みの交流を振り返って行う自己内対話
の過程について明らかにする。

第６章

⑤〈物語〉の読みの授業における読むという行為とそ
の授業の基づく授業観とのかかわりについて明らか
にする。

第７章

Ａ校

読みの交流を通して
〈物語〉を協働的に読
み深める授業における
課題や教室談話過程
の特徴を明らかにする
こと

Ｂ校

読みの交流を通して
〈物語〉を協働的に読

み深める授業における
生徒の自己内対話の
過程とそこへの権威の
かかわりについて明ら

かにすること

 

 

第２節  本研究の構成  

  

 本 研 究 では ， 第 １章 第 ４ 節 で示 し た ５つ の 研 究 課題 に つ いて ， ３ 部構

成 ， 全 ８ 章の 議 論 を通 し て 検 討を 行 う 。  

第 Ⅰ部 「 本 研 究 の 問 題 と 目 的 」 の 第 １ 章 「 物 語 の 授 業 に お け る 生 徒 の

読 み の 交 流を 検 討 する 視 座 」 では ， 先 行研 究 の レ ビュ ー に 基づ い て 本研
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究 の 立 場 を明 確 に する と と も に， 分 析 の枠 組 み に つい て 理 論的 な 検 討を

行 っ た 。 そし て ， 先行 研 究 の 知見 と 残 され た 課 題 を踏 ま え ，本 研 究 の研

究 課 題 を 整理 し た 。第 ２ 章 「 方法 と 本 研究 の 構 成 」で は ， 第１ 章 で 整理

し た 研 究 課題 を 研 究す る 方 法 とし て ２ つの 学 校 で 授業 観 察 を行 う こ とを

説 明 し ， そこ で 得 られ た デ ー タに 基 づ く具 体 的 な 分析 と 本 研究 の 研 究課

題 と の 対 応を 整 理 して 示 し て いる 。  

 第 Ⅱ 部 「読 み の 交流 を 通 し て 『 物 語 』 を 協 働 的 に読 み 深 める 授 業 の特

徴 の 検 討 」は ， 焦 点化 概 念 に 着目 し た 発話 分 析 に よっ て 「 物語 」 を 協働

的 に 読 み 深め る 授 業の 過 程 に つい て 質 的に 検 討 す る 次 の ２ つの 章 か ら構

成 さ れ る 。  

 第 ３ 章 「  読 み の 交 流 を 通 し て 『 物 語 」 の 読 み が 深 ま る 過 程 」 で は ，

物 語 の 基 本的 な 特 徴で あ る 景 観の 二 重 性と 関 連 付 けて 談 話 過程 を 分 析し，

「 物 語 」 につ い て の読 み が 深 まる 過 程 がど の よ う に進 行 す るの か を 明ら

か に す る 。  

 第 ４ 章 「『 物 語 』 の 読 み が 深 ま る 過 程 で の 生 徒 の 役 割 の 相 違 」 で は ，

生 徒 と 「 物語 」 の 登場 人 物 と の相 互 作 用に よ っ て 生じ る 読 みの 相 違 が，

協 働 的 に 読み を 深 める 過 程 に おい て ど のよ う に 影 響を 及 ぼ すの か と いう

点 に つ い て明 ら か にす る 。 異 なる 「 焦 点化 」 の あ り方 を 示 す発 話 が どの

よ う に 談 話過 程 に 表れ ， そ れ が 協 働 的 な 読 み の 深 まり に ど のよ う に 影響

を お よ ぼ すの か と いう 点 に つ いて 検 討 する 。  

 第 Ⅲ 部 「『 物 語 』 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 に お け る 自 己 内 対 話 の 検

討 」 は ， 読み の 交 流過 程 に 設 定さ れ る 生徒 の 書 く 活動 に よ って 創 り 出さ

れ た 記 述 に着 目 し ，読 み の 交 流を 通 し た 生 徒 の 学 習の 過 程 につ い て 検討

す る 。  

 第 ５ 章 ，「 他 者 の 読 み の 取 り 込 み 」 で は ， 生 徒 が 発 話 に 他 の 生 徒 の 発

話 の こ と ばを 取 り 込む 際 の 自 己内 対 話 の 過 程 に つ いて 明 ら かに す る 。読

み の 交 流 にお い て 生徒 が ， 自 らの 焦 点 化 は 異 な る 焦点 化 の 読み と 出 合う

こ と で ど のよ う に 読み を 深 め てい く の かを 検 討 す る。  

 第 ６ 章，「『 物 語 』 の 読 み の 授業 に お ける 議 論 と 振り 返 り 」で は ， 授業

の 終 末 に 設定 さ れ る振 り 返 り にお い て 生徒 が 行 う 自己 内 対 話過 程 に つい

て 検 討 す るこ と を 通し て ， 時 間的 な 連 続性 の 中 に 複数 の 局 面が あ る とい

う 授 業 の 構造 が 「 物語 」 に つ いて の 生 徒の 読 み の 深ま り と どの よ う に関

連 す る の かを 考 察 する 。  

 第 Ⅳ 部 「『 物 語 』 を 読 む 授 業 の 授 業 観 と 教 室 談 話 」 は ， 第 ７ 章 「 読 む

と い う 行 為と 授 業 観と の か か わり 」 と して B 校 で 観察 し た 授業 事 例 の全
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体 像 や 枠 組 み に つ い て 比 較 検 討 す る こ と を 通 し て ，「 物 語 」 の 読 み の 授

業 に お け る権 威 ， すな わ ち 教 師の 意 図 する 読 み 方 と生 徒 の 読む と い う行

為 の か か わ り に つ い て 考 察 す る 。「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 に

お い て あ る特 定 の 読み 方 の 特 権化 が ど のよ う な 手 段に よ っ て実 現 さ れる

の か を 記 述す る こ とを 試 み る 。  

 第 Ⅴ 部 「総 合 考 察」 は ， 第 ８章 「 国 語の 授 業 に おけ る 物 語の 学 習 」か

ら な る 。 こ の 章 で は ， 第 ７ 章 ま で の 内 容 を 踏 ま え ，「 物 語 」 を 協 働 的 に

読 み 深 め る授 業 に おけ る 物 語 につ い て の生 徒 の 学 習に つ い て総 合 的 な考

察 を 行 い ，本 研 究 の意 義 と 今 後の 課 題 につ い て 整 理す る 。  
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第Ⅱ部  

読みの交流を通して「物語」を協働的に読み深める授業  

 

 は じ め に， 第 Ⅱ 部を 構 成 す る第 ３ 章 と第 ４ 章 に おい て 分 析の 対 象 とす

る 授 業 実 践の 概 要 につ い て 説 明す る 。  

 

 第 ３ 章 と第 ４ 章 で検 討 す る 授業 事 例 のデ ー タ は ， 都 内 の 公立 中 学 校 Ａ

校 で 行 わ れた 国 語 の授 業 で あ る。 Ａ 校 の 学 校 規 模 は， １ 学 年３ 学 級 で全

校 生 徒 数 3 6 0 人 であ る 。 観 察の 期 間は 2 0 1 0 年 9 月 から 2 0 1 1 年 1 0 月

で あ る 。 観察 は 年 度を ま た が って 行 わ れ て い る 。 初年 度 は 第２ 学 年 の学

級 を 対 象 とし ， 次 年度 は 生 徒 たち の 進 級に あ わ せ て第 ３ 学 年の 学 級 を対

象 と し た 。  

 観 察 者 は， 週 に 1 回 の ペ ー スで 学 校 を訪 問 し ， 特定 の 一 人の 教 師 の国

語 の 授 業 につ い て 延べ 2 5 時 間の 授 業 観察 を 行 っ た。 授 業 観察 終 了 後，

授 業 者 の 時間 が 許 す場 合 に は 当日 の 授 業の 内 容 に かか わ り 1 時 間 程 度の

イ ン タ ビ ュー を 行 った 。 授 業 の様 子 は ，教 室 左 横 前方 で 観 察者 が と った

フ ィ ー ル ドノ ー ツ とＩ Ｃ レ コ ーダ に よ って 記 録 し た。 小 グ ルー プ で の活

動 時 に は ， Ｉ Ｃ レ コ ー ダ を グ ル ー プ の 中 心 に 設 置 し て 録 音 し た 。 2 0 1 1

年 6 月 か らは こ れ らに 加 え ， ビデ オ カ メラ で の 映 像撮 影 も 行っ た 。 授業

時 間 中 ， 観察 者 は 生徒 に 話 し かけ た り 話し か け ら れた り す るこ と は なか

っ た 。 観 察中 に 生 じた 疑 問 等 につ い て は， 授 業 外 の時 間 に 生徒 や 授 業者

に 質 問 し た。  

授 業 者 は ，教 職 歴 2 0 年 を 超 える ベ テ ラン の 外 山 教諭 （ 仮 名。 以 下，

事 例 に か か わ る 個 人 名 は す べ て 仮 名 と す る 。） で あ る 。 教 諭 は ， 2 0 0 5

年 頃 か ら 協働 的 な 授業 に 関 心 を持 ち ， 教室 全 体 で の議 論 の 際， 机 を 「コ」

の 字 に 配 列し た り ，小 グ ル ー プで の 学 習活 動 を 授 業に 導 入 する な ど 実践

上 の 工 夫 を行 っ て きた 。 ま た ，外 山 教 諭は 対 話 的 な話 し 合 いが 行 わ れる

よ う な 教 室の 雰 囲 気作 り を 心 がけ ， 生 徒の 発 言 を つな ぐ 意 識を 持 っ て教

室 談 話 に 参加 し て いた 。 観 察 開始 時 に は， ど の 学 級に お い ても 互 い の意

見 に つ い てそ の 根 拠を 意 識 し なが ら 聞 くこ と ， 反 対意 見 を 受け 入 れ るこ

と な ど の 話 し 合 い の ル ー ル の 共 有 （ 松 尾 ・ 丸 野 ,  2 0 0 7 ） が な さ れ て い

た 。 観 察 中， 年 度 が変 わ っ て クラ ス 替 えが 行 わ れ たも の の ，学 年 の 3 学

級 と も 外 山教 諭 が 前年 度 か ら 引き 続 い て国 語 の 授 業を 担 当 した 。 協 働的

な 話 し 合 いの ル ー ルの 共 有 は ，学 級 の 成員 が 入 れ 替わ っ た 後も 基 本 的に

維 持 さ れ てい た 。  
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授 業 時 の 生 徒 の 机 は ， 授 業 の 開 始 時 や 個 別 の 課 題 解 決 学 習 時 に は 前

方 に 向 け られ て い た。 小 グ ル ープ で の 学習 活 動 の 際に は ， 隣り 合 っ て座

る 男 子 生 徒と 女 子 生徒 が 向 か い合 い ， 前後 の ペ ア で机 を 合 わせ て 男 女 4

人 が 市 松 模様 に な るよ う 席 の 指定 が な され て い た 。  

外 山 教 諭 は ， 分 析 の 対 象 と す る 単 元 3 で 授 業 の 学 習 課 題 と な る 問 い を

生 徒 た ち に作 ら せ る試 み に 初 めて 取 り 組ん だ 。 生 徒た ち に とっ て も ，小

学 校 １ 年 生か ら 考 えて も 初 め ての 経 験 であ る 。 授 業で は ， 生徒 の 話 し合

い に よ っ て場 面 ご とに 問 い が 設定 さ れ ，そ の 問 い を巡 る 話 し合 い に よっ

て 協 働 的 な読 み の 深ま る こ と が目 指 さ れた 。  

授 業 は お お む ね 次 の よ う に 展 開 し た 。 授 業 の 開 始 直 後 に は 学 習 課 題

と の 確 認 とそ の 時 間に 議 論 の 対象 と す る部 分 を 各 自音 読 す る場 面 が 設定

さ れ た （ 5 ～ 1 0 分）。 続 い て ，小 グ ル ープ で の 話 し合 い が 1 5 分 程 度 行

わ れ た 。 学習 課 題 につ い て の 個人 の 考 えは ， 基 本 的に 授 業 前の 予 習 とし

て ノ ー ト に書 い て おく こ と が 求め ら れ てい た 。 次 に， 教 師 を交 え た 教室

全 体 の 議 論が 2 0 分程 度 行 わ れた 。 こ の間 ， 教 師 は 生 徒 の 発言 に つ いて

評 価 を 行 うこ と は せず ， 本 文 のこ と ば や他 者 の 発 言と の つ なが り に つい

て 確 認 し たり ， 質 問し た り す るよ う に 心が け て い た。 教 室 全体 の 議 論で

の 生 徒 の 反応 や 話 し合 い の 流 れに お い て解 決 で き なか っ た 問い や 派 生し

た 問 い に つい て 小 グル ー プ に よ る 再 度 の話 し 合 い を促 す こ とも あ っ た。

授 業 の 終 わり に は 授業 の 振 り 返り を ノ ート に 書 く こと が 予 定さ れ て いた。

し か し ， しば し ば 終了 時 刻 の 関係 で 宿 題と し て 生 徒が 持 ち 帰る こ と にな

る こ と が あっ た 。  

 

第 ３ 章 と 第 ４ 章 で 検 討 す る 授 業 事 例 に お い て 教 材 と さ れ て い る 「 物

語 」 は ， 重松 清 「 卒業 ホ ー ム ラン 」 で ある 。 使 用 され て い る 教 科 書 （東

京 書 籍 『 新 編 新 し い 国 語 ３ 』） で は ， ２ 段 組 １ ３ ペ ー ジ の 分 量 で あ る 。

重 松 清 「 卒業 ホ ー ムラ ン 」 に は，「 徹夫 」，「 佳 枝」，「 典 子」，そ し て 「智」

と い う 社 会文 化 的 な 属 性 に お いて バ ラ エテ ィ に 富 んだ 複 数 の人 物 が 登場

す る 。 1 章 第 1 節 の４ で 言 及 した よ う に， 物 語 の 登場 人 物 の属 性 と 読者

の 属 性 の 相互 作 用 はそ れ ぞ れ の読 み に 影響 を 与 え るこ と が 明ら か に され

て い る 。 生徒 の 物 語 の 違 い が ，そ の 語 りに お い て 焦点 化 さ れる 人 物 の違

い と い う 水準 で 表 れる こ と が 推測 さ れ る。 主 要 な 登場 人 物 ４人 の 社 会 的

                                                   
3 本 研 究 で は， ひ と つの 「 物 語 」を 教 材 とし て 読 む 授業 の ま とま り を 単

元 と す る 。  
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な 属 性 は 次の と お りで あ る （ T a b l e  ２）。  

 

T a b l e  2  登 場 人 物の 属 性

名前 性別 家族内 関係 年齢 少年野球チーム 備考

徹夫 男 父 30代後半～40代前半 監督

佳枝 女 母

典子 女 娘 中学校第２学年 「がんばること」に対する不信

智 男 息子 小学校第６学年 選手（補欠）

夫婦

姉・弟

 

「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」 の 本 文 に お い て ， 物 語 中 の 出 来 事 は 徹 夫 へ の 内

的 焦 点 化 を基 調 と し な が ら ３ 人称 で 語 られ て い る 。第 １ 章 第３ 節 ４ 項で

言 及 し た よ う に ，「 物 語 」 の 語 り は そ の 文 自 体 に 含 ま れ る 情 報 の み を 手

が か り と して 厳 密 に判 別 で き るも の で はな い 。 し かし ， こ の 「 物 語 」全

体 の 支 配 的コ ー ド とし て は ， 登場 人 物 「徹 夫 」 へ 焦点 化 し た語 り が 基調

と な っ て いる と 判 断さ れ る 。 たと え ば ， 登 場 人 物 の発 話 が カギ 括 弧 に よ

っ て 区 切 られ 直 接 話法 で 語 ら れて い る 箇所 は ， 形 式的 に 地 の文 の 語 りと

は 明 確 に 区 別 が な さ れ て い る 。「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」 の 本 文 で は 「 徹 夫 」

に 焦 点 化 され た 地 の文 の 語 り の中 途 に カギ 括 弧 で くく ら れ た「 徹 夫 」以

外 の 登 場 人物 の 発 話 が 挿 入 さ れた 直 後 に「 徹 夫 」 の心 中 が 語ら れ る こと

が 頻 繁 に 起 こ っ て い る 。 そ の た め ，「 徹 夫 」 と 会 話 す る 「 智 」 や 「 佳 枝 」

の 発 話 に つい て ， 読者 は 虚 構 世界 に お いて そ の 発 話の 聞 き 手で あ る 「徹

夫 」 の 意 識を 通 し て聞 く こ と を促 さ れ るこ と に な る。  

協 働 的 に 読 み を 深 め る 過 程 に お い て ， 生 徒 は ，「 徹 夫 」 へ の 焦 点 化 を

基 調 と す るこ の 「 物語 」 の 語 りに 対 し て， 焦 点 を どの よ う に移 動 さ せる

の か ， あ るい は さ せな い の か を判 断 し てい く こ と を求 め ら れる 。 そ の際

に ， 自 分 の 持 つ 属 性 と T a b l e ２ に 示 し た 登 場 人 物 の さ ま ざ ま な 属 性 の

う ち の １ つ， あ る いは い く つ かの 属 性 との 間 に 見 出さ れ る 共通 性 や 相違

が ， こ の 焦点 の 異 動に 影 響 を 与え て い くこ と が 予 想さ れ る 。  

次 に ， 生 徒 の 発 話 の 分 析 の 際 に 参 照 す る こ と に な る 物 語 内 容 に 示 さ

れ た 出 来 事に つ い て述 べ る 。 物語 に お ける 出 来 事 と意 味 の 関係 に つ いて，

や ま だ は ，次 の よ うに 説 明 し てい る 。  

 

要 素 と し ての 出 来 事は ， 文 章 の筋 立 て と構 造 化 の 過程 で ま とま る

の で あ り ，そ れ を 支え る コ ン テク ス ト （文 脈 ） な しに ， 前 もっ て 実
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体 と し て 孤立 し て 存在 し て い るわ け で はあ り ま せ ん。 文 脈 を与 え ，

筋 書 き を つく る 行 為に よ っ て ，個 々 の 出来 事 が 組 織さ れ る とと も に

意 味 化 さ れる の で す。 ま た ， 物語 を 構 成す る 1 つ 1 つ の 出来 事 も

物 語 構 造 をも ち ， 出来 事 を 構 成す る 1 つ 1 つの 文 章 も物語 構 造 を

も ち ま す 。 そ れ ら の 関 係 は 「 入 れ 子 」 構 造 か ら な り ま す （ や ま だ ,  

2 0 0 0 ,  p . 1 1 ）。  

 

や ま だ （ 2 0 0 0 ） の 定 義 で は ， 物 語 の 出 来 事 は 読 み 手 （ 聞 き 手 ） に よ っ

て 見 出 さ れる も の であ り ， 複 数の 出 来 事が ま と ま って １ つ の出 来 事 を構

成 す る と いう よ う にそ の 範 囲 を明 確 に 区切 る こ と は出 来 な い。 し か し，

第 ３ 章 と 第４ 章 に おい て ， 生 徒の 発 話 を物 語 内 容 と関 連 付 けて 解 釈 する

必 要 上 ， 登場 人 物 の登 場 と 退 場， 回 想 など に よ る 時制 の 転 換， 登 場 人物

の あ る 行 動と そ れ につ い て の 内省 と 新 たな 行 動 開 始な ど を 区切 り と する

ま と ま り を 一 つ の 出 来 事 と し て 便 宜 的 に 分 節 し 番 号 を 付 し た （ T a b l e

３ ）。 な お ， 場 面 と は ， 本 文 中 に 挿 入 さ れ た １ 行 分 の 空 白 に よ っ て 物 語

を 区 分 し た単 位 で ある 。  
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T a b l e  3  物語 内 容に お け る 出来 事  

番号 出来事

1 徹夫が今日の天気について活動記録に記入

2 徹夫の回想：監督を引き受けて

3 智が素振りを始める

4 佳枝と徹夫とが典子について会話

5 秋ごろからの典子の様子

6 徹夫の回想：典子「がんばったってしょうがないじゃん」

7 保護者からの電話

8 徹夫が窓越しに智の素振りを見る

9 徹夫がチームのノートで練習や試合の記録を振り返る

10 徹夫が今日のスターティングメンバーをノートに書き入れる

11 監督に徹しきれない徹夫

12 徹夫と典子の会話：だからこそ，胸が痛む。」まで

13 徹夫と典子の会話：回想（「同じことは」）から

14 試合前のチームの様子

15 徹夫がメンバー票を記入：智を補欠の欄の一番下に入れる

16 「不敗神話」の横断幕に保護者の歓声が上がる

17 徹夫がメンバー票を訂正：智を補欠から外す

18 智がグランドの選手たちに声援を送る

19 徹夫が「がんばれば…」について考える

20 ５回の裏が終わって８点差がついてしまう

21 保護者の発案を受け，徹夫は補欠を試合に出すことを決める

22 智が３振のピンチヒッターを励ます

23 佳枝がバックネット裏に一人たたずんでいる

24 試合後，徹夫が智に声を掛ける

25 今日の試合について徹夫と智が会話

26 徹夫が今日の典子のことを考える

27 徹夫が智に中学での部活について質問し，智が答える

28 徹夫が智をバッターボックスに立たせ，佳枝もグランドに出る

29 徹夫と智の会話：バッターとしての心構えについて

30 徹夫が速球を投げ込み，智は２回空振りをする

31 最後の１球を智が打ち上げる

32 打球についてそれぞれが評価する

33 家族で家路につく，その中途，佳枝が典子に気づく

5

場面

2

3

4

1
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第３章  読みの交流を通して「物語」の読みが深まる過程  

 

第 1 節  本章の目的  

 

 本 章 の 目 的 は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 深 ま る と い う こ と が ど の よ

う な 過 程 であ る の か， 物 語 の 基本 的 な 特徴 で あ る 景観 の 二 重性 と 関 連付

け な が ら 明ら か に する こ と で ある 。 「 物語 」 を 理 解す る た めに ， 読 者が

登 場 人 物 ある い は 擬人 化 さ れ たな に も のか に 視 点 を移 動 さ せ， そ こ から

そ の 虚 構 世界 を 構 造化 す る こ とは し ば しば 指 摘 さ れる こ と であ る （ 佐藤，

2 0 0 7 ） 。 た だ し ， こ の よ う な 読 者 の 心 理 的 な 機 制 を 「 物 語 」 の 物 語 言

説 の 二 重 の景 観 ， ある い は 「 多声 性 」 （バ フ チ ン ， 1 9 9 6 ;  2 0 1 3 ） と 関

連 付 け て 実際 の 読 書過 程 を 具 体的 に 分 析す る こ と は 十 分 に は行 わ れ てき

て い な い 。  

そ こ で 本 章 で は ， 談 話 過 程 に お い て 「 物 語 」 の 出 来 事 に 言 及 し た 生

徒 の 発 話 を語 り 直 され た 物 語 とと ら え ，物 語 言 説 を対 象 と する 「 焦 点化」

概 念 に よ って ， 生 徒の 読 み を 「物 語 」 の二 重 の 景 観と 関 連 付け な が ら検

討 す る 。 第１ 章 第 ３節 の １ の 議論 で 見 たよ う に ， 物語 に お いて ① 言 及さ

れ て い る 出来 事 ， ②主 題 （ そ の出 来 事 を筋 立 て る 際に 用 い られ る 行 為者

の 目 標 や その 目 標 の根 底 に あ る動 機 ） ，③ 主 要 な 登場 人 物 の構 成 と いっ

た 様 相 は ，統 合 的 な文 化 的 道 具の さ ま ざま な 側 面 を反 映 し てい る と とら

え ら れ る （ ワ ー チ ， 2 0 0 2 ） 。 焦 点 化 は ， こ の う ち 直 接 的 に は ③ の 主 要

な 登 場 人 物の 構 成 に直 接 的 に 関わ る 概 念で あ る 。 多 く の 場 合， 物 語 言説

中 の 文 に おい て は 主語 と な る 登場 人 物 が行 為 者 と なる 。 ど の登 場 人 物が

行 為 者 と して 取 り 上げ ら れ る かと い う こと は ， 言 及さ れ る 出来 事 の 取捨

選 択 に 影 響す る 。 さら に ， あ る出 来 事 と別 の 出 来 事と の 筋 立て の あ り方

に も 影 響 を与 え る 。つ ま り ， 談話 過 程 にお け る 発 話の 焦 点 化の 様 態 を分

析 す る こ とで ， 発 話者 の 物 語 を媒 介 す る文 化 的 道 具 と そ の 使用 の 実 態に

迫 る こ と が可 能 と なる 。  

交 流 を 通 し て 「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 深 め て い く 過 程 を 検 討 す る

う え で ， 生徒 が 「 物語 」 に 対 して ど の よう な 課 題 を構 成 す るか は 重 要な

ポ イ ン ト とな る 。 文章 理 解 の 過程 は ， ある 種 の 課 題解 決 の 過程 と み なす

こ と が で きる 。 す なわ ち ， そ れは 文 章 につ い て の 問い の 設 定と そ の 解決，

検 証 の 連 続的 な プ ロセ ス で あ る。 伝 統 的な 授 業 観 に根 ざ し た国 語 の 授業

と い う 社 会 文 化 的 状 況 で は ，「 物 語 」 の 読 み の 深 ま り は ， 教 師 の 与 え る

課 題 に 従 事し ， そ こで 教 師 の 考え る ね らい を ど れ だけ 達 成 でき た か とい
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う こ と か らと ら え られ る 。 た だ， 実 際 の読 書 に お いて は ， 特段 ， 読 むた

め の 課 題 が設 定 さ れる こ と は ない 。 日 常的 な 読 書 の文 脈 で は， 読 者 は暗

黙 の う ち に自 分 で 読む た め の 課題 を 設 定し そ れ を 解決 し な がら 「 物 語」

を 読 み 進 め て い る 。 本 章 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 交 流 に 積 極 的

な 価 値 を おく 構 成 主義 的 な 学 習観 に 基 づい た 授 業 実践 に お いて 生 徒 が 問

い を 構 成 す る 過 程 を 取 り 上 げ る 。 こ れ を 検 討 す る こ と で ，「 物 語 」 を 読

む と い う 行為 の 実 態に つ い て 考え る た めの 示 唆 を 得る こ と が期 待 で きる

だ ろ う 。  

 

第２節  方法  

 

１  対象授業  

 

対 象 授 業 で は ， 生 徒 が 場 面 ご と に 考 え た 問 い を 小 グ ル ー プ の 話 し 合

い の 場 で 交流 し ， 小グ ル ー プ で検 討 し たも の を 全 体の 議 論 の場 に 提 出し，

そ こ で の 議論 に お いて 学 級 で 追究 す る 問い に つ い て考 え て いる 。 生 徒は

問 い を 考 える 際 に ，教 師 の 用 意し た ワ ーク シ ー ト を利 用 し てい た 。 ワー

ク シ ー ト の上 部 に は， そ れ ぞ れの 小 グ ルー プ か ら 出さ れ た 問い を 書 く欄

と そ の 問 いに つ い て個 人 が 考 えた こ と を書 く 欄 が 設け ら れ てお り ， 下部

に は 教 室 全体 で 考 えた い 問 い とそ の 問 いに 対 す る 自分 の 考 えを 書 く 欄が

設 け ら れ てい た 。  

分 析 の 対 象 と し て 取 り 上 げ る 事 例 は ， こ の 「 物 語 」 を 読 む 単 元 と し

て は ６ 時 間目 の 授 業 の も の で ある 。 全 体で 追 究 す る問 い を 決め る た めに

小 グ ル ー プ で 読 み を 交 流 す る 局 面 の 談 話 過 程 で あ る 。「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」

の 第 ５ 場 面 を 読 み 深 め る こ と が 課 題 と さ れ て い る 。 こ の 場 面 で は ，「 物

語 」 に お い て 最 後 の 場 面 で あ り ， 登 場 人 物 が す べ て 登 場 し ，「 物 語 」 に

お い て そ れま で に 示さ れ た 他 の出 来 事 との 関 連 を 意識 せ ざ るを 得 な い出

来 事 が 示 され る 。 生徒 に と っ ては 「 物 語」 に つ い て再 読 し た上 で 読 みを

深 め る こ とが 意 識 され る た め ，活 発 な 能動 的 な 視 点の 移 動 が期 待 で きる

と 考 え ら れた 。 こ の授 業 ま で に， 生 徒 は， 小 グ ル ープ ， 学 級全 体 で 問い

を 練 り ， それ に 基 づい て 探 求 する 学 習 活動 を 「 物 語」 の １ ～４ 場 面 のそ

れ ぞ れ に つい て 行 って い る 。 事例 に お いて 取 り 組 んで い る 課題 の 構 成過

程 に 習 熟 し， 小 グ ルー プ や 学 級で 話 し 合う に 値 す る問 い が どの よ う なも

の か 理 解 を深 め て おり ， 初 期 段階 と 比 較し て よ り 適切 な 問 いを 出 せ るよ

う に な っ てい る と 考え ら れ る 。  
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２  小グループと話題  

 

 教 室 では 1 0 の 小グ ル ー プ が構 成 さ れて い た 。 その う ち ， 前 時 ま での

観 察 に お いて ， 生 徒に よ る 他 者の 発 話 への 言 及 や 発話 内 容 の取 り 込 みが

多 く 見 ら れ， 小 グ ルー プ 内 で 聴き 合 い が行 わ れ て いる と 観 察者 が 判 断し

た グ ル ー プを 分 析 の対 象 と し た。 小 グ ルー プ の メ ンバ ー は ，ス ミ エ （女

子 ）， カ ズ ミ （ 女 子 ）， タ ク マ （ 男 子 ）， ヒ ロ シ （ 男 子 ） の ４ 人 で あ る 。

小 グ ル ー プで の 活 動中 ， グ ル ープ に 対 する 教 師 の 直接 的 な 介入 は 行 われ

な か っ た 。  

話 題 と な っ て い る の は ，「 物 語 」 の 終 末 ， 第 ５ 場 面 に お け る い く つ か

の 出 来 事 であ る 。 第５ 場 面 は ，授 業 で 使用 さ れ た 教科 書 の レイ ア ウ トで

は ６ ペ ー ジに 渡 り，「 物 語 」 全体 の ３ 分の １ を 占 める 分 量 があ る 。  

 外 山 教 諭 は ， 授 業 の 冒 頭 に お い て ，「 グ ル ー プ で 問 い を 立 て て く だ さ

い 。 昨 日 ，家 で や って き て い るの を 前 提に し ま す ので ， 自 分で 立 て てき

た 問 い の 中か ら 一 つ選 ん で く ださ い 。 早速 グ ル ー プに な っ て始 め て くだ

さ い 」 と 指示 し て いる 。 物 語 内容 に つ いて の 具 体 的な 言 及 は指 示 に 含ま

れ て お ら ず， 特 定 の人 物 に 焦 点化 す る こと は 促 さ れて い な い。  

   

３  分析の手続き  

 

バ フ チ ン （ 1 9 8 8 ;  1 9 8 9 ） の 発 話構 成 論の 発 話 の 対話 的 定 位と ポ リ フ

ォ ニ ー の 概念 に 依 拠し て 発 話 の解 釈 を 行う 。 具 体 的に は ， 発話 を 言 語コ

ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の連 鎖 の 一 貫， す な わち ， 先 行 の環 と 後 続の 環 の 間に

あ る も の とし て と らえ る と と もに ， そ れを 創 り 出 され る 過 程に 「 声 」が

働 い て い るこ と を 考慮 す る 。 語り 直 さ れた 物 語 と して の 発 話を 創 り 出し

た 「 声 」 につ い て 検討 す る た めに ， 発 話の 焦 点 化 に着 目 し て記 述 的 分析

を 行 う 。  

 

第３節  結果と考察  

 

 １  発話の焦点化と言及される出来事との関連  

 

 T a b l e 4 は ， 外 山教 諭 が グ ルー プ ご とに 問 い を 立て る こ とを 指 示 した

発 話 に 続 いて 行 わ れた 小 グ ル ープ に お ける 談 話 過 程で あ る 。  



51 

 

 

T a b l e  4  言及 さ れる 出 来 事 と発 話 に おけ る 焦 点 の 関 連 4  

番号 発話者 発話内容 出来事 焦点化

101 外山

じゃ，えー…そしたら，今日，卒業ホームラン…。昨日はなしを
したように，1時間で終わらせたいと思いますので，グループ
で問いを立ててください。昨日，家でやってきているのを前提
にしますので，自分で立ててきた問いの中から1つ選んで下さ
い。早速グループになって始めて下さい。

102

103 スミエ
58頁の上の段の16行目あたりの「腹立たしさよりも悲しみの
ほうが胸にわいてくる」っていうのは，何で悲しみが出てきた
のかっていう…」

26 徹夫

104 カズミ 16…あー
105 スミエ そこ
106 タクマ あー

107 カズミ
じゃあ，あたしは，何だっけ…，59頁の下のところで，何で徹
夫は智に「オッス」って言わせたかったのか。

29 徹夫

108 スミエ あー
109 カズミ 他になんかあるかな。

110 タクマ
なんか…何頁とかないんだけど…，全体的な疑問は，なんで
徹夫は智にこんなことをさせたのかなって。

徹夫

111 ヒロシ あー
112 カズミ・スミエ ［ヒロシに少し遅れ］あー
113 タクマ …打席入れみたいな…
114 スミエ 後，ヒロシ君…何も出してないけど…

115 ヒロシ
あー，じゃあ何でこの，最後，お父さんとの3本勝負の時に，な
んで，徹夫が，容赦なく，速い球，を投げたのか。

30 智

116 スミエ
…あ，後もう一個あった。…あの，何で最後，ホームランで終
わらせなかったのか。

31 非

117 ヒロシ あー。
118 カズミ ははは。確かにね。
119 ヒロシ ホームラン打ってないよね。
120 スミエ そっちのほうがなんか，話として良くない。 非
121 カズミ そうだね。
122 スミエ いい話だなで終わるけど。[ヒロシも発話しているが聴取不能] 非
123 カズミ ホームランでないのはなぜか。でもそれ知りたいかもしれな 31 非
124 スミエ 気になる。うん。
125

生徒［机を動かし4人グループを作る。］

[10秒ほど無言]

27-30

  

                                                   
4 左 端 の 数 字は タ ー ンを 示 し て いる 。 ま た，「 発 話内 容 」 の欄に お い て

は 短 い ポ ーズ を 「，」 で ， 言 いよ ど み や， や や 長 いポ ー ズ を「 … 」 で 示

し ， 質 問 に特 有 の 上り 調 子 の 抑揚 は 「 ？」 で 示 し た。「 焦点化 」 欄 の

「 徹 夫 」，「典 子 」，「 智 」 は そ れぞ れ の 登場 人 物 へ の焦 点 化 を示 し て い

る 。「 非」 は ， その発 話 に お いて 生 徒 が特 定 の 登 場人 物 に 焦点 を 置 い て

い な い こ と， す な わち 非 焦 点 化に よ る 表現 で あ る こと を 示 して い る 。な

お ， 1 つ の 発話 の 中で 焦 点 が 揺ら い で いる 場 合 に は「 ／ 」 でこ れ を 示 し
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指 定 さ れ て い る 場 面 の 出 来 事 に つ い て 生 徒 そ れ ぞ れ か ら 問 い が 示 さ

れ て い る 。複 数 の 生徒 の 協 働 によ っ て ある 出 来 事 と別 の 出 来事 が 筋 立て

ら れ 「 物 語」 の 出 来事 が 語 り 直さ れ て いる こ と が とら え ら れる 。 ス ミエ

（ 1 0 3 ） と カ ズ ミ （ 1 0 7 ）， ヒ ロ シ （ 1 1 5 ） が T a b l e ３ に 示 し た 出 来 事

の 区 分 ど お り に 出 来 事 を と ら え て い る の に 対 し て ， タ ク マ （ 1 1 0 ） は ３

人 の 言 及 した 出 来 事を ま と め て一 つ の 出来 事 と し て構 成 化 し て い る 。物

語 の 出 来 事の 入 れ 子構 造 （ や まだ ， 2 0 0 0 ） が と ら えら れ る。  

1 1 5 ま で の 発 話 に お い て ， 生 徒 は 「 物 語 」 の 登 場 人 物 に 焦 点 化 し て

出 来 事 に つ い て 語 っ て い る 。 ス ミ エ （ 1 0 3 ）， カ ズ ミ （ 1 0 7 ）， タ ク マ

（ 1 1 0 ,  1 0 3 ） は ， 文 に お け る述 語 や 対象 の 取 り 方か ら 「 徹夫 」 に 焦点

化 し て 問 い を 出 し て い る と 判 断 さ れ る 。 ヒ ロ シ （ 1 1 5 ） は ，「 お 父 さ ん
． ． ． ．

と の
． ．

３ 本 勝負 の 時 」に 「 容 赦 な く ， 速 い球 」 が 投 げら れ た こと に つ いて

の 問 で あ り， 焦 点 は登 場 人 物 「智 」 に 置か れ て い る。  

こ れ に 対 し ， ス ミ エ （ 1 1 6 ） は 「 物 語 」 の 特 定 の 登 場 人 物 へ の 焦 点 化

で は な く 非 焦 点 化 に よ っ て 創 り 出 さ れ た 発 話 で あ る 。「 何 で ， ホ ー ム ラ

ン で 終 わ ら せ な か っ た の か 」 と い う 問 い は ，「 物 語 」 の な か で 語 る 出 来

事 を 選 択 ，あ る い は創 造 す る こと の で きる 意 識 に 基づ く も ので あ る 。 こ

の 発 話 は ，直 接 的 には ， 出 来 事 3 1， すな わ ち 1 1 5 ま での発 話 に お いて

筋 立 て 直 され た 2 6 - 3 0 に 続 く 出 来 事 に言 及 し て いる 。 た だし ，「 終わ ら

せ な か っ た の か 」（ 1 1 6 ），「 話 と し て 良 く な い 」（ 1 2 0 ） と い う こ と ば か

ら 分 か る よう に ， この 発 話 で は出 来 事 が 「 物 語 」 に示 さ れ たす べ て の出

来 事 と 関 連付 け ら れて い る 。 他の ３ 人 はこ の 発 話 に対 し ，「あ ー 。」，「 は

は は 。 確 かに ね 。」，「 ホ ー ム ラン 打 っ てな い よ ね。」 と 相づち を 打 ち なが

ら ， こ れ を受 け 入 れる 評 価 を 示し て い る（ 1 1 7 - 1 1 9 ）。  

 上 記 に 取り 上 げ た５ つ の 発 話で は ， 同一 の 場 面 にお い て 近接 す る 出来

事 が そ れ ぞれ 言 及 され て い る 。し か し ， 登 場 人 物 へ焦 点 化 した 発 話 と非

焦 点 化 の 発話 と で は， そ の 出 来事 が ど のよ う に 筋 立て ら れ てい る か とい

う 点 で 異 質で あ る 。出 来 事 の 当事 者 で ある 登 場 人 物へ 焦 点 化す る 発 話 で

は ， 出 来 事の 時 系 列的 ， あ る いは 因 果 的な 連 続 性 に基 づ く 筋立 て が 行わ

れ て い る 。一 方 ， 非焦 点 化 に おい て は スミ エ の 「 そっ ち の ほう が な んか，

話 と し て 良 く な い 」（ 1 2 0 ） に 表 れ て い る よ う に ， 物 語 に 想 定 さ れ る 意

                                                   

た 。 発 話 の焦 点 が はっ き り と しな い 場 合， あ る い は相 づ ち など そ の 言語

コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ンに お い て 主に 社 会 的な 機 能 を 担っ て い る発 話 の 欄は

空 欄 と し た。 以 下 ，談 話 過 程 を示 す T a b l e で は す べ て同 じ。  
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図 か ら で きご と を 筋立 て る こ とが 行 わ れて い る 。 物語 を 創 り出 す 「 声」

の 相 違 に よっ て ， 話題 と な っ てい る 出 来事 に 関 連 付け ら れ る 別 の 出 来事

の 選 択 の あり 方 や 出来 事 を 検 索す る 範 囲 の 限 定 の あり 方 が 異な る こ とが

示 唆 さ れ る。  

そ れ ま で と は 異 な る 焦 点 化 が 行 わ れ た ス ミ エ の 発 話 （ 1 1 6 ） に つ い て ，

興 味 深 い 点が １ つ 指摘 で き る 。こ の 発 話に あ る 「 最後 」 と 直前 の ヒ ロシ

の 発 話 （ 1 1 5 ） に あ る 「 最 後 」 の 指 す 内 容 に ズ レ が あ る 点 で あ る 。 ヒ ロ

シ は ， そ れ ま で に ス ミ エ ， カ ズ ミ ， タ ク マ が 言 及 し た 一 連 の 出 来 事

（ 2 6 - 3 0 ） の 「 最 後 」 と い う 意 味 で こ れ を 使 っ て い る 。 こ れ に 対 し て ，

ス ミ エ （ 1 1 6 ） で は ，「 最 後 」 は 「 物 語 」 全 体 に 対 す る 位 置 を 示 す 意 味

で 使 わ れ て い た 。 ヒ ロ シ （ 1 1 5 ） に 対 す る ス ミ エ （ 1 1 6 ） の タ イ ミ ン グ

か ら は ， ヒロ シ の 発話 に 接 し たス ミ エ にな に か の 気付 き が あっ た と 解釈

さ れ る 。 この 点 に つい て は ， 後で 詳 し く議 論 を 行 うこ と と する 。  

 

２  生徒発話における焦点の移動と「声」の多重化  

 

 小 グ ル ープ の メ ンバ ー そ れ ぞれ か ら 問い が 出 さ れた 後 ， グル ー プ とし

て の 問 い を決 定 す るこ と を 目 的と し て 開始 さ れ た 談話 過 程 が T a b l e 5 で

あ る 。 意 見の 交 渉 を行 っ て い るた め ， 生徒 た ち は ため ら い がち で あ り，

し ば し ば 沈黙 の 時 間が 流 れ て いる （ 1 2 7 ， 1 2 9 ， 1 4 8 ， 1 5 6 ， 1 5 9 ）。  

ま ず ， カ ズミ （ 1 2 8 ） は ， ス ミエ が ， 1 1 6 で 出 し た 非焦 点 化に 基 づ く

問 い を グ ル ー プ の 問 い と す る こ と を 肯 定 し て い る 。 し か し ，「 徹 夫 」 に

焦 点 化 し て問 い を 出し て い る ヒロ シ と タク マ は ， それ に す ぐ賛 同 す るこ

と は せ ず ，９ 秒 の 沈黙 の 時 間 があ る 。  
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T a b l e  5  出 来 事 に 対 し て 意 味 づ け る 「 声 」 の 多 重 化  

 

 

焦 点 化 の 様 態 に 着 目 し て と き に 特 徴 的 な 発 話 が カ ズ ミ （ 1 5 1 ） で あ る 。

前 半 は 非 焦点 化 ， 後半 は 智 へ の焦 点 化 によ っ て つ くら れ て いる 。 こ の発

話 に は ， 前 半 に 「 作 者 が 」， 後 半 に 「 徹 夫 の 球 が 」 と い う ２ つ の 主 語 が

番号 発話者 発話 焦点化
126 スミエ どれにしますか。
127

128 カズミ
書いてあることから考えられる問いだったら…（聴取不能）
でも，私は何でホームランにしなかったっていうのは，知り
たいと思う。

非

129
130 スミエ …どうしよう。
131 ヒロシ タクマは何ていったっけ？
132 タクマ 俺は，こう，そもそもなんでこんなことを智にしたのか… 徹夫
133 ヒロシ あー

146 カズミ ４つの中で。いや，５つの中で。

147 スミエ

えっとー，何だっけ，なんかお父さんが思いきり投げるとこ
ろはなんか…なんか書いてあったよね。どっかに。あ…こ
こ。「野球が大好きな少年に対する礼儀だ」っていうふうに
答えがもう出てるから，この問題はまずなしで…後は何だ
ろう。

徹夫

148
149 カズミ え…礼儀なんだね。…それが。

150 スミエ
えーでもさ，これでさなんか弱々しい球が投げられてきて
打てたとしてもうれしくないと思う。…なんか。

智

151 カズミ
そしたらさあ，これがさあ，作者が，最後にホームランで終
わらせちゃったら，それは，徹夫の球が弱かったってことに
なるかもしれないじゃない。

非

152 スミエ あーあ

153 カズミ
だから最後に終わらせなかったみたいなことにも（聴取不
能）

非

154 スミエ あー，なるほど。

155 カズミ
だから，その人が…最後に出したい問いは…そっちのほう
で…なんか色々考えられそうじゃない。

非

156
157 カズミ 最終的にどうする。
158 スミエ …なんかどれでもいい感じなんだけどな。
159

160 ヒロシ
［黒板に貼られた他グループのマグネット「なぜタイトルが
卒業ホームランなのか？」を見る。］題名が卒業ホームラン
なのに，ホームラン打ってない…

非

161スミエ/カズミ/タクマあーそうかー
162 タクマ それはあるね。
163 カズミ 題名…

164 スミエ
じゃあ題名とも絡めて…ええ，なんて書けば，ええ，なんて
書けばいいの？

165 カズミ
何で，最後ホームランじゃないのか。かっこ，題名は卒業
ホームランなのにみたいな感じ…

非

166

［10秒の沈黙。カズミ，スミエ，ヒロシはノートを記入。］

［スミエが書き始める。］

省略

 ［9秒の沈黙］

 ［18秒の沈黙］

 ［15秒の沈黙］

 ［5秒の沈黙］

非 ／ 智  

非 ／ 智  

非  
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存 在 す る 。 そ し て ， 前 半 の 内 容 と 後 半 の 内 容 が ，「 そ れ は 」 で 結 ば れ て

い る 。 こ の発 話 以 降， 話 題 と なっ て い る出 来 事 に 対し て 当 事者 と し て意

味 づ け る こと と 語 り手 ／ 読 み 手と し て 意味 づ け る こと を 重 ねる こ と が生

徒 に 意 識 され て い るよ う に と らえ ら れ る。 他 の グ ルー プ の 問い を 見 て ヒ

ロ シ が 口 に し た 発 話 （ 1 6 0 ） で は 「 物 語 」 の 「 題 名 」 と 物 語 内 容 の 出 来

事 と の 対 応が 「 ホ ーム ラ ン 」 とい う 共 通の キ ー ワ ード に よ って 直 接 的に

問 題 と さ れて い る 。 こ れ は ， スミ エ ， カズ ミ ， タ クマ に 感 嘆を も っ て 受

け 入 れ ら れて い る （ 1 6 1 ）。  

こ こ ま で の 談 話 過 程 に お け る 発 話 に つ い て そ の 焦 点 化 を 確 認 す る と ，

生 徒 間 ， ある い は 生徒 個 人 内 にお い て 様々 な 移 動 のあ っ た こと が と らえ

ら れ る （ T a b l e ６ ）。 発 話 の 焦 点 化 に つ い て 示 し た 「 焦 点 」 の 欄 を 縦 に

見 る と ， 発 話 の 焦 点 が ， 話 題 と な っ て い る 出 来

事 の 当 事 者 で あ る 「 徹 夫 」 と 「 智 」 の 間 で 移 動

し ， 続 い て 非 焦 点 化 ， す な わ ち 語 り 手 ／ 読 み 手

の 意 識 に 基 づ く 発 話 が あ っ て ， ふ た た び 出 来 事

当 事 者 へ の 焦 点 化 ， そ し て 非 焦 点 化 と 移 動 し て

い る 。 発 話 者 の 欄 を 見 る と ， 生 徒 の 個 人 内 に お

い て も 発 話 の 焦 点 が 移 動 し て い る こ と が と ら え

ら れ る 。 例 え ば ， ス ミ エ に 着 目 し て み る と 「 徹

夫 」（ 1 0 3 ） → 「 非 」（ 1 1 6 ） → 「 徹 夫 」（ 1 4 7 ）

→ 「 智 」（ 1 5 0 ） と な っ て い る。  

 上 記 の 分 析 か ら ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て 協

働 で 語 り 直 す 談 話 過 程 に お い て そ れ ぞ れ の 生 徒

が 発 話 の 焦 点 を 移 動 さ せ て い る こ と が 示 さ れ

た 。 そ の 過程 に お いて ， あ る 出来 事 に 対す る ２ つ の異 な る 意識 か ら の意

味 づ け を 重ね る 意 識が 生 成 さ れる こ と がと ら え ら れた 。 あ る出 来 事 に対

す る 複 数 の意 味 づ けが 重 ね ら れる こ と が， 生 徒 が 発話 を 創 り出 す 「 声」

を 多 重 化 して い く こと に つ な がっ て い くこ と が 示 唆さ れ る 。  

 

３  登場人物の内部で対立する「声」   

 

 「 物 語 」の 読 み にお け る 登 場人 物 の 理解 に つ い て 物 語 的 自己 の 議 論を

敷 衍 し て 考え る と １人 の 登 場 人物 の 内 部に お い て 異な る 「 声」 の 対 立や

葛 藤 の あ るこ と が 考え ら れ る 。 本 項 で は， 同 一 の 登場 人 物 の内 部 に おけ

る 「 声 」 の対 立 に かか わ り 行 われ た 議 論の 談 話 過 程を 取 り 上げ て 分 析と

番号 焦点 発話者
103 徹夫 スミエ
107 徹夫 カズミ
110 徹夫 タクマ
115 智 ヒロシ
116 非 スミエ
120 非 スミエ
123 非 カズミ
128 非 カズミ
132 徹夫 ヒロシ
147 非 スミエ
150 智 スミエ
151 非/智 カズミ
153 非 カズミ
155 非 カズミ
160 非/智 ヒロシ

Table6　焦点の移動
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考 察 を 行 う。  

 

T a b l e  7  登場 人 物の 内 部 の 二声 性  

番号 発話者 発話内容 焦点化

260 スミエ
さっきさあ，なんか「オッス」のことでてたじゃん，それは
「徹夫は監督としてそう言わせたのかな」って言う…

非

261 ヒロシ 監督モードに… 非
262 スミエ 監督モード… 非

263 スミエ

でも，これは，あのやってることは息子に対するなんか
さ，あれじゃない，監督がたったひとりに対してここまでや
るってなんかないような気がして…この徹夫はいったい
何？って言う…

非

264 カズミ ハハハ
265 スミエ 監督として言ってるのか，なんか…
266 カズミ わかんないな…

267 スミエ
途中からもう「お父さん」て呼んじゃってるじゃん…智…で
も「オッス」は監督じゃん。

非

268 ヒロシ ラスト一球って
269 カズミ …でもお父さんて言ったのは… 智
270 スミエ うん

271 カズミ
智が…徹夫が父親として，自分に，結果を出させてもらい
たいって思ったのかなっていうことを，徹夫…智が分かっ
たんだよ…意味はそんな感じ…

智／徹夫

非

 

 

T a b l e 7 の 談 話 過 程 は ，「 何 で 徹 夫 は 智 に 『 オ ッ ス 』 っ て 言 わ せ た か

っ た の か 。」（ 1 0 7 ） と い う カ ズ ミ の 問 い （ T a b l e 4 ） へ の 言 及 か ら 始 ま

っ て い る 。 カ ズ ミ の 問 い は ，「 徹 夫 」 と 「 智 」 の 間 で 交 わ さ れ た こ と ば

に か か わ って 考 え るこ と を 求 める も の であ っ た 。 生徒 の 発 話は 戸 惑 い途

切 れ が ち で ， 意 味 の 交 渉 が 強 く 意 識 さ れ て い る 探 索 的 談 話 （ B a r n e s ,  

2 0 0 8 ） の 特 徴 を 示 し て い る と い う こ と が で き る だ ろ う 。 生 徒 は こ の 談

話 過 程 で 「徹 夫 」 の中 に あ る ２つ の 価 値観 の 対 立 につ い て 議論 を 行 って

い る 。 対 立 す る 価 値 観 と は ，「 徹 夫 」 が 「 智 」 に 対 し て 「 監 督 と し て 」

（ ス ミ エ , 2 6 0 ; 2 6 5 ； ヒ ロ シ ， 2 6 1 ） 接 す る か ，「 父 親 と し て 」（ カ ズ

ミ , 2 7 1 ） 接 す る か と い う も の で あ る 。 つ ま り ， こ の 談 話 過 程 で は ， 登

場 人 物 の 内部 に 対 立す る 「 声 」の 対 立 が 話 題 と な って い る 。  

T a b l e ７ に 示 し た 談 話 過 程 に お い て ， こ の 「 物 語 」 の 登 場 人 物 の 内

部 に お け る「 声 」 の対 立 に 基 づく 議 論 が行 わ れ て いる こ と には ， テ キス

ト 側 の 要 因 が 大 き い と 考 え ら れ る 。 こ の 「 物 語 」 に お い て 「 父 と 子 」，

そ し て 「 監督 と 選 手」 と い う 「徹 夫 」 と「 智 」 と の関 係 の 二重 性 が ， そ

の 主 題 ， すな わ ち ，こ の 「 物 語」 で 言 及 さ れ て い る出 来 事 が 筋 立 て られ
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る 際 に 用 いら れ る 行為 者 の 目 標や そ の 目標 の 根 底 にあ る 動 機と 深 く 関わ

っ て い る 。さ ら に ， 場 面 ２ 中 の出 来 事 ７「 保 護 者 から の 電 話」 に 「 ふざ

け る な ， と監 督 と して 思 う 。 だが ， 父 親と し て 立 場を 入 れ 替え て み ると，

そ の 気 持 ちも 分 か らな い で は ない 」 と いう ， こ の 関係 の 二 重性 に 直 接言

及 す る ２ 文が あ る 。以 前 の 授 業に お い てこ の 表 現 にか か わ って 話 し 合い

が 行 わ れ てお り ， その こ と と のつ な が りが こ の 談 話過 程 に 影響 し て いる

と 見 る 必 要が あ る 。  

 発 話 に お け る 焦 点 化 の 様 態 を 見 る と ，「 徹 夫 」 の 「 声 」 の 二 重 性 を 検

討 す る 議 論 が ， 非 焦 点 化 の 発 話 の 連 鎖 の う ち に 進 み ， ス ミ エ （ 2 6 7 ） で

「 智 」 の 文脈 が 導 入さ れ ， そ れを 受 け たカ ズ ミ が 「智 」 に 焦点 化 し た発

話 を 行 っ て い る こ と （ 2 6 9 ， 2 7 1 ） が と ら え ら れ る 。「 徹 夫 」 の 内 部 に

お け る 「 声 」 の 対 立 を 検 討 す る 過 程 に お い て ，「 智 」 の 言 動 を 根 拠 と し

て 議 論 が 展開 さ れ てい る こ と に着 目 さ れる 。 内 部 で「 声 」 が対 立 し てい

る 登 場 人 物に つ い て考 え る 際 に， 生 徒 が 他 の 登 場 人物 が そ の登 場 人 物に

対 し て 取 った 言 動 を手 か が り とし て 利 用す る 。 こ のこ と は ，対 話 的 自己

論 に お け る「 知 る 自己 （ s e l f  a s  k n o w e r あ る いは I  ）」と 「 知 ら れ

る 自 己 （ s e l f  a s  k n o w n あ る い は m e ）」 を 関 連 付 け る こ と で 自 己

（ s e l f ） が よ り 深 く 理 解 さ れ る と い う 自 己 理 解 過 程 を な ぞ る も の と し

て 理 解 さ れる 。  

こ の 談 話 過 程 に お い て ， あ る 登 場 人 物 の 内 的 な 「 声 」 の 対 立 に か か

わ っ て 行 われ た 別 の登 場 人 物 への 焦 点 化は ， こ れ まで の 読 みの 視 点 論に

不 足 し て い た 知 見 を 示 唆 し て い る 。 そ れ は ，「 物 語 」 に つ い て 読 み を 交

流 す る 際 に， 虚 構 世界 に お け る登 場 人 物の 発 話 ， ある い は 音声 を 取 り上

げ る こ と の特 殊 性 であ る 。 ス ミエ は 2 6 7 の 発 話 に おい て，「 智 」 が 「徹

夫 」 に 対 し て 発 し た 「 お 父 さ ん 」 と い う 発 話 を 引 用 し て い る 。 カ ズ ミ

（ 2 6 9 ） は ， こ れ に 応 じ て 「 … で も お 父 さ ん て 言 っ た の は … 」 と 「 智 」

の 内 部 に 視 点 を お い て 考 え 始 め て い る 。「 物 語 」 の 登 場 人 物 が そ の 虚 構

世 界 で 発 した こ と ばは ， 現 実 世界 の も のと 同 様 に 人と 人 の 間に 存 在 する

も の で あ る 。「 物 語 」 が 読 ま れ る そ の 場 に お い て ， そ の こ と ば が ， 発 話

者 と 聞 き 手そ れ ぞ れの 立 場 ， そし て そ の当 事 者 の 知ら な い 第三 者 と いう

立 場 か ら 解釈 さ れ うる と い う こと が ， カズ ミ の 発 話に お け る焦 点 の 移動

を 用 意 し たも の と 考え ら れ る 。  

な お ， 先 に こ の 談 話 過 程 に は テ キ ス ト 側 の 要 因 が 強 く 働 い て い る と

述 べ た 。 しか し ， この よ う な 議論 が ， 特定 の 「 物 語」 や 登 場人 物 に かか

わ っ て の み 生 起 す る の で は な い 。「 物 語 」 の 登 場 人 物 も 現 実 社 会 の 人 間
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と 同 様 に 複数 の 共 同体 （「 徹夫 」 の 場合は 「 少 年 野球 チ ー ム」 と 「 家 庭」）

に 所 属 す る。 共 同 体ご と に そ の成 員 と して 求 め ら れる 役 割 や振 る 舞 いが

あ り ， 任 意の 出 来 事に お い て その 人 物 の内 部 の 「 声」 の 対 立が 顕 在 化す

る 。「 物 語 」 の 登 場 人 物 を 現 実 社 会 の 人 間 の ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン や 延 長 ，

あ る い は 典型 と み なし て も ， その 内 部 には 多 か れ 少な か れ この よ う な対

立 が 存 在 する は ず であ る 。 そ のよ う な 対立 に 目 を 向け る 意 識を 向 け るこ

と で 「 物 語」 に つ いて の 読 み をよ り 深 くす る こ と がで き る と 考 え られる。  

 

４  「物語」についての読みが多声的になる過程  

 

次 に 示 す T a b l e 8 は ，「 物語 」 の 次の 引 用 部 分 にか か わ る話 し 合 い の

過 程 で あ る。  

 

「 智 ， 家 に帰 っ て 荷物 置 い て から 打 ち 上げ に 行 こ う。」  

「 う ん … …い い け ど？ 」  

「 帰 ろ う。」  

野 球 の ル ー ル を 作 っ た の は ア メ リ カ の だ れ だ っ た ろ う 。 い や ， イ ギ

リ ス 人 だ った ろ う か。  

（ p . 6 2 ）  

 

 カ ギ カ ッ コ を 使 っ て 示 さ れ る 「 徹 夫 」 と 「 智 」 の 会 話 に 続 い て

「 徹 夫 」 の 内 面 が 彼 へ の 焦 点 化 に よ っ て 語 ら れ て い る 。「 物 語 」 の こ の

部 分 に か かわ っ て ， 語 ら れ る 「徹 夫 」 と「 徹 夫 」 に焦 点 化 して 語 る 「語

り 手 」 を 区別 す る 発話 が 生 成 され て い る。  
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T a b l e  8  「物 語 」 の 語 り と 生徒 発 話 にお け る 焦 点化 の 関 連  

番号 発話者 発話内容 焦点化

274 スミエ んー
275 カズミ 意味わかんなくなった。

276 スミエ
わっかんね…なんか前のほうにさあ…なんだっけ…なん
か監督としての自分を恨むじゃないけどなんか…的な雰
囲気なの有ったじゃん。

徹夫

277 カズミ うん

278 スミエ
で，それをこうなんか，そのもやもやを解消するために
やったのがこれなのかなって，ちょっと考えて…

徹夫

279 カズミ あー
280 ヒロシ 償いみたいな

281 スミエ
そうそうそう，でその償いみたいな状態なのかなって考え
て…

徹夫

282 ヒロシ いやいやいや（聴取不能）

283 スミエ
だから，徹夫の気持ち的にはこれをやることに意義が有
るみたいな…

徹夫

284 ヒロシ あー打って，打てない 徹夫

285 スミエ
そこでホームランでたら，いい結果だったねみたいな感じ
だけど…

徹夫

286 ヒロシ まあ，打てなかったらまあ… 徹夫

287 スミエ
…まあ打てなかったら，打てなかったで…出したって言う
か，自分のもやもや解消してる…

徹夫

288 ヒロシ 智にチャンスを与えたけどダメだった，みたいな… 徹夫
289 スミエ そうそう…みたいな。

290 カズミ
（聴取不能），そのさあ，この作者もさあ…あのー，結果が
一番大事だとはあんまり思ってないから…

非

291 スミエ うん
292 カズミ だから結果をホームランにしなかったんじゃない。 非

293 スミエ
あー，そうか。だからこれでホームランだったら，やっぱ結
果…

294 カズミ 結果が…
295 スミエ …大事じゃんみたいなことになっちゃうから。

296 カズミ
だから伝えたかったのは結局，努力が大事だけど…それ
に伴って，あのー，結果がついてくるものだって…

非／徹夫

297 スミエ おー，いいこと言った。

非

 

 

 T a b l e 8 に 示 し た談 話 過 程 の前 半 ， ヒロ シ と ス ミエ の や りと り を 中心

に 「 物 語 」の 語 り の基 調 と 同 じく 「 徹 夫」 に 焦 点 化さ れ た 発話 が 続 き，

話 題 に な って い る 出来 事 に 対 する 当 事 者と し て の 意味 づ け を検 討 す る 議

論 が 行 わ れ て い る 。 ２ 人 の 間 で の 一 応 の 意 見 の 一 致 （ 2 8 8 ， 2 8 9 ） を み

た 後 に ， カズ ミ は 「作 者 」 と いう こ と ばを 使 い ， 話題 と な って い る 出来

事 を 「 物 語」 全 体 の結 末 部 に 位置 付 け る議 論 を 開 始し て い る。 カ ズ ミの

一 連 の 発 話 （ 2 9 2 ， 2 9 4 ， 2 9 6 ） は ， ス ミ エ に よ っ て 賛 意 を 持 っ て 受 け

入 れ ら れ （ 2 9 3 ）， こ と ば を 補 わ れ （ 2 9 5 ）， 価 値 あ る 意 見 と し て 評 価 さ

れ て い る （ 2 9 7 ）。  

カ ズ ミ の 発 話 「 伝 え た か っ た の は 結 局 ， 努 力 が 大 事 だ け ど … そ れ に

伴 っ て ， あ の ー ， 結 果 が つ い て く る も の だ 」（ 2 9 6 ） に つ い て ， そ れ が
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位 置 付 く 言語 的 コ ミュ ニ ケ ー ショ ン の 連鎖 の 環 に 位置 付 け て考 え る と，

こ の 発 話 が二 声 的 な読 み を 示 して い る こと が 分 か る。 話 題 とな っ て いる

出 来 事 を 通し て 「 徹夫 」 が 「 智」 に 「 伝え た か っ た」 こ と と「 作 者 」が

読 者 に 「 伝え た か った こ と 」 とを 重 ね る 意 図 が と らえ ら れ る。  

こ の T a b l e 8 に 示し て き た 談話 過 程を T a b l e ４ の 談話過 程 と 接 続し

て 見 た と き ，「 物 語 」 の 登 場 人 物 の 「 声 」 と 語 り 手 の 「 声 」 と の 二 声 性

へ の 気 付 きの 起 源 が， 話 題 と なっ て い る出 来 事 を ひと ま と まり の 「 物語」

の 最 後 に 位 置 付 け る ス ミ エ の 発 話 （ 1 1 6 ） に あ る こ と を 確 認 で き る 。 ス

ミ エ は ， そ こ で ヒ ロ シ の 発 話 （ 1 1 5 ） に 接 し ， そ れ ま で 談 話 過 程 に な か

っ た 「 声 」に 基 づ き創 発 的 に あら た な 読み を 示 し てい る 。 T a b l e 5 の 談

話 過 程 に おい て ， その 読 み を 創り 出 し た「 声 」 は カズ ミ に よっ て 問 いの

中 に 取 り 込ま れ た （ 1 5 1 ， 1 5 5 ）。そ し て， T a b l e 8 に 至 って カ ズ ミ と ス

ミ エ の 協 働 （ 2 9 0 - 2 9 7 ） に よ っ て そ の 問 い に つ い て の １ つ の 答 え が 創

り 出 さ れ てい る の であ る 。  

本 章 で こ こ ま で 確 認 し て き た 談 話 過 程

に お け る 発 話 の 焦 点 化 の 様 態 を 一 覧 出 来

る よ う に 整理 し た のが T a b l e 9 で あ る。

記 号 は 発 話 者 を 示 し て い る 。「 ● 」 が ス

ミ エ ，「 △ 」 が カ ズ ミ ，「 ◆ 」 が ヒ ロ シ ，

「 □ 」 が タ ク マ で あ る 。 個 別 の 生 徒 を 示

す 記 号 を 見 る と そ れ が 位 置 す る 列 に 特 徴

的 な 偏 り は 認 め ら れ な い 。 他 の 生 徒 の 発

話 へ の 応 答 の 意 識 か ら 焦 点 が 決 ま っ た と

思 わ れ る 発 話 が 複 数 あ り （ 2 5 4 ， 2 6 9 ，

2 9 0 ）， 生 徒 間の 相互 作 用 が 談 話過 程 にお

け る 焦 点 化 の 移 動 に 関 連 す る こ と が 示 唆

さ れ る 。  

網 掛 け 部 分 に 注 目 す る と ， 登 場 人 物 へ

焦 点 化 し た 発 話 連 鎖 と 非 焦 点 化 に よ る 発

話 連 鎖 が 交 互 に 出 現 す る パ タ ー ン を と ら

え る こ と が で き る 。 転 換 点 ３ ， ４ ， ５ で

は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て ， そ の 当

事 者 で あ る 登 場 人 物 の 景 観 に か か わ る 議

論 と 語 り 手 の 景 観 に か か わ る 議 論 が 協 働

に よ っ て 切 り 替 わ っ て い く こ と に よ っ て

 

 

「 徹 夫 」「 智 」
103 ●
107 △
110 □
115 ◆
116 ●
120 ●
123 △
128 △
132 ◆
147 ●
150 ●
151 △ △
153 △
155 △
160 ◆
165 △
260 ●
261 ◆
262 ●
266 △
267 ●
269 △
271 △ △
276 ●
284 ◆
285 ●
286 ◆
287 ●
288 ◆
290 △
293 ●
294 △
295 ●
296 △ △

Table9  談話過程における
生徒の発話の焦点化の様態

番 号
登場人物へ
の焦点化 非焦点化

転 換 点 １

転 換 点 ２

転 換 点 ３

転 換 点 ４

転 換 点 ５
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二 声 的 な 読み の 生 成が 起 こ っ てい る こ とを 確 認 で きる 。  

 こ こ で ，登 場 人 物に 焦 点 化 する 会 話 連鎖 と 非 焦 点化 に よ る会 話 の 連鎖

が 切 り 替 わっ た 転 換点 の う ち ，二 声 的 な読 み に つ なが っ た ３， ４ ， ５に

つ い て ふ り返 っ て おこ う 。  

転 換 点 ３ で は ，「 徹 夫 」 へ の 焦 点 化 で 示 さ れ た 発 話 （「 野 球 が 大 好 き

な 少 年 に 対 す る 礼 儀 だ 」） を 非 焦 点 化 に お い て 引 用 す る ス ミ エ の 発 話

（ 1 4 7 ） に 対 し て ， １ ８ 秒 の 沈 黙 を 置 い て カ ズ ミ か ら 違 和 感 が 示 さ れ て

い る 。 自 分 の 発 話 に 対 す る 肯 定 的 で な い 反 応 に 答 え て ，「 物 語 」 の 言 説

で は 言 及 され て い ない 「 智 」 の心 中 を 考え る 読 み を示 し た 。 こ れ に 応答

す る 発 話 にお い て カズ ミ は 「 智」 と 語 り手 ／ 読 み 手の ２ つ の「 声 」 を関

連 付 け て いた 。  

転 換 点 ４ で は ，「 智 」 が 「 徹 夫 」 に む け た 発 話 （「 お と う さ ん 」，「 オ

ッ ス 」） を 非 焦 点 化 に お い て 引 用 し た ス ミ エ の 発 話 が 転 換 の 契 機 と な っ

て い た 。 これ に 応 答す る 発 話 にお い て カズ ミ は 「 智」 と 「 徹夫 」 の ２つ

の 「 声 」 を関 連 付 けて い た 。  

転 換 点 ５ にお い て は， T a b l e 8 の 談 話 過程 で 確 認 でき る よ うに ， カズ

ミ は 「 意 味 わ か ん な く な っ た 」（ 2 7 5 ） と 発 言 し た 後 ， 二 声 的 な 読 み を

示 す 2 9 0 ま で ， ス ミ エ と ヒ ロ シ が 「 徹 夫 」 に 焦 点 化 し て 行 っ た 議 論 に

ま れ に 相 づち を 打 つだ け の 聞 き手 と な って い る こ とが と ら えら れ る 。 カ

ズ ミ （ 2 9 0 ， 2 9 3 ） は ，「 典 子 」 が 「 徹 夫 」 に 向 か っ て 発 話 し た 「 努 力

が だ い じ で結 果 は どう で も い いっ て ， お父 さ ん ， 本気 で そ う思 っ て る？」

（ p . 5 5 ） と い う セ リ フ の 一 部 を 改 変 し て 非 焦 点 化 に お い て 引 用 し て い

る 。 こ れ に応 答 す る発 話 を ス ミエ と 協 働し て 創 る なか で 「 徹夫 」 と 語り

手 ／ 読 み 手の ２ つ の「 声 」 が 関連 付 け られ て い た 。  

い ず れ の 転 換 点 に お い て も ， 転 換 が 生 徒 の 相 互 作 用 に よ っ て 協 働 的

に 達 成 さ れて い る こと ， 他 の 生徒 の 発 話を 異 質 な もの と し てと ら え ，そ

れ に 対 し て自 分 な りに 答 え て いこ う と す る 生 徒 の 姿が 捉 え られ た 。 また，

転 換 の 契 機 に は ，「 物 語 」 の 物 語 言 説 の こ と ば が オ リ ジ ナ ル と は 異 な る

焦 点 化 の 様態 に お いて 引 用 さ れ， さ ら にそ れ と は 異な る 焦 点化 に よ る読

み が 談 話 過程 に 示 され て い る こと が 確 認さ れ た 。  

こ の 結 果 か ら ， 複 数 の 当 事 者 が か か わ る の 出 来 事 に つ い て 二 声 的 な

読 み が 生 徒 発 話 に 出 て く る た め に は ， そ の 談 話 過 程 に ３ 種 類 の 異 な る

「 声 」 に 基づ く 読 みが 出 て く るこ と が 必要 だ と 考 えら れ る 。直 感 的 には，

談 話 過 程 にお い て 一人 の 生 徒 から 話 題 とな る 出 来 事に 対 し て あ る 「 声」

に 基 づ い て発 話 が 創ら れ る 。 それ に 対 して 別 の 生 徒か ら 別 の「 声 」 に基
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づ い た 発 話が 創 ら れる 。 こ の 「声 」 の 相違 が ， 談 話過 程 に 顕在 化 ， ある

い は 聞 き 手の 内 部 にお い て 意 識化 さ れ る こ と の み が二 声 的 な読 み を 創り

出 す 要 件 と考 え ら れる 。 し か し， 事 例 の分 析 か ら は， こ の 二者 は 「 物語」

の 語 り に おけ る 焦 点化 と は 異 なる 焦 点 化に お い て それ ぞ れ 示さ れ る こと

が と ら え ら れ る 。 本 研 究 で は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て の 生 徒 の 読 み

と は ， そ の出 来 事 を別 の 出 来 事と 筋 立 て語 り 直 す あら た な 物語 の 創 造 だ

と と ら え る。 こ の よう な 立 場 から は ， 異質 な 「 声 」の 関 連 付け が ， 生徒

間 の み の 相互 作 用 にお い て 成 立す る の では な く ， この 二 者 に 「 物 語 」の

語 り 手 を 加え た 三 者の 間 の 相 互作 用 に おい て と ら えら れ る べき で あ るこ

と が 了 解 でき る 。  

 

第４節  総括考察  

 

 本 章 で は， 実 際 の事 例 の 具 体的 分 析 に基 づ い て 「物 語 」 につ い て の読

み が 深 ま ると い う こと が ど の よう な 過 程で あ る の か， 物 語 の基 本 的 な特

徴 で あ る 景観 の 二 重性 と 関 連 付け な が ら 記 述 す る こと を 試 みた 。 そ の結

果 ， 以 下 の５ 点 が 明ら か と な った 。  

第 １ に ， 談 話 過 程 に お け る 発 話 の 焦 点 化 と 言 及 さ れ る 出 来 事 と の 関

連 の 様 相 から ， 物 語を 創 り 出 す「 声 」 の相 違 に よ って ， 話 題と な っ てい

る 出 来 事 に関 連 付 けら れ る 別 の出 来 事 の選 択 の あ り方 や 出 来事 を 検 索す

る 範 囲 の 限定 の あ り方 が 異 な るこ と が 示唆 さ れ た 。 特 定 の 登場 人 物 に焦

点 化 し た 発話 と ど の登 場 人 物 にも 焦 点 化し な い 発 話と で は ，言 及 さ れる

出 来 事 の 選択 の あ り方 や 範 囲 の限 定 に 違い の あ る こと が 示 され た 。 出来

事 の 当 事 者で あ る 登場 人 物 へ 焦点 化 す る発 話 で は ，生 徒 は ，出 来 事 の時

系 列 的 ， ある い は 因果 的 な 連 続性 に 基 づく 筋 立 て を行 っ て いる 。 一 方，

非 焦 点 化 の場 合 に は， 生 徒 は ， そ の 物 語に 想 定 さ れる 意 図 から 出 来 事を

筋 立 て る こと を 行 って い る 。  

 第 ２ に ，談 話 過 程に お け る 発話 の 焦 点化 の 移 動 の様 相 か ら， あ る 出来

事 に 対 す る複 数 の 意味 づ け が 重ね ら れ るこ と が ， 生徒 が 発 話を 創 り 出す

「 声 」 を 多 重 化 し て い く こ と に つ な が っ て い く こ と が 示 唆 さ れ た 。「 物

語 」 の 出 来事 に つ いて 協 働 で 語り 直 す 談話 過 程 に おい て そ れぞ れ の 生徒

が 発 話 の 焦点 を 移 動さ せ て い るこ と が 示さ れ た 。 その 過 程 にお い て ，あ

る 出 来 事 に対 す る ２つ の 異 な る意 識 か らの 意 味 づ けを 重 ね る意 識 が 生成

さ れ る こ とが と ら えら れ た 。  

 第 ３ に ，あ る 登 場人 物 の 内 部の 「 声 」の 対 立 を 主題 と し ，そ れ が 直接
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的 に 物 語 言説 に 示 され て い る 「物 語 」 につ い て の 読み の 交 流過 程 か ら，

こ の よ う な登 場 人 物の 二 声 性 につ い て 考え る 際 に ，生 徒 が 他の 登 場 人物

が そ の 登 場人 物 に 対し て 取 っ た言 動 を 手か が り と して 利 用 する こ と が示

さ れ た 。  

第 ４ と し て ， 物 語 言 説 に お い て 直 接 話 法 に よ っ て 示 さ れ た 登 場 人 物

の 発 話 に つい て の 議論 の 展 開 から ， こ のよ う な 音 声の 要 素 に注 目 す るこ

と が 二 声 的な 読 み の生 成 に つ なが っ て いく こ と が 示唆 さ れ た。 こ の よう

な 音 声 は ，現 実 世 界の も の と 同様 に 人 と人 の 間 に 存在 す る もの で あ る。

「 物 語 」 が読 ま れ るそ の 場 に おい て ， その こ と ば が， 発 話 者 と 聞 き 手そ

れ ぞ れ の 立場 ， そ して そ の 当 事者 の 知 らな い 第 三 者と い う 立場 か ら 解釈

さ れ う る とい う 構 造的 な 特 性 がそ こ に 認め ら れ る 。  

第 ５ と し て ， 談 話 過 程 に お い て と ら え ら れ た 発 話 の 焦 点 化 の 転 換 点

に つ い て の検 討 か ら， 異 質 な 「声 」 の 関連 付 け が ，生 徒 間 だけ で は なく

「 物 語 」 の語 り 手 を含 め た 三 者の 間 の 相互 作 用 に おい て と らえ ら れ るべ

き で あ る こと が 示 唆さ れ た 。 この よ う な 転 換 が 複 数の 生 徒 の相 互 作 用に

よ っ て 協 働的 に 達 成さ れ て い るこ と ， また ， そ の 契機 と し て 「 物 語 」の

物 語 言 説 のこ と ば がオ リ ジ ナ ルと は 異 なる 焦 点 化 の様 態 に おい て 引 用さ

れ ， さ ら にそ れ と は異 な る 焦 点化 に よ る読 み が 談 話過 程 に 示さ れ て いる

こ と が 確 認さ れ た 。   

こ れ ら の 知 見 か ら ， 物 語 の 語 り の 構 造 的 な 特 徴 か ら 見 た と き の 「 物

語 」 に つ いて の 読 みが 深 ま る 過程 を 次 のよ う に ま とめ る こ とが で き る。

生 徒 は ， 話題 と な って い る 出 来事 に か かわ る 読 み を 「 物 語 」 の 登 場 人物

と 語 り 手 の 「 声 」 に 基 づ い て 交 流 の 場 に 出 し て い く 。「 声 」 は ， 登 場 人

物 や 語 り 手／ 読 み 手 と 一 対 一 で対 応 し てい る の で はな く ， その 内 部 で複

数 の 「 声 」が 対 立 して い る こ と も あ る 。交 流 を 通 して 「 物 語」 に つ いて

の 読 み が 深ま る 過 程で は ， あ る出 来 事 に対 す る 複 数の 「 声 」か ら の 意味

づ け が 重 ねら れ る こと に な る 。こ の よ うな 談 話 過 程が 生 徒 を二 声 的 な読

み に 誘 っ てい く 。 さら に ， 個 人に よ る 二声 的 な 読 みの た め には ， 交 流の

場 に 「 物 語」 の 物 語言 説 の 「 声」 の あ りよ う と は 異な る 別 の２ つ の 意識

か ら 話 題 とな る 出 来事 に つ い てそ れ ぞ れ意 味 づ け る 発 話 が 提示 さ れ る こ

と が 求 め ら れ る 。 な お ， 話 題 に つ い て は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に か か わ る

音 声 の 要 素は ， 虚 構世 界 の 登 場人 物 の 間に 存 在 す るた め に ，読 者 を 二声

的 な 読 み に導 く 構 造的 特 性 を もっ て お り， こ れ を 取り 上 げ て議 論 を 行う

こ と が 読 者の 読 み の深 ま り に 有効 に 働 くこ と が 示 唆さ れ る 。  

上 記 の 内 容 の う ち ， 登 場 人 物 の 内 的 な 葛 藤 に つ い て の 理 解 と 登 場 人
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物 の 景 観 と語 り 手 の景 観 と を 重ね る 読 みに つ い て は ， 従 来 の「 視 点 」概

念 に 依 拠 す る 議 論 で は 俎 上 に 載 ら な い も の と 考 え ら れ る 。「 視 点 」 概 念

は ， そ の 視点 を 保 有す る 人 の 身体 の 物 理的 イ メ ー ジと 結 び つい て い る。

そ の た め ，発 話 者 が 「 物 語 」 世界 の ど こに 位 置 す るの か ， すな わ ち 虚構

世 界 の 空 間 に お け る 位 置 が 第 一 の 関 心 事 と な る 。「 視 点 」 に 変 え て 「 焦

点 化 」 の 様 態 か ら 「 声 」 を と ら え る 概 念 枠 組 み を 導 入 し た こ と で ，「 物

語 」 に つ いて の 読 みの 深 ま り につ い て より 精 緻 に とら え る こと が できた。  

な お ， 転 換 点 に つ い て の 検 討 に お い て ， 他 の 生 徒 の 発 話 を 異 質 な も

の と し て とら え ， それ に 対 し て自 分 な りに 答 え て いこ う と する 生 徒 の姿

が あ っ た こと を 述 べた 。 こ の よう な 生 徒が 出 て く るた め に は， 生 徒 が問

い や 考 え を 自 由 に 出 す こ と の で き る 参 加 構 造 が 必 要 で あ る 。 一 柳

（ 2 0 1 3 ） は ， 修 辞 的 ・ 構 文 的 に 不 完 全 な 話 し 方 に よ っ て 語 ら れ た 新 た

な 読 み が ，聞 き 手 の児 童 に よ るさ ら な る読 み の 生 成を 促 す 契機 と な る可

能 性 を 示 唆し て い る。 本 章 で 取り 上 げ た 談 話 過 程 も， た め らい に 満 ち，

切 れ 切 れ で ， た び た び 行 き 詰 ま り ， す ぐ に 方 向 の 変 わ る 談 話 の あ り 方

（「 探 索 的 談 話 （ e x p l o r a t o r y  t a l k ）」（ B a r n e s ， 2 0 0 8 ）） の 特 徴 を

示 し て い る。 生 徒 が他 の 生 徒 の発 話 を 聴い て ， 話 題と な っ てい る 出 来事

に 対 し て 新た な 意 味を 見 出 そ うと す る 能動 的 な 聴 き方 が 必 要で あ り ，そ

の よ う な 生徒 の 聴 き方 が 「 物 語」 の 語 り手 と 複 数 の読 み 手 の相 互 作 用を

促 し ， 二 声的 な 読 みの 協 働 的 構成 を 達 成さ せ る の であ る 。  

本 章 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 深 ま る と い う こ と が ど の よ う な

過 程 で あ るの か ， 物語 の 基 本 的な 特 徴 であ る 景 観 の二 重 性 と関 連 付 けな

が ら 明 ら かに す る こと を 試 み た。 事 例 の記 述 的 な 分析 を 通 して ， そ の 過

程 の 特 徴 やそ こ で 働く 機 制 の 枠組 み に つい て 知 見 を得 る こ とが で き た。

次 章 以 降 では ， 実 際の 授 業 に つい て 具 体的 な 分 析 を さ ら に 積み 重 ね るこ

と で ， 生 徒が こ の よう な 体 験 をど の よ うに 達 成 す るの か と いう こ と の詳

細 に つ い て明 ら か にし て い き たい 。 次 の 第 ４ 章 で は， 生 徒 によ る 登 場人

物 へ の 共 感の あ り 方の 違 い に よっ て 生 じる 読 み の 相違 が ， 協働 的 に 読み

を 深 め る 過程 に お いて ど の よ うな 役 割 を果 た す の かと い う 点に つ い て 検

討 を 行 う 。  
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第４章  「物語」の読みが深まる過程における生徒による役割 の相違  

 

第 1 節  本章の目的   

 

本 章 の 目 的 は ， 「 物 語 」 に つ い て 協 働 的 に 読 み を 深 め る 過 程 に お い

て ， 生 徒 によ る 登 場人 物 へ の 共感 の あ り方 に よ っ て生 じ る 読み の 差 違が

ど の よ う に機 能 す るの か と い う点 に つ いて 明 ら か にす る こ とで あ る 。 こ

の よ う な 違い が ， 発話 の 焦 点 化に ど の よう に 作 用 し， そ の こと が 協 働的

な 読 み の 深ま り に どの よ う に つな が っ てい る の か とい う こ と に つ い て検

討 す る 。  

第 ３ 章 で は ， 「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 交 流 す る 過 程 に お い て 物 語

内 容 に つ いて の 理 解が 深 ま る とい う こ とが ど の よ うに と ら えら れ る のか

考 察 を 行 った 。 事 例に お い て ， 生 徒 が 「物 語 」 本 文の 語 り のあ り 方 に影

響 を 受 け なが ら も ， 能 動 的 に 焦点 を 移 動さ せ な が ら発 話 を 行っ て 談 話過

程 を 創 り 出し て い るこ と が 観 察さ れ た 。そ こ で 本 章で は ， 生徒 と 「 物語」

の 相 互 関 係が ， こ のよ う な 協 働的 過 程 にお け る 焦 点の 移 動 にど の よ うに

影 響 を 与 えて い る か と い う こ とに つ い て考 察 を 行 う。  

 

第２節  方法  

 

１  対象授業  

 

 本 章 に お い て 事 例 と し て 取 り 上 げ る の は ， こ の 「 物 語 」 を 読 む 単 元

と し て は ３ 時 間 目 の 授 業 に お け る 教 室 談 話 で あ る 。「 物 語 」 の 第 ２ 場 面

を 読 み 深 め る こ と が 目 的 と さ れ て い る 。 こ の 授 業 で は 生 徒 が 夢 中 に な

っ て 「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て の 読 み を 交 流 し た 。 小 グ ル ー プ の 話 し

合 い 活 動 を 教 師 が 終 了 す る よ う に 促 し た 後 も 生 徒 は 活 発 に 意 見 を 交 換

し て い た 。 生 徒 の 学 習 活 動 へ の 深 い 没 頭 が 認 め ら れ た 授 業 事 例 と 言 う

こ と が で きる だ ろ う。  

 

２  小グループと話題  

 

分 析 で 取 り 上 げ る 小 グ ル ー プ は ， 前 時 ま で の 観 察 に お い て ， コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョン が 活 発， か つ ， 学習 課 題 への 没 頭 が 継続 し て いる と 観 察者

が 判 断 し た 小 グ ル ー プ で あ る 。 小 グ ル ー プ の メ ン バ ー は ， ゲ ン キ （ 男
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子 ） ， ヨ シコ （ 女 子） ， ア サ ミ（ 女 子 ）， シ ョ ウ （男 子 ） の４ 人 で ある。

こ の 時 間 ，小 グ ル ープ で の 活 動中 ， 教 師に よ る 直 接的 な 介 入は 行 わ れな

か っ た 。 「授 業 の 特徴 」 で 述 べた よ う に， こ の 単 元で は 各 グル ー プ での

検 討 を 経 た問 い が 学級 全 体 に 示さ れ ， その 中 か ら 話し 合 い の問 い を 決定

す る と い う手 続 き が取 ら れ て いる 。 こ の小 グ ル ー プは ， 前 時の 授 業 にお

い て ， 「 徹夫 」 と 「典 子 と の 「『 努 力 が大 事 で 結 果は ど う でも い い って，

お 父 さ ん ， 本 気 で そ う 思 っ て る ？ 』 ／ 徹 夫 は 黙 っ て ， 小 さ く う な ず い

た 。 」 と いう 出 来事 1 3 中 の 文 章 表 現に か か わ って 「 本 当に 結 果 は どう

で も い い のか ？ 」 とい う 問 い を提 示 し てい る 。 こ の問 い は ，「 典 子 」の

こ と ば の 意識 を 要 約し た も の であ り ， 「典 子 」 の 意識 を 通 した 出 来 事の

理 解 に か かわ る も のと と ら え られ る 。  

分 析 す る 教 室 談 話 過 程 は ， 物 語 内 容 に お い て 「 徹 夫 」 （ 父 ） と 「 典

子 」 （ 娘 ）と が 会 話す る 場 面 につ い て の小 グ ル ー プで の 読 みの 交 流 であ

る 。 話 題 と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 物 語 言 説 は 出 来 事 1 2 （ T a b l e ３ 参

照 ） の 次 の部 分 で ある 。  

 

「 最 後 な んだ か ら ，出 し て や れば い い のに 」  

典 子 の 声 に ， 父 親 を と が め る よ う な 響 き は な か っ た 。 ご く 自 然 な

言 い 方 で ，だ か ら こそ ， 胸 が 痛む 。  

同 じ こ と は， ゆ う べ佳 枝 か ら も言 わ れ た 。  

き っ と ， 智も 心 の 奥で は そ う 思っ て い るだ ろ う 。  

（ テ キ スト p . 5 3 下 段 。 下 線 は筆 者 が 施し た 。 ）  

 

下 線 部 か ら 判 断 さ れ る よ う に ， こ こ で も 物 語 言 説 の 語 り の 基 調 は ，

「 徹 夫 」 の意 識 を 通し て 出 来 事を 語 る もの と な っ てい る 。  

外 山 教 諭 の話 し 合 いに つ い て の教 示 は 次の よ う な もの で あ った 。  

 

「 “ 最 後 な ん だ か ら ， 出 し て や れ ば い い の に 。 ” 典 子 の 声 に ， 父

親 を と が め る よ う な 響 き は な か っ た 。 ご く 自 然 な 言 い 方 で ， だ か ら

こ そ 胸 が 痛 む 。 』 こ れ に つ い て ， 自 然 な 言 い 方 を し て い る の に ， な

ぜ 胸 が 痛 む の か 。 こ れ を 最 初 に 考 え て い こ う と 思 い ま す 。 〈 中 略 〉

い い で す ね 。 こ れ に 関 し て … 典 子 の 言 い 方 は 自 然 な の に ， な ぜ 胸 が

痛 ん だ の でし ょ う 。 」 。  

 

教 諭 か ら 示 さ れ た 話 し 合 い の 課 題 は ， 「 物 語 」 の 語 り の 基 調 と 同 じ
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く 「 徹 夫 」に 焦 点 化し て 出 来 事に 意 味 づけ る こ と を求 め る もの で あった。  

 

３  分析の手続き  

 

第 ３ 章 と 同 様 に 生 徒 の 発 話 を そ の ｢ 焦 点 化 ｣ の あ り 方 に よ っ て ， 特 定

の 登 場 人 物へ の 焦 点化 と 生 徒 が自 身 の 意識 を 通 し て語 る 非 焦点 化 に 分け，

そ の 上 で 解釈 を 行 う 。  

 

第３節  結果と考察  

 

１  発話において焦点化される登場人物の違い  

 

 生 徒 の 発話 間 に おい て 焦 点 化す る 登 場人 物 の 違 いが 意 識 され な が ら読

み の 交 流 が進 む 事 例と し て 示 すの が ， 次の T a b l e 1 0 で あ る 。 第 ３ 章で

示 し た 事 例と 同 様 に， 話 題 と な っ て い る出 来 事 に つい て ， その 当 事 者で

あ る ２ 人 の登 場 人 物に つ い て それ ぞ れ 焦点 化 す る 読み が 示 され た の に続

い て 非 焦 点 化 に よ る 読 み が 示 さ れ て い る （ ア サ ミ 1 1 4 ； ヨ シ コ ， 1 1 6 ）。  
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番号 発話者 発話内容 焦点化

101 ゲンキ

えっとー，考えたい問いは…「なぜ自然な言い方なのに典子のことばに
胸が痛むのか。」…これだってさ，暗にさ，ほら努力しても実らないじゃ
んみたいな…結局，出れなくても私には関係ないでしょみたいなニュア
ンスが…伝わる気がする。

「典子」

102 ヨシコ 典子サイドから見て… 非

103 ゲンキ ほうら結局，実らねえみたいな… 「典子」

104 ヨシコ あー

105 ヨシコ

私は，なんか，こうあるべきでしょみたいな，強要されるわけではなく，
自然にさらっと言われたから，父親が息子を出してやることが，ごく自然
なことのように自分が感じて，それができない自分に胸が傷んだからか
なーと思ったんだけど…

「徹夫」

106 アサミ うーん。

107 ショウ

え，俺？。はい…俺が思ったのは，この典子が，あのー，自分に対して
ぶつかってくるんではなく，なんか何となーく，なんか言っているだけ
で，それが当たり前になっちゃってることが感じられたから，あの胸が痛
んだんじゃないかなと思いました。

「徹夫」

108 アサミ

私は，なんか，自然な言い方だから…親たちの苦情は，たしかに，自己
中だなーって思ってるかもしれないけど，自然に言われると，正しいの
かなって思っちゃったのかなとか，あと，智の気持ちをそのまま言われ
たような気がしたのかなーって思いました。

「徹夫」

〈中略〉

114 アサミ 何で「自然な言…」，「自然な」ってとこがポイント… 非
115 ゲンキ あーって，流れるような言い方をされた… 「徹夫」

116 ヨシコ
「自然な」ってさー，なんか，これといって強い感情がこもってない感じが
する。

非

117 ショウ・アサミ あー

118 ヨシコ 怒るわけでもなく…悲しむわけでもなく… 「典子」

119 アサミ
だから，「自然な」って言うのを，ってか当たり前っていう風にとらえる
か，それとも前のなんか親とかからかってきた苦情に対比して考える
かってことじゃない。

非

120 ヨシコ あー

〈中略〉

130 ゲンキ
一つ言えるのはさ，一番気になってるのは，その「自然な」って一言で
しょ。それをどうとらえたかだから…キーワードは「自然な」じゃね？

非
 

 

教 師 か ら 提 示 さ れ て い た 問 い は ，「 典 子 」 の こ と ば が 「 自 然 な 言 い 方 」

だ っ た の に ，「 徹 夫 」 の 「 胸 が 痛 」 ん だ の は な ぜ か と い う も の で あ っ た 。

つ ま り ，「 徹 夫 」 に“ な っ て ”み る （ 佐伯 ,  1 9 7 8 ） こ と を求 め る 課 題で

あ る 。 し か し ， 話 し 合 い の 口 火 を 切 っ た ゲ ン キ （ 1 0 1 ） は ，「 徹 夫 」 で

は な く 「 典 子 」 に 焦 点 化 し て 「 徹 夫 」 を “ み る ”（ i b i d . ） 試 み を 行 っ

て い る 。  

こ れ は ， 前 時 の 話 し 合 い に お い て こ の 小 グ ル ー プ が 問 い と し て 提 出

し た 「 本 当に 結 果 はど う で も いい の か ？」 と い う 問い を 踏 まえ た 発 話だ

と 捉 え ら れ る 。「 徹 夫 」 に 対 す る 「 典 子 」 の こ の 問 い は ， 大 人 が 中 学 生

に 向 け て 発し た 「 将来 の た め に今 で き るこ と を し っか り や りな さ い 」と

T a b l e  1 0  発話 間の 焦 点 化 の違 い の 確認  
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い う メ ッ セ ー ジ に 対 す る 反 感 に 根 ざ す も の と 解 釈 し う る 。「 徹 夫 」 に 対

す る 「 典 子」 の こ のよ う な 感 情は ， 読 み手 で あ る 生徒 が 周 囲の 大 人 たち

に 対 し て 感 じ る も の と 共 通 す る 部 分 が あ る だ ろ う 。 ゲ ン キ の 発 話 中 の

「 実 ら な い じ ゃ ん 」（ 1 0 1 ），「 関 係 な い で し ょ 」（ 1 0 3 ） と い う 語 用 の あ

り か た は ，「 徹 夫 」 に 対 す る 「 典 子 」 の 批 判 的 な 態 度 を 「 声 」 と し て 取

り 込 ん で いる こ と を示 し て い る。 先 に 述べ た と お り， こ の グル ー プ の問

い は ，「物 語 」 の語り の 基 調 と な る 「 徹夫 」 へ の 焦点 化 で なく ，「 典子 」

へ の 焦 点 化に よ っ て出 来 事 を とら え る こと を 志 向 する も の だっ た 。 この

よ う な 問 い が グ ル ー プ で 選 択 さ れ た 理 由 と し て ，「 物 語 」 の 複 数 の 登 場

人 物 の 関 係に 対 し て生 徒 の 取 る態 度 が かか わ っ て いる と 考 えら れ る 。  

上 記 の こ と か ら ， 生 徒 が 談 話 過 程 に 自 分 の 読 み を 示 し て い く 際 の 焦

点 化 の 決 定に ， 登 場人 物 へ の 共感 が か かわ っ て い るこ と が 示唆 さ れ る。

こ れ は ， 読者 と 主 人公 の 類 似 性の 高 低 が主 人 公 へ の共 感 の あり 方 に 影響

を 与 え ， それ が 出 来事 の 因 果 関係 の 抽 出を 媒 介 す ると す る 「読 者 － 主人

公 相 互 作 用 モ デ ル 」（ 米 田 ･ 楠 見 ， 2 0 0 7 ） の 知 見 に 沿 う も の で あ る 。 第

３ 章 に お いて ， 交 流の 談 話 過 程に 生 徒 が自 身 の 読 みを 示 す 際の 焦 点 化は，

① 「 物 語 」の 語 り にお い て 話 題と な る 出来 事 が ど のよ う な 焦点 化 で 示さ

れ て い る か， ② 応 答し よ う と して い る 生徒 が ど の よう な 焦 点化 に お いて

談 話 過 程 に読 み を 示し て い る かと い う こと と か か わり が あ るこ と を 指摘

し た 。 こ の２ 点 と 登場 人 物 へ の共 感 の 要素 が ， 相 互に 作 用 する 中 で 生徒

は 交 流 の 場に 自 身 の読 み を 示 して い く こと に な る 。こ の よ うに 複 数 の要

素 が か か わっ て い るこ と で ， 生徒 の 読 みの 焦 点 化 の多 様 性 ，談 話 過 程の

多 声 性 が 実現 さ れ るの だ ろ う 。  

 

２  談話過程において果たされる個人の役割  

 

（ １ ） 発 話の 焦 点 化に つ い て のモ ニ タ ー  

T a b l e 1 1 に 示 し た談 話 過 程 は， T a b l e 1 0 に 後 続 す る も ので あ る 。 話

題 が ，「 典 子 」 の 発 話 の な か に あ る 「 智 」 の 試 合 出 場 に つ い て の 「 徹 夫 」

の 判 断 （ 出 来 事 1 2 中 の 表 現 ） に 移 っ て い る 。「 物 語 」 の 登 場 人 物 「 徹

夫 」 の 内 面 に お け る 葛 藤 に か か わ る 読 み の 交 流 で あ り ， 第 ３ 章 の

T a b l e 7 に 示 し た カズ ミ や ス ミエ た ち の小 グ ル ー プ で の も のと 類 似 する

議 論 と 言 うこ と が でき る 。  

T a b l e  1 1  登場 人物 に つ い ての 理 解 深化  
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番号 発話者 発話内容 焦点化

138 アサミ 自然な…

139 ヨシコ 怒られたんだったらなんだよって思えるし，悲しまれると…なんか。 「徹夫」

140 ゲンキ なんか悲しまれっていうか哀れまれてる感じじゃない？ 「徹夫」

141 アサミ・ヨシコ あー

142 ゲンキ ものすごい。智がかわいそうな…になってくる。 「徹夫」

143 アサミ

なんか…でも…わたしは，これ聞いたときに，まえの，そのー最初
の電話で，なんか…でる子の親から電話かかってきてそれに対し
てふざけるなと監督として思うとかいってるのに結局，（笑い顔に
なって）自分の子どもを出さないことに胸が痛んでるってなんか
なぁって思った。

徹夫／非

144 ヨシコ
監督としての…そのー父…（聴取不能）徹夫は…やっぱり実力の
世界だから，感情論だけで出す選手を決めるのは，まあ，けしから
んことだと思ってるけど，やっぱり父親像としては…

「徹夫」

〈中略〉

148 ヨシコ
父親像としては，やっぱりそのー自然に言われちゃったことに対し
て胸が痛いから，やっぱりそのー息子を出してやりたいなーという
部分が少しは…

「徹夫」

〈中略〉

154 ヨシコ
なんか，さらっといわれたことで父親サイドの感情が呼び起こされ
ちゃった。

「徹夫」

155 アサミ ははは。

156 ゲンキ
かわいそーっていうニュアンスじゃない？ニュアンス的にはかわい
そーみたいな。

「徹夫」

157 ヨシコ ははは。

158 アサミ なんで，「自然な」だから…

159 ヨシコ
誰の立場ではなく，監督とかそういう立場ではなく普通の人の普通
の意見だったから胸が痛んだんじゃないか…と私は考えた。

160 ショウ 実力の世界だと…分かってるけど出したいなーと 「徹夫」

161 ヨシコ うんうん

162 ショウ できれば出したいなー 「徹夫」  

 

1 3 9 ～ 1 4 2 の 発 話 連 鎖 で は ， 生 徒 た ち が 出 来 事 1 2 の 時 点 に お け る

「 徹 夫 」 に 焦 点 化 し そ れ ぞ れ の 読 み が 示 さ れ て い る 。「 典 子 」 の こ と ば

に 対 す る 「 徹 夫 」 の 反 応 に つ い て の 言 及 （ 1 3 9 ， 1 4 0 ） を 受 け て ，「 徹

夫 」 の 「 智 」 へ の 思 い の 変 化 （ 1 4 2 ） が 指 摘 さ れ て い る 。 続 く ， ア サ ミ

の 発 話 （ 1 4 3 ） は ， 話 題 と な っ て い る 出 来 事 の 少 し 前 の 物 語 の こ と ば

「 ふ ざ け るな ， と 監督 と し て 思う 。 だ が， 父 親 と して 立 場 を入 れ 替 えて

み る と ， そ の 気 持 ち も 分 か ら な い で は な い 。」 を 部 分 的 に 引 用 す る も の

で あ る 。 ア サ ミ の こ の 発 話 が き っ か け と な っ て ，「 徹 夫 」 の 内 面 の 葛 藤

に つ い て の読 み が 交流 さ れ て いる 。  

ア サ ミ （ 1 4 3 ） に 直 接 的 に 応 答 す る ヨ シ コ （ 1 4 4 ） で は ， 冒 頭 「 監 督

と し て の 」と ア サ ミの こ と ば が引 用 さ れて い る 。 これ に 対 比す る よ うに ，
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後 半 に は 「や っ ぱ り父 親 像 と して は 」 とい う こ と ば が 見 ら れる 。 ヨ シコ

は ， T a b l e 1 1 に おい て 「 典 子サ イ ド」（ 1 0 2 ） と い う， 他 者 の 読 み を創

り 出 し た 「 声 」 の あ り 方 を 確 認 す る 発 話 を 行 っ て い る 。 こ の T a b l e 1 2

に お い て も ，「 父 親 像 と し て は ， や っ ぱ り そ の 」（ 1 4 8 ），「 父 親 サ イ ド の

感 情 」（ 1 5 4 ），「 誰 の 立 場 で は な く ， 監 督 と か そ う い う 立 場 で は な く 」

（ 1 5 9 ） と 登 場 人 物 が 出 来 事 に 意 味 づ け る 意 識 の あ り 方 を モ ニ タ ー す る

発 話 を 複 数行 っ て いる 。 話 し 合い の 展 開の 中 で 果 たさ れ る 個人 の 役 割は

比 較 的 安 定 し て い る こ と が 知 ら れ て い る （ 佐 藤 ， 1 9 9 6 ）。 ヨ シ コ の よ う

に ， 発 話 の焦 点 化 につ い て モ ニタ ー す る役 割 を と る生 徒 が いる こ と で，

出 来 事 に つい て の 複眼 的 な 意 味づ け が 促さ れ る も のと 考 え られ る 。  

な お ， ヨ シ コ は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て の 意 味 づ け を 検 討 す る 文

脈 で 「 典 子サ イ ド 」と 「 父 親 サイ ド 」 とい う こ と ばを 使 っ てい る 。 登場

人 物 で あ る「 典 子 」と 登 場 人 物で あ る 「徹 夫 」 の 一つ の 立 場で あ る 「父

親 」 こ の ２つ に 共 通し て 「 サ イド 」 と いう 単 語 が 組み 合 わ せら れ て いる。

つ ま り ， 生徒 に と って は ， 出 来事 に つ いて 意 味 づ けを 深 め る上 で ， 異な

る 登 場 人 物の 間 で の対 立 を 考 える こ と とあ る 登 場 人物 の 内 部で の 対 立を

考 え る こ とが 同 質 のも の と し て議 論 し うる こ と が 示唆 さ れ る。  

 

（ ２ ） 登 場人 物 へ の 反 感 に 基 づく 出 来 事へ の 意 味 づけ  

生 徒 の 出 来 事 に つ い て の 焦 点 化 は ， 特 定 の 登 場 人 物 へ の 共 感 だ け で

な く ， 反 感， あ る いは 反 発 に よっ て 影 響を 受 け る こと が あ る。  

次 に 示 す T a b l e 1 2 の 談 話 過 程で は ， T a b l e 1 1 に 引 き続 い て 「 智 」 の

試 合 出 場 に つ い て の 「 徹 夫 」 の 判 断 が 話 題 と な っ て い る 。 先 に 示 し た

T a b l e 1 1 の 談 話 過程 で は ， ヨ シコ （ 1 4 4 ， 1 4 8 ， 1 5 4 ），ゲン キ （ 1 5 6 ），

シ ョ ウ （ 1 6 0 ， 1 6 2 ） の よ う に ， 生 徒 は 出 来 事 へ の 意 味 づ け を そ れ ぞ れ

「 徹 夫 」 への 焦 点 化に よ っ て 語 っ て い た。 一 方 こ の T a b l e 1 2 の 談 話 過

程 で は ，「 徹 夫 」を客 体 化 し てと ら え る 生 徒 の 発 話が 続 い てい る 。  
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番号 発話者 発話内容 焦点化

163 アサミ

えーでも，最初の，そのちょっと前のところに実力を公正に判断
するなら，5年生入れた方が良かったって，このときから思ってる
から…完璧，実力じゃ…ない。

非

164 ヨシコ
そうだよね。なんか父親的感情が出てきたとしたらもうちょっと前
か…

非

165 アサミ

でも，思ったのはさ，なんかさ，実力を優先するのが，なんか何で
なのかなって言ったら，なんか20連覇がかかってる出せないや
はりって言って，20連覇意識してんのにそのあとで，努力するこ
とが大事なんだよ結果なんてホントはどうでもいいんだって，な
んか矛盾してるようにみえて，なんか，この人は，えっとー何のた
めに，実力，の世界，野球は実力の世界なのかが，わかんなく
なってきてんじゃないかなと思った。なんか。何のために実力の
ある人を出すのかって勝つためにだすのかなと思ったら，勝つこ
とじゃなくて努力が大切だみたいな…ちょっとおかしいじゃん。考
えると。

非

166 ヨシコ それだと，話しがさぁ

167 アサミ まあ，違うけど…

168 ヨシコ

後ろの方にそれてっちゃうじゃん。だけど，まあそこを踏まえて考
えると，その，本人としての父親と監督としての境界線というか，
（聴取不能）というかが揺らぎ始めちゃうから…

非

169 アサミ てゆうかなんか…いろいろゆらいでんだなぁって思った。結局。 非

170 ヨシコ あー

171 アサミ
だから，なんか自分が思ってたことと反対のことを言われてもな
んか胸が痛むって…

非

172 外山 はい。じゃあ，そろそろ（聴取不能）

173 ショウ
でもね，父親じゃなくても，最後の試合には智を補欠に入れると
思うよ。6年生で最後でしょ…

非

174 アサミ あー

175 ショウ おれ，でもなんか父親じゃなくても入れちゃう気がするけど。 非  

 

こ の 談 話 過 程 に お い て ， 話 題 と な っ て い る 出 来 事 に つ い て ， 自 分 の

生 活 経 験 に根 ざ す 感覚 に 基 づ いて ， い わば 自 分 に 引き つ け て 意 味 づ ける

読 み を 示 し て い る の が シ ョ ウ （ 1 7 3 ， 1 7 5 ） で あ る 。 シ ョ ウ の 発 話 は ，

こ の 談 話 過程 で 「 徹夫 」 に 対 して 批 判 的な 意 見 を 展開 し て いる ア サ ミに

応 答 す る もの で あ る。  

T a b l e 1 1 の 談 話 過 程 を 確 認 す る と ， ヨ シ コ （ 1 4 4 ， 1 4 8 ， 1 5 4 ）， ゲ

ン キ （ 1 5 6 ）， シ ョウ （ 1 6 0 ， 1 6 2 ） の よ う に ， ３ 人 の 生 徒 は 「 徹 夫 」 に

焦 点 化 し ，話 題 と なっ て い る 出来 事 に 意味 づ け て いる 。 こ れに 対 し ， ア

サ ミ の 発 話 （ 1 4 4 ） は ，「 徹 夫 」 へ の は っ き り と し た 焦 点 化 に よ る 発 話

で は な く ，「 徹 夫 」 の 内 面 に つ い て の 解 釈 を 示 し た 後 に 「 な ん か な ぁ っ

て 思 っ た 」と 批 評 を加 え る も のと な っ てい る 。  

T a b l e  1 2  焦点 化の 違 い と 出来 事 の 関連 付 け  
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ア サ ミ が 「 徹 夫 」 に 対 し て 他 の ３ 人 と は 異 な る 対 応 を し て い る 理 由

は ， 話 題 と な っ て い る 出 来 事 に お け る も う 一 人 の 当 事 者 ，「 典 子 」 に つ

い て の 共 感 の あ り 方 に あ る と 考 え ら れ る 。 T a b l e 1 3 の 後 続 の 談 話 過 程

か ら ，「 典 子 」 に 対 す る 生 徒 の 共 感 の あ り 方 が 表 れ て い る 発 話 を 引 用 し

よ う 。  

 

  ヨ シ コ ：「 で も ， ど っ ち に し ろ 典 子 の 理 屈 は が ん ば っ た っ て 意 味

な い じ ゃ んぐ ら い で… 」（ 2 7 8 ）  

  ゲ ン キ ：「 典 子 は ど う 考 え て る か っ て 以 前 に ， 別 に ， な ん か 」

（ 2 5 6 ）  

  ア サ ミ ：「 勉 強 も ど う せ 結 果 で な い し ， い い こ と な い か ら ， 絶 対

い い こ と あ る 訳 じ ゃ な い か ら ， し な く て い い や っ て い う の は … 考

え 方 な ん だな っ て …」（ 2 8 7 ）  

 

ヨ シ コ と ゲ ン キ の 「 典 子 」 に つ い て の 共 感 が 低 く ， 彼 女 の 立 場 か ら

出 来 事 を 考え て み よう と し て ない こ と が捉 え ら れ る。 そ れ に対 し て アサ

ミ は ， た め ら い が ち で は あ る も の の ，「 典 子 」 の 主 張 に つ い て 「 考 え 方

な ん だ な って … 」 と一 定 の 理 解を 示 し てい る 。  

話 題 と な っ て い る 出 来 事 で は ，「 典 子 」 に と っ て 「 徹 夫 」 は 家 族 で あ

り な が ら 自 分 を 理 解 し て く れ な い 存 在 で あ る 。 ア サ ミ は ，「 典 子 」 に 共

感 し て い るこ と で ，ヨ シ コ や ゲン キ の よう に 「 徹 夫」 の 意 識を 通 し て こ

の 出 来 事 を意 味 づ ける こ と を しに く く なっ て い る と考 え ら れる 。 ア サミ

の 発 話 か ら は ， 彼 女 に と っ て こ こ で の ｢ 徹 夫 ｣ は “ み る ” 対 象 で あ っ て ，

“ な る ” こと を 試 みる 対 象 と なっ て は い な い こ と がと ら え られ る 。 アサ

ミ は ， こ の後 の 話 し合 い で も 「… だ か ら， ホ ン ト は何 を 考 えて る の って

こ と で し ょ 。 … ホ ン ト は 何 を 思 っ て る の ？ 」（ 3 0 7 ） と こ の よ う な 読 み

方 を 継 続 して い る 。  

T a b l e 1 2 に お い て ， ア サ ミ の 一 連 の 発 話 は ， 読 み 手 の 現 実 の 文 脈 に

引 き つ け て 出 来 事 の イ メ ー ジ を 精 緻 化 す る シ ョ ウ の 発 話 （ 1 7 3 ， 1 7 5 ）

に つ な が っ た だ け で な く ，「 徹 夫 」 の 内 面 に つ い て 言 い 表 す 「 境 界 線 」

や 「 揺 ら ぎ 」 と い う ヨ シ コ の こ と ば （ 1 6 8 ） を 導 い て い る 。 先 に も 言 及

し た と お り， 読 者 と主 人 公 の 類似 性 の 高低 が 共 感 に影 響 を 与え ， そ れが

「 物 語 」 の 理 解 を 変 え て い く と 考 え ら れ て い る （ 米 田 ・ 楠 見 ， 2 0 0 7 ）。

ア サ ミ の 読 み 方 は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て 複 数 の 登 場 人 物 が 当 事 者

と し て か かわ る 場 合に は ， あ る登 場 人 物へ の 共 感 が別 の 登 場人 物 へ の反
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感 や 反 発 につ な が った り ， あ る登 場 人 物へ の 反 感 や反 発 が 別の 登 場 人物

へ の 共 感 につ な が る場 合 の あ るこ と を 示し て い る 。そ し て ，こ の 談 話過

程 に お い てア サ ミ が果 た し た 役割 か ら は， 登 場 人 物に “ な って ” み る共

感 的 な 読 みと ， 登 場人 物 に 対 する 反 感 や反 発 に ね ざす 非 共 感的 な 読 みが

談 話 過 程 に対 置 さ れる こ と で 「物 語 」 につ い て の 読み が 深 ま っ て い くこ

と が 示 唆 され る 。  

 

３  交流を通した読みの深まり  

 

次 に T a b l e 1 3 と して 示 す の は， 授 業 時間 が 残 り 3 分 とな った 時 点 か

ら の 小 グ ルー プ で の話 し 合 い の発 話 記 録で あ る 。 話題 と な って い る のは，

２ 「 小 グ ル ー プ と 話 題 」 で 引 用 し た 箇 所 に 続 く ，「 物 語 」 の 次 の 部 分 で

あ る 。  

 

だ が ， 智 は 補 欠 の 七 番 手 だ 。 監 督 の 息 子 だ 。 チ ー ム に は 二 十 連 勝

が 掛 か っ てい る 。 出せ な い ， やは り 。  

「 実 力 の 世 界 だ か ら な 。」 と 徹 夫 は 言 っ た 。「 あ い つ も ， も う ち ょ

っ と う ま け り ゃ い い ん だ け ど な あ 。」 と 続 け ， 口 に し た と た ん ， ひ

ど い 言 い 方を し た ，と 思 っ た 。  

典 子 は 黙 っ て 窓 か ら 離 れ ， 座 卓 に お い て あ っ た み か ん を 一 つ 取 っ

て ， そ れ を手 の ひ らで 弾 ま せ なが ら 言 った 。  

「 ふ う ん ， ど ん な に ま じ め に 練 習 し て も ， 下 手 な 子 は 試 合 に 出 し

て も ら え ない ん だ あ。」  

〈 中 略 〉  

「 … 努 力 す る こ と が 大 事 な ん だ よ 。 結 果 な ん て ， 本 当 は ど う で も

い い ん だ。」  

「 じ ゃ あ ，今 日 の 試合 ， 負 け ても い い じゃ ん 。」  

屁 理 屈 だ 。 そ れ が 分 か っ て い る の に ， 言 い 返 す こ と ば が 見 つ か ら

な い 。  

典 子 は 部 屋を 出 が けに ， 徹 夫 を振 り 向 いた 。  

｢ 努 力 が だ い じ で 結 果 は ど う で も い い っ て ， お 父 さ ん ， 本 気 で そ

う 思 っ て る？ ｣  

徹 夫 は 黙 って ， 小 さく う な ず いた 。  

｢ 智 っ て さ あ ， 中 学 生 に な っ た ら ， あ た し み た い に な る か も よ 。

が ん ば っ ても ， な あん に も い いこ と な んて な い じ ゃん ， っ て。 ｣  
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典 子 が 二 階に 引 き あ げ た 後 ， 徹夫 は 思 った 。  

屁 理 屈 を 並 べ て い た の は ， 本 当 は 自 分 の ほ う だ っ た の か も し れ な

い 。  

（ P p . 5 3 - 5 4 か ら抜粋 ）  

 

T a b l e  1 3  交流 を通 し た 生 徒の 読 み の多 声 化   

番号 発話者 発話内容 焦点化

345 ゲンキ だからさ，徹夫は屁理屈を言ってないと思うんだよね。 非

346 ヨシコ だから…

347 ゲンキ
だから，そもそも，だから徹夫自身が，ただただ自信がないだけと
いう気がして…ならないんですが…

非

348 ヨシコ うん。本人の自覚的な問題で， 非

349 アサミ
でも最初の場面でさ，すごいさ，智がさ努力してるところが，やって
て，なんか，朝から試合に出ないのが100％なのに，なんか努力し
てるからー

「徹夫」

350 ヨシコ うん。

351 ショウ 試合に出るための努力じゃん… 「智」

355 ショウ

ホンとは，試合に出るための努力だから，それはもう出れれば，そ
れはそれが一番ベストなんだけど，でれなかったとしても努力が大
事だよっていうことでしょ。言いたいのは。でれなかったとしても，
努力は，無駄にならない…別にすじは通ってると思うんだけど…だ
から，結果は，どうでもいいけど，結果を目指していくもんだから，
それはある種の目標であって，達成できなかったとしても努力は，
無駄にならないよって言う論理な訳でしょ。…

「智」／
「徹夫」

356 ヨシコ あー

357 ショウ …お父さんは。だから別に，お父さんは屁理屈でも何でもないし， 「智」

358 アサミ えーでも，なんか…

359 ショウ 典子が，ただ単に揚げ足を取って屁理屈を言ってる。 非

360 アサミ

自然な言い方で胸が痛んだから，うろたえちゃってなんかその
後，なんか，でもやっぱ監督だから実力の世界といわないとかなっ
て思ったけどみたいな。なんかうろたえてるから，なんかちゃんと
言えないといけないのかなと思って…

「徹夫」

361 ゲンキ

なんかだから自然に典子になんか，出してやればいいのにって言
われて，出したいとか思って，だんだんこう自信がなくなって来たと
ころに，この典子の（聴取不可）がやってきて，うちこまれて，自信
がどんどんなくなっていっただけだと僕は思う…

「徹夫」

362 ショウ 言いたいことは，筋とおってる。 非

363 アサミ
「実力の世界だからな。」なんか，「あいつももうちょっとうまけりゃ
いいんだけどな」ってね。なんか…

「典子」?

364 ゲンキ だって，うまけりゃ出れるじゃん。

365 ショウ うん。

366 アサミ
出れるけどさ…なんか…「ひどい言い方をした，と思った」んだか
ら，それはちょっとひどいなって思った。

「徹夫」？
「典子」？

367 ヨシコ
それは多少意地悪な響きが加わっちゃったから「ひどい言い方をし
た」って思ったんで，言ってること自体は…

「徹夫」
／非

368 ゲンキ 事実だよ。 非  
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T a b l e 1 3 の 談 話 過 程 で は 「 徹 夫 」 が 「 典 子 」 に 向 け て 発 話 し た ２ つ

の セ リ フ （「 実 力の世 界 だ か らな 。」，「あ い つ も ，も う ち ょっ と う ま けり

ゃ い い ん だけ ど な あ。」） を め ぐっ て 交 流が 行 わ れ てい る 。  

談 話 過 程 の 発 話 の 焦 点 化 の 様 態 と 発 話 連 鎖 の 意 味 的 な 応 答 関 係 か ら ，

ア サ ミ が この 読 み の 交 流 を 通 して 自 身 の読 み を 多 声化 し て 行っ た 過 程を

と ら え る こと が で きる 。 談 話 過程 の 冒 頭に お い て アサ ミ は 「 徹 夫 」 に焦

点 化 し て 話題 と な って い る 出 来事 と 場 面１ の 出 来 事３ （ T a b l e 3 参 照 ）

と を 関 連 付け て 読 みを 示 し て いる 。 ア サミ 3 6 0 の 発 話 でも ，「 徹 夫 」へ

の 焦 点 化 を 継 続 し ， 引 用 部 分 の 直 前 （ 場 面 ２ の 出 来 事 1 2 （ T a b l e 3 参

照 ） ） の 「典 子 」 の発 話 に 対 する 「 徹 夫」 の 心 内 表現 「 ご く自 然 な 言い

方 で ， だ から こ そ ，胸 が 痛 む 」を 関 連 付け て 読 み を展 開 し てい る 。 この

ア サ ミ の 発 話 に 答 え て ， ゲ ン キ （ 3 6 1 ） が 「 徹 夫 」 へ 焦 点 化 す る 読 み で

答 え て い る。 こ こ で「 徹 夫 」 の内 部 に おけ る 「 声 」の 葛 藤 が談 話 過 程に

顕 在 化 し て い る と と ら え ら れ る 。 ア サ ミ は 発 話 3 6 3 で 虚 構 世 界 の 「 徹

夫 」 の 発 話を 引 用 して 、 こ れ に対 し て の違 和 感 を 「な ん か 」と い う こと

ば で 示 し てい る 。 発話 の 焦 点 は， 発 話 者で あ る 「 徹夫 」 で はな く ， その

発 話 を 受 け と め る 「 典 子 」 に あ る と 考 え ら れ る 。 発 話 3 6 6 で は ， 話 題

と な っ て い る セ リ フ の 後 の 「 ひ ど い 言 い 方 を し た ， と 思 っ た 」 と い う

「 徹 夫 」 の心 内 表 現を 引 用 し て， 「 徹 夫」 の こ の セリ フ に つい て の 評価

を 示 し て いる 。 こ こま で を ま とめ る と ，こ の 談 話 過程 に お いて ， ア サミ

は 「 実 力 の世 界 だ から な 。 」 ，「 あ い つも ， も う ちょ っ と うま け り ゃい

い ん だ け ど な あ 。 」 と い う 虚 構 世 界 の 「 徹 夫 」 の 発 話 を ， 「 徹 夫 」 と

「 典 子 」 ，そ し て 自分 自 身 の 意識 を 通 して 聞 き ， 「物 語 」 の出 来 事 を語

り 直 し て いる の で ある 。  

前 項 ま で の 分 析 と 考 察 を 踏 ま え る と ， こ の よ う な ア サ ミ の 読 み の 深

ま り に は ，「 徹 夫 」に 対 す る 共感 の 低 さと 「 徹 夫 」に 共 感 的な （ 「 典子」

に 反 発 を 感じ て い る） 他 の 生 徒と の 応 答関 係 が 影 響し て い る。 ア サ ミは

５ 回 の 発 話の う ち に７ 回 「 な んか 」 と いう こ と ば を使 っ て 自身 の 読 みを

示 し て い る。 ア サ ミは こ れ ま で「 徹 夫 」の 言 動 に 対し て 批 判的 な 読 みを

示 し て き た （ 例 え ば 発 話 1 6 5 ）。 こ こ で は ， そ の ア サ ミ と は 対 照 的 に ，

ゲ ン キ と ショ ウ ， ヨシ コ が ， それ ぞ れ 「徹 夫 」 の 言動 に 対 して 理 解 ある

態 度 を 示 し て い る （ 3 4 5 ， 3 5 7 ， 3 6 9 ）。 ２ の （ ２ ） で 確 認 し た よ う に，

彼 ら の 「 徹夫 」 へ の共 感 は 「 典子 」 へ の反 感 と 表 裏の 関 係 にあ る と 考え

ら れ る 。 こ の T a b l e 1 3 で も ， シ ョ ウ は「 典 子 が ，た だ 単 に揚 げ 足 を取

っ て 屁 理 屈 を 言 っ て る 。」（ 3 5 9 ） と 発 話 し て い る 。「 物 語 」 の 登 場 人 物
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に 対 し て 異な る 読 みを 示 す こ のよ う な 他の 生 徒 の 存在 が ， アサ ミ の この

反 応 を 促 して い る と考 え ら れ る。  

こ こ で の ア サ ミ の 読 み の 深 ま り に つ い て 考 え る 上 で 、 上 記 に も ま し

て 重 要 だ と思 わ れ るの が 「 物 語」 の 物 語言 説 の 語 りと の か かわ り で ある。

虚 構 世 界 の「 徹 夫 」の 発 話 を 「徹 夫 」 の意 識 か ら 聴く ア サ ミの 読 み のあ

り 方 は ， 登 場 人 物 間 の 会 話 を カ ギ 括 弧 の 使 用 で 直 接 的 に 示 し た 直 後 に

「 徹 夫 」 の心 中 を 語る 「 物 語 」の 物 語 言説 の あ り 方の 反 映 と見 る こ とが

で き る 。 ア サ ミ が 3 6 6 の 発 話 で 引 用 し た 物 語 言 説 を 細 か く 見 る と ，

「 『 ひ ど い 言 い 方 を し た ， 』 と 思 っ た 」 と 「 語 り 手 」 の 発 話 の 内 部 に

「 徹 夫 」 のこ と ば の 引 用 が あ る。 語 ら れる 「 徹 夫 」と 語 る 「徹 夫 」 の２

つ の 「 声 」に 基 づ くこ と ば が 接し て い る。 こ こ で 引用 さ れ てい る 物 語言

説 の 明 示 的な 二 声 性が ， こ の 出来 事 に つい て の 生 徒の 読 み の多 声 化 を促

し た と 考 えら れ る 。  

 

第４節  総括考察  

 

本 章 で は ， 出 来 事 の 当 事 者 と し て の 登 場 人 物 が 複 数 登 場 す る 「 物 語 」

に つ い て の読 み の 交流 過 程 に お け る ， 生徒 間 の 相 違と 異 な る「 焦 点 化」

の あ り 方 を示 す 発 話が ど の よ うに 絡 み 合い ， 読 み の深 ま り につ な が って

い る の か を検 討 し た。 そ の 結 果， 次 の ３つ の 知 見 が得 ら れ た。  

第 １ 点 と し て ， 教 師 が 設 定 し た 問 い が 求 め る 焦 点 化 と 異 な る 焦 点 の

設 定 を 行 った 生 徒 の発 話 に お ける 語 用 のあ り 方 か ら， 生 徒 が談 話 過 程に

自 分 の 読 みを 示 し てい く 際 の 焦点 化 の 決定 に 登 場 人物 へ の 共感 が か かわ

っ て い る こと が 示 唆さ れ た 。 ３章 で 得 られ た 知 見 とこ れ を 合わ せ ， 交流

の 談 話 過 程に 生 徒 が自 身 の 読 みを 示 す 際の 焦 点 化 は， ① 「 物語 」 の 語り

に お い て 話題 と な る出 来 事 が どの よ う な焦 点 化 で 示さ れ て るか ， ② 応答

し よ う と して い る 生徒 が ど の よう な 焦 点化 に お い て談 話 過 程に 読 み を示

し て い る かと い う こと ， ③ 話 題と な る 出来 事 の 当 事者 の う ちど の 登 場人

物 に 共 感 ／反 感 を 感じ る か と いう ３ つ の要 素 が 相 互に 作 用 する 中 で 生徒

は 交 流 の 場に 自 身 の読 み を 示 して い く もの と 考 え られ る 。  

第 ２ 点 と し て ， 特 定 の 登 場 人 物 に 対 す る 共 感 の あ り 方 が 異 な る 生 徒

の 読 み の 交流 か ら ，特 定 の 登 場人 物 に 対す る 共 感 的な 読 み と反 感 や 反発

に 根 ざ す 批判 的 な 読み が 談 話 過程 に 対 置さ れ る こ とで 「 物 語」 に つ いて

の 読 み が 深ま っ て いく こ と が 示唆 さ れ た。  

第 ３ 点 と し て ， 交 流 を 通 し て 読 み を 多 声 化 し た 生 徒 発 話 の 内 容 の 検
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討 に お い て， 物 語 言説 の 明 示 的な 二 声 性が ， 出 来 事に つ い ての 生 徒 の読

み の 多 声 化を 促 す こと が 示 唆 され た 。   

こ こ か ら ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 過 程 に つ い て 次

の よ う に まと め ら れる 。 生 徒 が交 流 を 通し て 「 物 語」 に つ いて の 読 みを

深 め る 過 程 に お い て ，「 物 語 」 の 登 場 人 物 に 対 す る 共 感 ， あ る い は 反 感

と い う 生 徒に よ る 感情 的 反 応 の違 い や 談話 過 程 に おい て 果 たさ れ る 生徒

の 役 割 の 違 い が ， 個 々 の 発 話 に お け る 焦 点 化 の あ り 方 に 作 用 し ， そ の

個 々 の 発 話に お け る焦 点 化 の 違い が 出 来事 に つ い て 多 声 的 な読 み を 可能

に し て い る と い う こ と で あ る 。 し か も ， 個 々 の 生 徒 の 発 話 の 焦 点 は ，

「 物 語 」 との 関 係 や教 師 か ら 与え ら れ た問 い に お いて の み 決定 さ れ るの

で は な く ，読 み を 交流 す る 他 の生 徒 の 発話 の 焦 点 化や そ れ まで に 行 って

き た 議 論 で残 さ れ た問 い が 促 す焦 点 化 の影 響 を 受 ける 。 読 みの 交 流 とは，

生 徒 と 「 物語 」 の 間， そ し て 教室 の メ ンバ ー 間 の 相互 交 渉 のダ イ ナ ミク

ス の 中 で 一回 的 に 構成 さ れ て いる と 言 うこ と が で きる 。  

第 1 章 で紹 介 し たよう に K o m e d a  e t  a l . （ 2 0 0 9 ） で は，読 み 手 と

主 人 公 と の 間 の 類 似 性 と 共 感 の あ り 方 に つ い て 議 論 が 行 わ れ ，「 物 語 」

の 主 人 公 と読 者 自 身の 内 向 性 ・外 向 性 とい う 性 格 が類 似 し てい る こ とが

そ の 共 感 に影 響 を 与え る こ と が示 さ れ てい る 。 本 章で 分 析 の対 象 と した

事 例 は ， 読み 手 と 主人 公 以 外 の登 場 人 物と の 間 の 類似 性 と 共感 の あ り方

が ， 読 み 手の 主 人 公に 対 す る 共感 の あ り方 に 影 響 を与 え る こと を 示 唆し

て い る 。 た だ ，「 物 語 」 の す べ て が ， 他 の 登 場 人 物 と 明 確 に 区 別 さ れ る

１ 人 の 主 人 公 を 持 つ わ け で は な い 。「 物 語 」 に よ っ て は 複 数 の 魅 力 的 な

登 場 人 物 が活 躍 す るも の も あ る 。 ま た ， 長 編 に な ると 語 り 手に よ っ て焦

点 化 さ れ る人 物 が 全体 を 分 節 する 章 の 単位 で 変 わ る「 物 語 」 も あ る 。文

章 理 解 に つい て の 認知 心 理 学 的な 研 究 で想 定 さ れ る 「 物 語 」 を よ り 現実

的 な 条 件 を備 え た もの と し て 捉え 直 し 認知 過 程 モ デル を 洗 練し て い く 必

要 が あ る 。本 章 に おい て 考 察 した 特 定 の登 場 人 物 への 反 感 や共 感 が ，別

の 登 場 人 物へ の 共 感や 反 感 に つな が る とい う 読 み 手の 心 理 的な 機 制 は そ

の 際 に 考 慮す べ き 要素 で あ ろ う。  

本 章 で は ，「 焦 点 化 」 と 「 声 」 の 概 念 枠 組 み に 依 拠 し た 分 析 に よ っ て ，

登 場 人 物 の発 話 と いう ， 虚 構 世界 に お いて 聴 覚 で とら え ら れる 情 報 につ

い て の 意 味 づ け の 相 違 に か か わ っ て 展 開 す る 談 話 過 程 の 解 釈 を 行 っ た

（ T a b l e 1 3 ）。「 視 点 」 概 念 に 依 拠 す る 分 析 で は ， 視 覚 に お い て と ら え

ら れ る 情 報が 議 論 の中 心 と な り， 聴 覚 ，触 覚 ， 嗅 覚， 味 覚 など の 感 覚に

お い て と らえ ら れ る情 報 に つ いて は 議 論の 対 象 と なり に く い。 こ の よう
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な 非 視 覚 的情 報 に つい て 議 論 の俎 上 に 載せ る こ と がで き る 点も 「 視 点論」

と 比 較 し たと き の メリ ッ ト と 言え る だ ろう 。 さ ら に重 要 だ と考 え ら れる

の は ，「 物 語 」 の 虚 構 世 界 を 構 成 す る 物 語 言 説 そ の も の の 二 声 性 を 扱 え

る 点 で あ る 。「 物 語 」 の 虚 構 世 界 に お け る あ る 登 場 人 物 の 発 話 が ， 物 語

の 出 来 事 の要 素 と して 重 要 な 位置 を 占 める 場 合 が ある 。 た とえ ば ， この

「 卒 業 ホ ーム ラ ン 」の よ う に 登場 人 物 の言 語 コ ミ ュニ ケ ー ショ ン や それ

に よ っ て 構 成 さ れ る 関 係 性 が 主 題 と な る 「 物 語 」 に お い て で あ る 。

T a b l e 1 3 で 見 た よ う に 物 語 言 説 に 二 声 性 が は っ き り と し た 形 で 表 れ ，

出 来 事 に 入れ 子 構 造を 持 っ た 意味 づ け が行 わ れ る 「物 語 」 を理 解 す る際

に 「 声 」 と「 焦 点 化」 の 概 念 枠組 み が 有益 で あ る と考 え ら れる 。  

本 章 で は ，「 物 語 」 の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 談 話 過 程 が ど の よ う に 構

成 さ れ る かと い う 点に 着 目 し 分析 を 行 った 。 そ の ため ， 生 徒 個 人 が 読み

の 交 流 を 通し て 自 身の 読 み を どの よ う に更 新 し て いる か 課 題に つ い て十

分 に は 検 討を 行 え なか っ た 。 次の ， 第 ５章 と 第 ６ 章で は ， こ の 自 己 内対

話 の 過 程 に注 目 し て考 察 を 行 うも の と する 。  

ま た ， 本 章 の 授 業 事 例 で 扱 わ れ た 「 物 語 」 は ， 終 始 ，「 徹 夫 」 と い う

1 人 の 登 場人 物 に 焦点 化 し な がら 語 る こと を 基 調 とす る も ので あ っ た。

す な わ ち ，テ キ ス トに 「 物 語 」に お け る特 定 の 登 場人 物 と 語り 手 と を同

一 視 し な がら 読 む こと を 促 す よう な 特 徴が 備 わ っ てい た 。 ただ し 、 一般

社 会 や 学 校教 育 に おい て 読 ま れる 「 物 語」 に は こ れと は 異 なる タ イ プの

語 り の 構 造を も っ たも の も 多 い。 そ こ で ， 第 ５ 章 以降 ， 登 場人 物 と 語り

手 の 関 係 につ い て 意識 的 に 考 える こ と が 促 さ れ る よう な 「 物語 」 を 教材

と す る 授 業を 分 析 する 。  
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第Ⅲ部  

「物語」を協働的に読み深める授業における生徒の自己内対話  

 

 は じ め に ， 第 Ⅲ部 を 構 成 す る 第 ５ 章 と 第 ６ 章 に お い て 分 析 の 対 象 と す

る 授 業 実 践の 概 要 につ い て 説 明す る 。  

 

第 ５ 章 か ら 第 ６ 章 に お い て 分 析 の 対 象 と す る 授 業 事 例 の デ ー タ は ，

九 州 地 方 の公 立 高 等学 校 Ｂ 校 （普 通 科 ）で 行 わ れ た国 語 の 授業 の も ので

あ る 。 観 察を 行 っ たＢ 校 の 規 模は ， １ 学年 ５ 学 級 であ る 。 観察 を 行 った

の は 2 0 0 8 年 度 で ある 。 対 象 学級 は 第 1 学 年 の 1 学 級（ 男子 2 3 名 ， 女

子 1 6 名 ，計 3 9 名） で あ る 。  

観 察 に お い て ， 観 察 者 は 授 業 者 と し て 生 徒 と か か わ り 合 い を も ち な

が ら 交 流 的観 察 を 行 っ た 。 分 析の 対 象 とし て 取 り 上げ る 事 例は ， 後 日，

実 践 報 告 を行 う こ とを 念 頭 に 音声 デ ー タ や ワ ー ク シー ト や ノー ト の コピ

ー な ど を 収 集 し た 文 学 的 文 章 を 読 む 授 業 単 元 （ 1 2 時 間 計 画 ） で あ る 。

デ ー タ の 収 集 は ３ つ の 学 級 で 行 っ た 。 本 研 究 で は ， そ の う ち の 1 学 級

（ 男 子 2 3 名， 女子 1 6 名 ， 計 3 9 名 ） に つ い て 事例 を と りあ げ る 。  

実 践 者 と し て 観 察 を 行 っ た の は ， 生 徒 が 他 者 の 読 み を 自 己 の 読 み に

と り こ む 過程 を と らえ ら れ る デー タ を 適切 に 収 集 する た め であ る 。 交流

を 通 し て 「物 語 」 の読 み を 協 働的 に 深 める 授 業 に おけ る 生 徒の 音 声 によ

る や り と りの み を 分析 の 対 象 とし て い ては ， 彼 ら がど の よ うに 他 者 の 読

み を 受 け とめ た か ，ま た や り とり の 過 程を い か に 振り 返 っ たか と い うこ

と を 適 切 にと ら え るこ と は 難 しい 。 そ のた め ， こ れと 合 わ せて 授 業 の中

で 彼 ら が 取り 組 む 書 く 活 動 に 着目 す る こと が 考 え られ る 。 ただ ， 何 の制

約 も な い 中で 自 分 のた め に 書 かれ た メ モは 他 者 か ら見 た 場 合に は ， その

意 味 す る とこ ろ を 状況 と 関 連 付け て 解 釈す る こ と が難 し い 。こ の よ うな

問 題 を 克 服す る た めに ， そ の メモ が 授 業中 の ど の 学習 活 動 にお い て 書か

れ た も の か判 別 で きる よ う ， 授業 の 展 開に 即 し た ワー ク シ ート が 有 用だ

と 考 え ら れた 。 ま た， 読 み の 交流 に お いて 出 合 っ た他 者 の 読み が ど のよ

う な も の であ っ た か， そ れ に 基づ い て 自分 の 読 み をど の よ うに 更 新 した

の か が と らえ ら れ るよ う な 記 録の あ り 方に つ い て 実践 的 な 検討 が 必 要だ

っ た 。 実 践者 と し て 観 察 を 行 った の は ，こ の よ う な課 題 に 対応 す る ため

で あ る 。  

第 ５ 章 か ら 第 ６ 章 に お い て 分 析 ・ 考 察 の 対 象 と す る 授 業 事 例 で は ，

授 業 時 間 にお い て 生徒 が 取 り 組ん だ 学 習活 動 の 過 程を 分 節 化し て 捉 える
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こ と が で きる ワ ー クシ ー ト が 用意 さ れ てい る 。 さ らに ， 個 別の 学 習 時に

お い て 自 身の 意 見 を記 入 す る 際に は 鉛 筆を 使 用 さ せ， 小 グ ルー プ で の話

し 合 い や 教室 全 体 にお け る 議 論に お け る記 入 に 際 して は 青 ボー ル ペ ンを

使 用 さ せ ると い う 手だ て を 講 じて い る 。こ の 工 夫 によ っ て ，ワ ー ク シー

ト の 記 述 が書 き 入 れら れ た 順 序が 視 覚 化さ れ ， 授 業に お い て生 徒 が 交流

を 通 し て 「物 語 」 につ い て 読 みを 深 め る過 程 を 分 節化 し て 分析 す る こと

が 可 能 と なっ て い る。 こ れ に 加え て ， この よ う な 分析 上 の 手だ て が 施 さ

れ た ワ ー クシ ー ト を他 の 生 徒 の記 述 と 対照 し な が ら分 析 す るこ と で 取り

込 ま れ た 読み が も とも と 誰 の もの で あ った の か と いう 著 者 性の 同 定 も可

能 と な る 。  

自 身 の 実 践 に つ い て の 研 究 で は ， 記 述 的 分 析 に お い て 事 例 に つ い て

の 恣 意 的 な解 釈 が 行わ れ る 危 険性 が 考 えら れ る 。 そこ で ， 記述 的 分 析の

信 用 性 を 確保 す る ため に ， 1 次記 録 資 料と し て 授 業に お け る音 声 デ ータ

に 加 え ， 授業 中 に 生徒 が 記 入 した ワ ー クシ ー ト を 可能 な 限 り採 集 し ，記

述 的 分 析 と照 ら し 合わ せ る こ とで 信 用 性を 確 保 す るこ と と した 。  

な お ， 授 業 実 践 を 客 観 的 に と ら え る た め に ， 授 業 実 施 と デ ー タ の 解

析 と の 間 に１ 年 以 上の 期 間 を おい て い る。 し た が って ， 観 察に よ っ て授

業 が ゆ が めら れ た こと は な い こと を 付 言し て お く 。 な お ， 授業 実 践 にお

い て ， ワ ーク シ ー トへ の 記 入 に際 し て 筆記 具 を 変 える こ と は， 生 徒 が自

分 の 意 見 と他 者 の 意見 と を 区 別し 相 対 化し て と ら える た め の手 だ て とし

て 意 味 づ けら れ て いる 。  

授 業 者 は ，教 職 歴 1 0 年 で あ っ た論 者 であ る 。 論 者は ， 2 0 0 0 年 頃 か

ら 論 理 的 な思 考 力 の育 成 に 関 心を 持 ち ，国 語 の 授 業に お い て討 論 に つい

て の 心 理 学的 な モ デル （ T o u l m i n ,  2 0 0 3 ） を 紹 介し た り， 授 業 に 小グ

ル ー プ で の学 習 活 動を 導 入 し たり ， 話 し合 い 活 動 を行 う 前 に自 分 の 考え

を 書 く 場 面を 設 定 する な ど 実 践上 の 工 夫を 行 っ て きた （ 濵 田 ,  2 0 0 7 ）。

ま た ， 対 象学 級 で は， 4 月 の 入学 時 か ら対 話 的 な 話し 合 い が行 わ れ るよ

う な 教 室 の雰 囲 気 作り を 心 が け， 互 い の意 見 に つ いて 積 極 的に 聞 く こと，

す な わ ち 質問 す る こと を 促 し ，意 見 に つい て の 根 拠を 確 認 し合 う と いっ

た 話 し 合 いの ル ー ルの 共 有 が 図ら れ て いた 。 ま た ，本 単 元 にお い て は文

学 作 品 の 「唯 一 の 正し い 読 み 」を 求 め るの で は な く， 読 み の交 流 を 通し

て 個 々 人 がそ れ ぞ れの 読 み を 深め る こ とを 目 標 に 実践 が 行 われ た 。 生徒

は ， 分 析 対 象 と な る 単 元 （ 1 2 時 間 ） の 終 わ り に 次 の よ う な 感 想 を 書 い

て い る （ 濵田 ,  2 0 0 8 ）。  
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  「 グ ル ー プ の 話 し 合 い が あ っ た の で ， 自 分 の 意 見 を 持 ち ， 友 だ ち

が ど の よ う に 読 み 取 っ た の か を 知 る こ と が で き ， な ぜ そ の よ う に

考 え た の か を 根 拠 を 示 す こ と で ， よ り 深 い 読 み が で き た の で は な

い か と 思 いま す 。」  

  「 話 し 合 い の 時 に は ， み ん な が そ れ ぞ れ 違 う 意 見 を 出 し て い ま し

た 。 私 も 自 分 な り に 意 見 を 言 っ て み る と 納 得 し て く れ た り ， そ こ

は 違 う の で は な い か と 言 っ て く れ た り し た の で ， 活 発 な 話 し 合 い

が で き た と思 い ま す。」  

  「 グ ル ー プ の 人 の 意 見 に 納 得 し た り ， 分 か ら な い こ と が あ れ ば 質

問 し た り す る こ と で ， さ ら に 深 く 読 む こ と が で き た と 思 い ま す 。」  

 

単 元 の 初 期 の 段 階 に お い て は ， 机 は 授 業 の 開 始 時 や 個 別 の 課 題 解 決

学 習 時 に は前 方 に 向け ら れ て いた 。 小 グル ー プ で の学 習 活 動の 際 に は，

席 の 近 い 3 人 で 机 を合 わ せ る よう 指 示 した 。 そ の 際， 小 グ ルー プ が 同一

の 性 別 の 生徒 に よ って 構 成 さ れる こ と がな い よ う 配慮 し た 。単 元 の 後期

の 段 階 に おい て は ，机 の 配 置 が授 業 の 開始 時 か ら 小グ ル ー プの 形 態 であ

る こ と も あっ た 。  

分 析 の 対 象 と な る 単 元 で は ， ま ず 生 徒 が 「 気 に な っ た 表 現 ･ 追 究 し て

み た い 疑 問」 と し て 複 数 の 項 目を 書 き 出す こ と が 行わ れ た 。こ の 生 徒の

問 い に つ いて 教 師 が場 面 や テ ーマ を 基 準に 整 理 を 行い 学 習 課題 と し て編

集 し ， こ れに 基 づ いて ワ ー ク シー ト を 作成 し た 。 ゆる や か では あ る もの

の ， ク ラ スメ イ ト の誰 か が 出 した 問 い につ い て 考 え， ま た ，自 分 の 問い

に つ い て クラ ス メ イト が 考 え ると い う 構造 に な っ てい る 。 授業 の 基 本的

な 展 開 は ，ワ ー ク シー ト の 学 習課 題 に つい て 生 徒 がそ れ ぞ れの 考 え を書

き 入 れ ， それ を 小 グル ー プ で 交流 し ， さら に 教 室 全体 で 議 論を 深 め ，ま

と め と し て生 徒 が 授業 過 程 を 振り 返 る とい う 一 連 の流 れ が 繰り 返 された。  

 

第 ５ 章 か ら 第 ７ 章 に お い て 分 析 の 対 象 と す る 授 業 事 例 に お け る 教 材

は ， 芥 川 龍之 介 「 羅生 門 」 で ある 。 授 業に お い て 使用 さ れ てい る 教 科書

（ 明 治 書 院『 新  精選 国 語 総 合』） では， １ 段 組 1 2 ペ ー ジの 分 量 で ある 。

「 羅 生 門 」の 語 り の特 徴 と し て， 地 の 文に お い て 「旧 記 に よる と 」 とし

て 『 方 丈 記 』 を 思 わ せ る 他 の テ キ ス ト が ほ の め か さ れ る こ と ，「 作 者 」

と い う 自 称に お い て語 ら れ る 文の あ る こと ， 物 語 の舞 台 が 平安 朝 で もあ

る に も か か わ ら ず 「 S e n t i m e n t a l i s m e 」 と い う フ ラ ン ス 語 が 用 い ら

れ て い る こと ，「申の 刻 」 と 「何 分 」 とい う 2 つ の 時 制の併 用 が な され
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て い る こ とな ど か ら， 2 つ の 時空 を 同 時に 語 る 重 層性 が 指 摘さ れ て いる

（ 田 中 ,  1 9 9 6 ）。 石 原 （ 2 0 0 4 ） に よ る と ， そ の 「 語 り 手 」 が ， 何 よ り

も ま ず ， 自ら を 顕 在化 さ せ る のに ， 語 り口 よ り も 何よ り も 情報 量 の 多さ

を 誇 示 し ，自 分 は 誰よ り も 知 って い る とい う 形 を 取っ て い ると さ れ る。

「 羅 生 門 」に つ い て生 徒 が 初 発の 感 想 を書 く 段 階 にお い て も， こ の 物語

本 文 の 語 りの 重 層 性に つ い て 意識 を 向 けた 読 み が 行わ れ る こと が 報 告さ

れ て い る （丹 藤 ,  2 0 1 0 ）。  

「 羅 生 門 」 の 物 語 言

説 の 構 造 に つ い て ， ジ

ュ ネ ッ ト の 論 に 基 づ い

て 整 理 し た も の が

F i g u r e 3 であ る。「下

人 」 を 当 事 者 と す る 出

来 事 の 起 き る 世 界 と

「 物 語 」 が 読 ま れ る 物

語 行 為 の 世 界 の 間 に ，

「 作 者 」 と 自 称 す る 登

場 人 物 が 「 下 人 」 と い

う 登 場 人 物 に つ い て 語

る 中 間 的 世 界 が 存 在 す

る 。「 羅 生 門 」 で は 登

場 人 物 「 下 人 」 は 「 作

者 」 に お い て 対 象 化 さ

れ て お り ， そ の 区 別 は

明 確 で あ る 。 そ の た

め ， 語 り の焦 点 が この ２ 者 の 間で 移 動 する 場 合 に はそ の こ とが 意 識 化さ

れ や す い と推 定 さ れる 。 本 研 究に お い て分 析 す る 授業 事 例 にお い て も，

初 読 後 に 生 徒 の 書 い た 「 気 に な っ た 表 現 ･ 追 究 し て み た い 疑 問 」 を 確 認

し た と こ ろ， 複 数 の生 徒 が 語 り， あ る いは 語 り 手 につ い て 探求 し た いと

書 い て い た（ 濵 田 ,  2 0 1 0 ,  p . 6 0 ）。 一 方 ，「 卒業 ホ ー ムラン 」 の 物 語言

説 に は ， この よ う な中 間 的 世 界の 存 在 は書 き 込 ま れ て い な い。 理 論 的に

は ， 出 来 事の 当 事 者た る 「 徹 夫」 と そ の出 来 事 を 語る 「 徹 夫」 と い う区

分 で こ の よう な 中 間的 世 界 を 措定 す る こと が 可 能 であ る 。 ただ し ， 第３

章 ・ 第 ４ 章で 分 析 の対 象 と し た授 業 事 例で は こ の よう な 景 観の 関 連 付け

は 確 認 で きな か っ た。  

F i g u r e  3  「 羅 生 門 」 の 物 語 言 説 と 読 み 手 で

あ る 生 徒  
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本 章 で 分 析 対 象 と す る 授 業 に お い て 議 論 の 話 題 と な っ て い る の は

「 物 語 」 の 開 始 部 で あ る 。「 羅 生 門 」 は 「 あ る 日 の 暮 れ 方 の こ と で あ る 。

一 人 の 下 人 が ， 羅 生 門 の 下 で 雨 や み を 待 っ て い た 。」 と 語 り 出 さ れ る 。

「 物 語 」 の後 半 で 「老 婆 」 が 登場 す る まで ， 出 来 事の 当 事 者と な る 登場

人 物 は 「 下 人 」 の み と い う 状 況 で 語 り は 進 め ら れ る 。「 物 語 」 の 開 始 部

に お い て 読者 は 文 脈の 視 点 に あま り 影 響を 受 け ず ，適 切 な 視覚 的 イ メー

ジ の 視 点 を模 索 し なが ら 読 む こと が 示 され て い る （福 田 ,  1 9 9 5 ）。 その

た め ， 焦 点化 と い う観 点 か ら 見た 生 徒 たち の 前 半 部分 に つ いて の 読 みの

違 い は ， 登場 人 物 「下 人 」 に 焦点 化 す るか 否 か と いう 違 い とな る と 予想

さ れ る 。 この 点 に おい て ， 重 松清 「 卒 業ホ ー ム ラ ン」 の 授 業 と は 異 なっ

て い る 。  

こ こ で 「 下 人 」 の 属 性 を 確 認 す る 。 性 別 は 男 性 で あ る 。 置 か れ た 状

況 と し て は ，「 四 ， 五 日 前 に 」，「 永 年 ， 使 わ れ て い た 主 人 か ら ， 暇 を 出

さ れ た 」 と あ り ，「 何 を お い て も さ し あ た り 明 日 の 暮 ら し を ど う に か し

よ う と 」 し な が ら も ，「『 盗 人 に な る よ り 他 に 仕 方 が な い 。』 と い う こ と

を ， 積 極 的に 肯 定 する だ け の ，勇 気 が 出ず に い た ので あ る 」と 説 明 され

る 。 単 元 の初 期 の 授業 に お い て， こ れ らの 情 報 に 加え 「 右 の頬 に で きた，

大 き な に きび 」 や 「両 足 に 力 を入 れ て ， い き な り ，梯 子 か ら上 へ 飛 び上

が っ た 」 など の 表 現を 根 拠 に 「主 人 公 ：社 会 的 ・ 年齢 的 に 境目 に あ る」

と 板 書 が なさ れ ， 生徒 は ノ ー トに こ れ を書 き 写 し てい る 。  

複 数 登 場 す る 主 要 登 場 人 物 の う ち の 一 人 に 焦 点 化 す る こ と を 基 調 に

語 ら れ る ｢ 卒 業 ホ ー ム ラ ン ｣ と 違 い ， ｢ 羅 生 門 ｣ の 該 当 部 分 の 登 場 人 物 は

た だ 一 人 「下 人 」 のみ で あ る 。そ し て ，そ の 語 り の意 識 の あり 方 は 「下

人 」 へ の 焦 点 化 と ｢ 語 り 手 ｣ の 意 識 そ の も の か ら 語 ら れ る 非 焦 点 化 と が

段 落 ご と に入 れ 替 わる と い う もの で あ る。 こ の た め， 生 徒 の読 み に おけ

る 「 焦 点 化 」 の 相 違 は ，「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」 を 読 む 場 合 の よ う に 異 な る

登 場 人 物 への 焦 点 化と し て は 生じ な い こと が 予 想 され た 。  

な お ，「 羅 生 門 」 の 前 半 部 分 （ 形 式 段 落 ９ ま で ） の 「 物 語 」 は ， 非 焦

点 化 の 語 り に お い て 語 り 起 こ さ れ ， 第 ５ 段 落 の 中 途 に お い て 登 場 人 物

「 下 人 」 に語 り の 基調 に お け る焦 点 が 移動 し て い る。  
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第５章  他者の読みの取り込み  

 

第１節  本章の目的  

 

生 徒 が 他 者 の 物 語 を 自 ら の 発 話 の 中 に 取 り 込 む 際 の 自 己 内 対 話 過 程

に つ い て 事例 に 即 して 具 体 的 に検 討 す るこ と が 本 章の 目 的 であ る 。  

「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 に お い て ， 生 徒 は 他 者 の 読 み に

出 会 い ， 自ら の 読 みを 振 り 返 り， そ れ ぞれ の 読 み を更 新 す る。 読 み の交

流 に お い ては ， 生 徒は 他 の 生 徒の こ と ば を 取 り 込 んで 自 分 の読 み を 語る

こ と が 知 ら れ て い る （ K n o e l l e r ,  1 9 9 8 ） 。 そ の 過 程 で は ， そ れ ぞ れ の

「 読 む と いう 行 為 」が 対 象 化 され る 。 「物 語 」 に 示さ れ た 出来 事 に つい

て 新 た に 意味 づ け た「 読 む と いう 行 為 」は ， そ れ まで に 個 々の 生 徒 が行

っ て い た 「読 む と いう 行 為 」 とは 異 な る。  

第 ３ 章 ・ 第 ４ 章 で は ， 談 話 過 程 に 音 声 と し て 表 れ る 生 徒 の 発 話 を 分

析 の 対 象 とし て ， 「物 語 」 を 協働 的 に 読み 深 め る 授業 に お ける 生 徒 の姿

に つ い て 考察 を 行 って き た 。 本章 で は ，分 析 の 対 象を 音 声 によ る 談 話過

程 に 加 え ，授 業 中 に生 徒 が ワ ーク シ ー トに 書 き 込 んだ 内 容 につ い て も ，

生 徒 が 他 者の 物 語 を取 り 込 む 際の 自 己 内対 話 の 過 程に つ い て 考 察 する。  

 

第２節  方法  

 

１  対象授業  

 

検 討 す る 授 業 事 例 に お け る 課 題 は ， 生 徒 が 初 読 時 に 書 い た 「 気 に な

っ た 表 現 ･ 追 究 し て み た い 疑 問 」 を も と に 教 諭 が 場 面 ご と に 編 集 し た も

の で あ る 。分 析 の 対象 と す る 授業 で 使 用 さ れ た ワ ーク シ ー トの タ イ トル

は 「 描 写 が語 る 物 語世 界 」 と なっ て い る 。 教 師 は ，登 場 人 物の 周 囲 の状

況 に つ い ての 描 写 を登 場 人 物 の心 理 と 関連 づ け る とい う 「 語り 手 」 の意

識 を 通 し て生 徒 が この 出 来 事 を意 味 づ ける こ と を 予想 し ， また 期 待 して

い る 。 ワ ーク シ ー ト の 本 体 は 上下 ２ 段 組の レ イ ア ウト で ， 上段 の 欄 には

生 徒 が 気 が か り や 疑 問 と し て あ げ た 状 景 や 事 物 に つ い て の 描 写 が 「 物

語 」 か ら 部分 的 に 引用 さ れ 印 刷さ れ て い る 。 下 段 の欄 に は ，そ の 引 用箇

所 に 対 応 する 生 徒 それ ぞ れ の 読み を 書 くこ と が で きる よ う に空 欄 と なっ

て い る 。  

ワ ー ク シ ー ト へ の 記 入 に あ た っ て は ， 生 徒 に 自 身 の 意 見 を 他 者 の 意
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見 と 区 別 さ せ 相 対 化 し て と ら え る こ と を 促 す 実 践 上 の ね ら い か ら ， ま

た ， 内 的 な過 程 で ある 生 徒 の 読む 行 為 をと ら え る 手だ て と して ， 個 別の

学 習 活 動 時と グ ル ー プ や 教 室 全体 で の 学習 活 動 時 で筆 記 具 を変 え る よう

指 示 が な され て い る。 個 別 の 活動 時 に おけ る 記 入 では 鉛 筆 が 使 用 さ れ，

グ ル ー プ での 話 し 合い で 提 示 され た 他 者の 読 み や 全体 の 交 流の 場 で 気づ

い た こ と の記 入 に は青 ペ ン が 使用 さ れ た 。 こ の 手 だて に よ って ， 読 みの

交 流 の 過 程を 分 節 化し て と ら える こ と が可 能 に な って い る 。  

な お ， 生 徒 が 単 元 の １ 時 間 目 に 書 い た 「 気 に な っ た 表 現 ･ 追 究 し て み

た い 疑 問 」は ， 教 師が ク ラ ス ごと に 一 覧と し て ま とめ ， ２ 時間 目 の 授業

の 際 に 生 徒へ 配 布 され た 。 ま た， 単 元 を通 し て ， 授業 に お ける 課 題 解決

の 過 程 は ，基 本 的 に「 個 別 → 小グ ル ー プ→ 全 体 → 個別 」 と いう 活 動 形態

の 移 行 を 伴っ て 進 行し た 。 授 業が 読 み の交 流 を 通 して 個 々 人が そ れ ぞれ

の 読 み を 深め る こ とを 目 標 と して い た ため ， 授 業 の終 末 に 唯一 の 正 解と

な る よ う な読 み を 教師 が 提 示 する こ と はな か っ た 。  

 

２  小グループと話題  

 

第 １ 章 第 １ 節 で 議 論 し た よ う に ， 「 物 語 」 の 理 解 に は ， 属 性 や 性 格

な ど の 諸 条件 に お ける 相 互 作 用に よ っ て生 じ る 共 感の あ り 方の 違 い が影

響 を 与 え てい る と 考え ら れ る 。そ こ で ，登 場 人 物 「下 人 」 に対 す る 共感

の あ り 方 に相 違 の ある メ ン バ ーを 含 む 小グ ル ー プ を 分 析 の 対象 と し て 選

定 す る こ とと し た 。協 働 的 な 読み の 深 まり が 生 起 する 異 質 な他 者 と の読

み の 交 流 や ぶ つ か り 合 い と い っ た 対 話 的 な 状 況 （ 佐 藤 ， 1 9 9 6 ;  1 9 9 9 ）

に お け る 読み の 交 流に つ い て 検討 す る ため で あ る 。  

具 体 的 に は ， 生 徒 が 「 物 語 」 の 初 読 後 に 「 気 に な っ た 表 現 ･ 追 究 し て

み た い 疑 問」 と し て記 述 し た 文章 の 内 容 を 確 認 し ，登 場 人 物 「 下 人 」に

対 す る 共 感の あ り 方 が 異 な る 2 人 の 生 徒， カ オ リ （女 子 ） とシ ゲ ル （男

子 ） を 含 む小 グ ル ープ を 選 出 した 。 カ オリ と シ ゲ ルの 記 述 して い た 内容

を T a b l e 1 4 に 示 す。  
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T a b l e  1 4  登場 人物 へ の 共 感が も た らす 違 和 感 の 相 違  

カオリ シゲル

・     「ある強い感情」
・     ただ，所々丹塗りのはげた…きりぎりすが
   一匹止まっている。

・     ニキビを気にするところ
・     夕やみはしだいに空を低くして…薄暗い雲を
   支えている。

・     なぜ｢下人が雨やみを待っていた｣とかいたの
か。

・     風は門の柱と柱の間を…吹き抜ける。

・     下人の心にはある勇気が生まれてきた。
・     丹塗りの柱に止まっていたきりぎりすも…
    もうどこかへ行ってしまった。

・     下人の心はだれも知らない。

・     下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。

・     もちろん,右の手では赤くほおに膿を持った大

    きなにきびを気にしながら聞いているのである。
 

 

疑 問 や 違 和 を 感 じ る テ キ ス ト 中 の 表 現 と し て ， カ オ リ の 挙 げ た 問 い

は す べ て 登場 人 物 「下 人 」 の 心理 に か かわ っ て い る。 一 方 のシ ゲ ル が多

く 挙 げ て いる の は 状景 に か か わる 描 写 の部 分 で あ る。 初 読 後の 時 点 にお

い て ， カ オリ の 登 場人 物 「 下 人」 に 対 する 共 感 の 度合 い は シゲ ル の もの

よ り も 低 く， そ の ため 「 下 人 」の 心 情 につ い て の 疑問 が 多 く示 さ れ たも

の と と ら えら れ る 。カ オ リ が ，こ の 「 物語 」 に つ いて 理 解 を深 め る ため

に ， ま ず 「下 人 」 に焦 点 化 し て出 来 事 に意 味 づ け を行 お う とし て い るこ

と が と ら えら れ る 。カ オ リ と シゲ ル の 読み の 相 違 はは っ き りと し て おり，

授 業 の 展 開に お い て設 定 さ れ る 小 グ ル ープ で の 読 みの 交 流 が対 話 的 なも

の に な る と推 測 さ れた 。  

グ ル ー プ は ， こ の ２ 人 に ア ヤ コ （ 女 子 ） を 加 え た ３ 人 で 構 成 さ れ て

い る 。 シ ゲル は 運 動部 に 所 属 して お り ，授 業 で は 積極 的 に 挙手 を 行 い発

言 す る 生 徒で あ る 。休 み 時 間 には 級 友 たち と 賑 や かに 談 笑 する 姿 が 見ら

れ ， 外 向 的な 性 格 であ る と 判 断さ れ る 。一 方 で ， カオ リ は ，文 化 系 の部

に 所 属 し てお り ， 授業 で 指 名 され れ ば 発言 は す る が， あ ま り積 極 的 に自

己 主 張 す る様 子 は 見ら れ な い 生徒 で あ る。 休 み 時 間に は 同 性の 級 友 と静

か に 談 笑 して い る が， 大 声 を 上げ て 皆 の注 目 を 引 くこ と は ない 。 ア ヤコ

は ， 運 動 部に 所 属 して い る 。 しか し ， 体調 を 崩 し がち で あ り， し ば しば

欠 席 す る 生徒 で あ る。 ワ ー ク シー ト に 自分 の 考 え を書 く 課 題が 出 さ れた

と き に 空 欄の ま ま にし て お く こと が あ るな ど ， 自 分 の 考 え にあ ま り 自信

の な い 様 子が う か がえ る 。 カ オリ と ア ヤコ は ， ど ちら か と いう と 内 向的

な 性 格 で ある と 判 断さ れ る 。  

 考 察 の 対象 と す るの は ， 物 語の 冒 頭 にお け る 状 景の 描 写 にか か わ る解

釈 を 中 心 的な 話 題 とし て 読 み の交 流 が 行わ れ た 談 話過 程 で ある 。 な お，
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実 際 の 授 業に お い ても こ の グ ルー プ は 他 グ ル ー プ と比 較 し て， 生 徒 が互

い に 質 問 を多 く 交 わし な が ら 能動 的 に 相手 の 話 を 聞い て い る様 子 が 観察

さ れ た 。  

 

３  分析の手続き  

  

第 ３ ・ ４ 章 と 同 様 に ， バ フ チ ン の 発 話 構 成 論 （ 1 9 8 8 ;  1 9 8 9 ） に 依 拠

し て 分 析 を行 う 。 分析 の 主 た る対 象 と する の は ， 読み の 交 流過 程 に おい

て 生 徒 が 使用 し た ワー ク シ ー トへ の 書 き入 れ で あ る。  

第 １ 章 第 ３ 節 に お け る 議 論 で 見 た よ う に ， 発 話 の う ち に は 複 数 の

「 声 」 の 響き を 認 める こ と が でき る 。 バフ チ ン の 発話 構 成 論に 依 拠 して

教 室 の 子 ど も の 「 聴 く と い う 行 為 」 に つ い て 検 討 し た 一 柳 （ 2 0 1 2 ） は ，

談 話 過 程 の発 話 の うち に ， そ の宛 先 で ある 他 者 の 「声 」 が 取り 込 ま れる

こ と を 示 して い る 。 談 話 過 程 にお け る 発話 は ， 発 話者 の 宛 先 意 識 に よる

編 集 作 用 を受 け て 形づ く ら れ る。  

ワ ー ク シ ー ト へ の 書 き 入 れ に 注 目 す る の は ， 生 徒 が 読 み の 交 流 過 程

に お い て どの よ う に自 己 と 対 話す る の かを 検 討 す るた め で ある 。 事 例に

お い て 使 用さ れ た ワー ク シ ー トへ の 書 き入 れ は ， 宛先 意 識 に基 づ く 発話

者 の 編 集 作用 の 影 響が 少 な い と考 え ら れる 。 こ の 書き 入 れ は， 生 徒 が自

身 の 考 え を外 化 す るた め に 行 った も の （ １ 次 記 述 ）と 読 み の交 流 に おい

て 触 れ た 他者 の ア イデ ィ ア や それ に 創 発 さ れ た ア イデ ィ ア につ い て メモ

し た も の （ ２ 次 記 述 ）， そ れ ら を 対 象 化 し 授 業 の 終 わ り に 振 り 返 り 関 連

付 け や 意 味づ け を 行っ た も の （３ 次 記 述 ） に 分 け られ る 。 これ ら は ， い

ず れ も 教 師や 他 グ ルー プ の 生 徒な ど 教 室に 実 在 す る他 者 に 何か を 伝 える

こ と を 目 的と し て いる わ け で はな い 。 よっ て ， 第 ３章 や 第 ４章 に お いて

見 て き た よう な 談 話過 程 を 構 成す る 発 話に 比 べ ， 先行 す る 他者 の 発 話を

そ の 生 徒 がい か に 意味 づ け た かが よ り 直接 的 に 現 れる と 考 えら れ る 。他

者 の 発 話 の受 け 止 め， す な わ ち談 話 過 程に お け る 自己 内 対 話を 検 討 する

目 的 に 適 した 資 料 であ る 。  

以 下 ， 生 徒 が そ れ ぞ れ の 読 み の 焦 点 化 に 着 目 し ， 他 者 の 読 み を 自 ら

の 読 み に 取り 込 む 際の 生 徒 の 内的 プ ロ セス に つ い て検 討 す る。  

 

第３節  結果と考察  

 

１  読みを取り込む際の自己内対話  
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次 の 事 例 に お い て 話 題 と な っ て い る 引 用 箇 所 は 「 門 の 屋 根 が 斜 め に

突 き 出 し た甍 の 先 に重 た く 薄 暗い 雲 を 支え て い る 」で あ る 。次 に こ の文

を 含 む 形 式段 落 ６ を示 す 。  

 

雨 は ， 羅 生 門 を 包 ん で ， 遠 く か ら ， ざ あ っ と 云 う 音 を 集 め て く る 。

夕 闇 は 次 第 に 空 を 低 く し て ， 見 上 げ る と ， 門 の 屋 根 が ， 斜 に つ き だ

し た 甍 の 先に ， 重 たく 薄 暗 い 雲を 支 え てい る 。  

 

話 題 と さ れ て い る 部 分 の 焦 点 は ， 前 文 の 「 音 を 集 め て く る 」 と い う

述 語 ， そ して 「 羅 生門 」 の 下 の位 置 か ら「 見 上 げ ると 」 と いう 動 作 にか

か わ る 描 写か ら 「 下人 」 に あ ると 判 断 され る 。 前 項で 話 題 とさ れ て いた

引 用 部 分 と同 じ く ，こ こ で も 登場 人 物 に焦 点 化 し てそ の 感 覚に お い てと

ら え ら れ たこ と と して 出 来 事 が語 ら れ てい る 。  

F i g u r e 4 は ， 読 み の 交 流 に お い て カ

オ リ が シ ゲル の 読 み を 取 り 込 ん だこ と が

と ら え ら れる ワ ー クシ ー ト の 記 述（ 左 ）

と 消 さ れ た文 字 の 痕跡 か ら 復 元 した １ 次

記 述 の 内 容 （ 右 ） で あ る 。 ○  ○ は ， 判

読 不 能 の 箇所 で 「 羅生 門 」 だ と 推測 さ れ

る 。  

カ オ リ の この ２ 次 記述 を み る と， シ ゲ

ル の 読 み の取 り 込 みに お い て 彼 女が 自 身

の 元 々 の 読み を 新 たな 文 脈 に 組 み直 し て

い る こ と がと ら え られ る 。 カ オ リは ， １

次 記 述 の 段階 で は ，引 用 部 分 に 描か れ て

い る 状 景 につ い て 自身 の 意 識 か らと ら え

ら れ る イ メー ジ を 書い て い る 。 これ に 対

し ， シ ゲ ルは １ 次 記述 に お い て 「下 人 の

心 に ， 重 くの し か かる 不 安 感 ？ 」と 描 か

れ て い る 状景 を 「 下人 」 の 不 安 心理 と 重

ね て 読 ん でお り ， はっ き り と し た形 で は

な い も の の「 下 人 」へ の 焦 点 化 が 踏 ま え

ら れ て い る。 こ の 記述 の 左 下 には 「 居 場所 の な い 下人 の 唯 一の 寄
マ マ

所 」と

書 き 添 え ら れ て い る 。「 居 場 所 の な い 」 と い う こ と ば と 「 唯 一 」 と い う

限 定 の あ り 方 か ら ，「 羅 生 門 」 に 対 す る 「 下 人 」 の 意 識 を 通 し た 意 味 づ

 

○ 

○ 
(

下
人
の
人
生) 

↓ 

光
が
見
え
な
い 

安
定
し
な
い
も
の
を
支
え
て
い
る 

（
下
人
） 

 

F i g u r e  4  他 者 の 読 み の 再

文 脈 化  



90 

 

け だ と と らえ ら れ る。  

カ オ リ は ， 読 み の 交 流 に お い て ， シ ゲ ル の こ の 読 み を 自 身 の 読 み に

取 り 込 ん でい る 。 まず カ オ リ は， １ 次 記述 で 書 い てい た 右 の２ 行 を いっ

た ん 消 し て， １ 行 に「 光 （ 下 人の 人 生 ）が 見 え な い」 と ま とめ 右 に 寄せ

て 鉛 筆 で 書き 直 し てい る 。 ２ 次記 述 の レイ ア ウ ト を見 る と ，１ 行 目 と２

行 目 で は ２行 目 が やや 大 き な 文字 で 書 かれ て お り ，中 央 部 の「 ← 」 を生

か し て 「 羅生 門 ⇒ 下人 に と っ ての 唯 一 のい ば し ょ 」 と 書 く ため に ， １行

目 を や や 小さ め に 書い た と と らえ ら れ る 。 つ ま り ，シ ゲ ル の示 し て いた

「 羅 生 門 」に 対 す る「 下 人 」 の意 味 づ けを 自 分 の 読み の 中 に明 確 に 位置

付 け る た めに こ の よう な 書 き 直し を 行 った こ と が 推定 で き る の で ある。  

次 に ， カ オ リ は 鉛 筆 書 き の 「（ 下 人 ）」 を 途 中 ま で 青 ペ ン で な ぞ っ て

「（ 下 人 の 心 ）」 と 上 書 き し て い る 。「（ 下 人 の 心 ）」 は 「 安 定 し な い も の 」

と 一 部 重 な る ほ ど く っ つ け て 書 か れ て い る 。「 安 定 し な い も の 」 の 内 容

と し て 「（ 下 人 の心 ）」 を 書 き 添え た も のと と ら え られ る 。 この 「 安 定し

な い も の 」と い う 読み と 「 重 たく 薄 暗 い雲 」 と い う 「 物 語 」 の こ と ばに

は ， こ の ２つ の 対 応を 示 す 波 線が 施 さ れて い る 。 カオ リ の この ２ 次 記述

か ら は ， シ ゲ ル の 読 み を 取 り 込 む に 当 た っ て ， 彼 女 が ，「 物 語 」 の こ と

ば と そ こ に結 び つ けた 自 己 の 読み と の 関連 性 に つ いて 振 り 返り ， 描 かれ

た 情 景 を 登場 人 物 の心 理 に 結 びつ け て 読む 読 み 方 を確 認 し てい る こ とが

と ら え ら れる 。  

カ オ リ が ， 自 分 の 読 み （ １ 次 記 述 ） に 対 し て 他 者 の 読 み （ ２ 次 記 述 ）

を 書 き 加 えて い く 具体 的 な 過 程は ， 交 流に お い て 他者 の 読 み を 自 身 の読

み に 取 り 込 む 際 の 自 己 内 対 話 が 他 者 の こ と ば を 「 再 文 脈 化

（ r e c o n t e x t u a l i z i n g ）」 ( C a z d e n ,  2 0 0 1 ） す る 過 程 だ と い う こ と

を 示 唆 し て い る 。「 物 語 」 の 状 景 に つ い て の 「 下 人 」 の 「 声 」 を 踏 ま え

た シ ゲ ル の 読 み は ，「 物 語 」 の 世 界 に お け る 「 羅 生 門 」 と い う モ ノ の 存

在 に つ い ての カ オ リの 理 解 が 深ま る 過 程に 位 置 付 けら れ て いる 。  

あ る 生 徒 の 読 み が 他 の 生 徒 の 読 み に 取 り 込 ま れ る こ と は ， そ の 読 み

示 し た 生 徒に と っ ても 対 話 的 な出 来 事 とし て と ら えら れ る 。以 下 ， これ

ま で 見 て きた 事 例 をシ ゲ ル の 側か ら 解 釈し て み よ う。  

（ １ ） で 話 題 と な っ て い た 「 門 の 屋 根 が ， 斜 に つ き だ し た 甍 の 先 に ，

重 た く 薄 暗い 雲 を 支え て い る 」と い う 「物 語 」 の こと ば は ，シ ゲ ル が初

読 後 に 「 気 に な っ た 表 現 ･ 追 究 し て み た い 疑 問 」 と し て 挙 げ た 描 写 で あ

っ た 。 す なわ ち ， シゲ ル は １ 次記 述 の 段階 で は ， 自分 の 問 いに 自 分 で答

え て い る ので あ る 。  
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発 話 と い う も の を 常 に 他 の 発 話 に 対 す る 返 答 と 見 な す バ フ チ ン の 発

話 構 成 論 では ， 発 話の イ ン ト ネー シ ョ ンは ， そ の 発話 に 対 する 発 話 者の

態 度 を あ ら わ す も の と と ら え ら れ る （ バ フ チ ン ,  1 9 8 8 ,  p . 1 6 0 ;  

p p . 1 7 4 - 1 7 5 ）。 先 ほ ど 見 た よ う に シ ゲ ル は １ 次 記 述 の 文 末 に 疑 問 符

「 ？ 」 を 付し て い た。 こ の 疑 問符 は ， シゲ ル が み ずか ら の 発話 の 対 象意

味 内 容 に 対し て と った 主 観 的 ・情 動 的 な評 価 の イ ント ネ ー ショ ン ， すな

わ ち ， 先 行す る こ とば へ の 十 分な 返 答 と こ の こ と ばが な り えて い な いと

彼 が と ら えて い る こと を 示 し てい る 。  

個 々 の 発 話 は 談 話 過 程 に 位 置 付 け ら れ る 。 シ ゲ ル の こ と ば に 付 さ れ

た 疑 問 符 は， こ の こと ば に 対 する よ り 深く 本 質 的 な 了 解 を しめ す 応 答の

こ と ば を さが し だ す誰 か を 宛 先 と し て 求め る 役 割 を 担 っ て いた 。 先 ほど

見 た よ う にカ オ リ が ， こ の こ とば の 宛 先と な る こ とを 引 き 受け ， 自 らの

読 み に 組 み込 ん で 書く こ と で シゲ ル に 応答 し た 。 他者 の 読 み を 自 身 の読

み の 中 に 取り 込 む 際の 自 己 内 対話 は ， 対面 す る 他 の生 徒 と の対 話 の 文脈

と 重 な り な が ら 進 行 す る 。「 物 語 」 を め ぐ っ て カ オ リ と シ ゲ ル の 両 者 は

互 い の 発 話 に つ い て 対 話 的 定 位 （ バ フ チ ン ,  1 9 8 9 ） を 行 っ て い る の で

あ る 。  

佐 藤 （ 2 0 0 3 ） は ， 教 室 の 学 び を 対 象 世 界 （ モ ノ ， 教 材 ） と の 出 会 い

と 対 話 ， 教室 の 教 師や 仲 間 と の出 会 い と対 話 ， そ して 自 分 自身 と の 出会

い と 対 話 とい う ３ つの 対 話 的 実践 が 総 合さ れ て 遂 行さ れ る と述 べ る 。カ

オ リ の こ のワ ー ク シー ト へ の 書き 込 み から は ， 彼 女が 他 の 生徒 と の 対話

を 通 し て ，「 物 語 」 の こ と ば に 出 合 い 直 し ， そ し て 自 分 の 読 み の あ り 方

を 振 り 返 って い る こと が と ら えら れ る 。  

 

２  出来事における登場人物の不在と「声」   

 

T a b l e 1 5 は ， カ オ リ と シ ゲ ル の 間 で 行 わ

れ た 読 み の 取 り 込 み が と ら え ら れ た ワ ー ク

シ ー ト 書 き 入 れ （ １ 次 記 述 ＋ ２ 次 記 述 ） で

あ る 。 「 物 語 」 の 主 要 な 出 来 事 の 舞 台 で あ

る 「 羅 生 門 」 に つ い て 描 写 す る 「 引 き 取 り

手 の な い 死 人 を こ の 門 へ 持 っ て き て 捨 て て

い く と い う 習 慣 さ え で き た 。 」 と い う 「 物

語 」 の こ と ば に つ い て の 読 み の 交 流 が 記 録

さ れ て い る 。 引 用 箇 所 を 含 む 形 式 段 落 ３ は ， F i g u r e 3  再 掲  
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「 な ぜ か と言 う と ，こ の 二 ， 三年 京 都 には ， 地 震 とか 辻 風 とか 火 事 とか，

飢 饉 と か いう 災 い が続 い て 起 こっ た 。 」と 語 り 起 こさ れ る 。こ の 段 落か

ら 形 式 段 落の ５ の 第２ 文 （ 「 しか し ， 下人 は 雨 が やん で も ，格 別 ど うし

よ う と い う当 て は ない 」 ） ま で， 「 下 人」 が 雨 や みを 待 っ てい る 「 物語」

の 虚 構 世 界の 時 間 の流 れ が 止 まり ， 語 り手 ， あ る いは ５ 段 落に 言 及 され

る 「 作 者 」 と い う 登 場 人 物 の 「 声 」 に よ っ て 物 語 言 説 が 示 さ れ て い る

（ 再 掲 F i g u r e 3 を 参 照 ） 。 よ っ て ， こ の 間 に 語 ら れ る 出 来 事 に つ い て

「 下 人 」 の意 識 を 通し て 語 る こと に つ いて は 困 難 がと も な うと 考 え られ

る 。  

 

T a b l e  1 5  読み の取 り 込 み にと も な う焦 点 の 設 定  

【カオリ】 【シゲル】
人気のない，さびしいところ 人の死体で溢れている
だれも近づこうとしないところ 災害などでたくさんの人が死んだ

近づきたくない

「引き取り手のない死人を，この門へ持ってきて，捨てていくという習慣さえでき
た。」

※　明朝体が１次記述。ゴシック体が２次記述。なお，下線と矢印は筆者
が施した。Table16についても同じ。

 

 

１ 次 記 述 （ 読 み の 交 流 を 行 う 事 前 の 段 階 ） に お い て ， カ オ リ は 話 題

と な っ て いる 出 来 事の 場 所 で ある 「 こ の門 」 ， す なわ ち 「 羅生 門 」 がど

の よ う な とこ ろ で ある の か そ の印 象 を 読み と し て 示し て い る。 そ の 焦点

は ， 「 下 人」 に は ない と 思 わ れる も の のは っ き り とは し て いな い 。  

一 方 の シ ゲ ル は ， 「 物 語 」 の 語 り が 示 す 「 羅 生 門 」 で 行 わ れ た 行 為

に よ っ て 何が 生 じ たの か ， ま たそ の 出 来事 が な ぜ 生じ た の かと い う 因果

的 な 連 続 性か ら 筋 立て を 行 っ て， 「 物 語」 で は 言 及さ れ て いな い 出 来事

を 示 し て い る 。 シ ゲ ル の 読 み の 焦 点 も , 「 下 人 」 に は な い と 思 わ れ る も

の の ， は っき り と はし て い な い。  

ワ ー ク シ ー ト の ２ 次 記 述 か ら ， 読 み の 交 流 を 通 し て ， シ ゲ ル が カ オ

リ の 「 だ れも 近 づ こう と し な いと こ ろ 」と い う こ とば を 「 近づ き た くな

い 」 と 編 集し て ワ ーク シ ー ト に書 き 込 んで い る こ とが と ら えら れ る 。 こ

の 編 集 に おい て ， カオ リ の 読 みの 文 の 主語 で あ っ た 「 羅 生 門」 が 補 語の

位 置 に 移 動 し て い る 。 す な わ ち ， シ ゲ ル の 読 み に お い て 「 羅 生 門 」 は

「 近 づ き たく な い 」対 象 と な って い る 。「 羅 生 門 」を こ の よう に と らえ

る 意 識 は ，「 羅 生 門」 に 近 づ くこ と の 出来 る 人 物 のも の で ある 。 た だし，
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話 題 と な って い る 出来 事 の 語 りに お い て 「 物 語 」 の虚 構 世 界 の 「 羅 生門」

の 下 で 雨 やみ を 待 って い る 「 下人 」 の 時間 は 止 ま って お り ，彼 へ の 焦点

化 と は 考 えに く い 。 シ ゲ ル の 読み は ， カオ リ の 読 みの 中 に 存在 す る ，羅

生 門 に 近 づこ う と しな い 「 だ れも 」 の うち の 一 人 に焦 点 化 して い る とと

ら え ら れ る。  

こ の 出 来 事 に つ い て の 二 人 の 読 み の 交 流 か ら ， 「 物 語 」 の 虚 構 世 界

に ， 話 題 とな っ て いる 出 来 事 にか か わ る適 当 な 登 場人 物 が いな い 場 合に，

生 徒 が 名 前の な い 登場 人 物 を 想像 し ， その 人 物 に 焦点 化 す るこ と が 示唆

さ れ る 。  

  

３  読みの取り込みで失われるもの  

 

読 み の 取 り 込 み に 際 し て 行 わ れ る 焦 点 の 再 設 定 に は ， 元 々 の 読 み に

あ っ た 意 味づ け が 部分 的 に 失 われ る と いう 側 面 の ある こ と がと ら え られ

た 。  

次 に 示 す の は ， 読 み の 交 流 で 話 題 と な る 箇 所 の 直 前 部 分 形 式 段 落 ５

の 引 用 で ある 。  

 

作 者 は さ っき ， 「 下人 が 雨 や みを 待 っ てい た 。 」 と書 い た 。し か

し ， 下 人 は雨 が や んで も ， 格 別ど う し よう と い う 当て は な い。 ふ だ

ん な ら ， もち ろ ん ，主 人 の 家 へ帰 る べ きは ず で あ る。 と こ ろが そ の

主 人 か ら は， 四 ， 五日 前 に 暇 を出 さ れ た。 前 に も 書い た よ うに ， 当

時 京 都 の 町は 一 通 りな ら ず 衰 微し て い た。 今 こ の 下人 が ， 永年 ， 使

わ れ て い た主 人 か ら ， 暇 を 出 され た の も ， 実 は こ の衰 微 の 小さ な 余

波 に ほ か なら な い 。だ か ら ， 「下 人 が 雨や み を 待 って い た 。」 と 言

う よ り も ， 「 雨 に 降り 込 め ら れた 下 人 が ， 行 き 所 がな く て ，途 方 に

暮 れ て い た。 」 と 言う ほ う が ，適 当 で ある 。 そ の 上 ， 今 日 の空 模 様

も 少 な か らず ， こ の平 安 朝 の 下人 の S e n t i m e n t a l i s m e に 影 響 し た 。

申 の 刻 下 がり か ら 降り だ し た 雨は ， い まだ に 上 が る気 色 が ない 。 そ

こ で ， 下 人は ， 何 をお い て も 差し 当 た り明 日 の 暮 らし を ど うに か し

よ う と し て， ― い わば ど う に もな ら な いこ と を ， どう に か しよ う と

し て ， 取 り留 め も ない 考 え を たど り な がら ， さ っ きか ら 朱 雀大 路 に

降 る 雨 の 音を ， 聞 くと も な く 聞い て い たの で あ る 。 （ 『 新 精選 国 語

総 合 』 （ 2 0 0 7 ）明治 書 院 P . 1 9 か ら抜粋 ）  
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段 落 の 内 部 に お い て 焦 点 の 移 動 が 認 め ら れ る 。 第 １ 文 は ， 「 下 人 」

と 「 物 語 」に お け る先 行 の 発 話が 対 象 化さ れ て い る。 「 作 者」 と 自 称す

る 中 間 世 界の 登 場 人物 に 焦 点 化し た 語 りで あ る 。 下線 を 施 した 部 分 にな

る と ， 語 りの 意 識 は 登 場 人 物 「下 人 」 と重 な り ， その 行 動 につ い て の判

断 が 「 下 人」 へ の 焦点 化 に お いて 語 ら れて い る 。 生徒 は こ の段 落 を 読む

こ と で ， 描写 さ れ てい る 「 雨 」に か か わり 「 作 者 」と 「 下 人」 の ２ つの

「 声 」 に 接す る こ とに な る 。  

 

T a b l e  1 6  主体 と客 体 の 交 替  

【カオリ】 【シゲル】
ひたすら雨が降り続き，下人にとっ
てひまつぶしをさせてくれるもの。

ただただ，雨が降りしきる音だけ
が聞こえ，何も進展がない。

雨が下人をなぐさめてくれている。 何もすることがない下人が，音を
ききひまをつぶす

「雨は，羅生門を包んで，遠くから，ざっという音を集めてくる。」

 

 

T a b l e 1 6 に 示 し た 引 用 部 分 は ， 上 に 示 し た 「 物 語 」 の 形 式 段 落 ５ に

続 く 一 文 であ る 。 「雨 」 が 「 音を 集 め て く る
． ．

」 と いう 書 き ぶり か ら 「下

人 」 に 焦 点化 さ れ た 語 り と と らえ ら れ る。  

１ 次 記 述 に お い て ， カ オ リ は ２ つ の 文 を 書 い て い る 。 と も に ， そ の

焦 点 は 「 下人 」 に はな く ， 読 み手 ／ 書 き手 の 意 識 から 意 味 づけ が 行 われ

て い る 。 第１ 文 に は， 「 ひ ま つ ぶ し を させ て く れ る も の
． ．

」 とあ り ， その

主 語 は 「 羅生 門 」 だと と ら え られ る 。 「羅 生 門 」 が「 下 人 」に ひ ま つぶ

し を さ せ ると い う 関係 性 の 把 握は ， 「 羅生 門 」 に 意志 を 認 める ， い わば

「 羅 生 門 」を 擬 人 化し て と ら える 「 声 」 の あ り 方 と言 え る 。第 ２ 文 にお

い て は ， 「雨 」 を 擬人 的 に と らえ ， そ れを 主 語 と して 「 下 人を な ぐ さめ

て く れ て い る 」 と 書 い て い る 。 T a b l e 1 5 の 記 述 に つ い て の 考 察 を 踏 ま

え る と ， この 出 来 事に か か わ って カ オ リが 「 下 人 」で は な く， 「 下 人」

を 対 象 化 して と ら える 「 声 」 にお い て 読み を 創 っ てい る と 言え る 。 この

よ う な カ オリ の 読 みの あ り 方 は， 彼 女 の「 下 人 」 に対 す る 共感 の 度 合い

が 低 い こ とと 関 係 して い る と とら え ら れる 。 ま た ， 「 物 語 」 の 語 り にお

い て ， 話 題と な っ てい る 出 来 事が ， 「 雨」 が 「 羅 生門 を 包 んで
． ．．

」 ， 「音

を 集 め て くる
． ． ． ．．

」 と 擬人 的 に 表 現さ れ て おり ， そ の 「声 」 の あり 方 に 影響

さ れ た も のと 考 え られ る 。  
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一 方 ， シ ゲ ル の １ 次 記 述 は ， 「 た だ た だ ， 雨 が 降 り し き る 音 だ け が

聞 こ え ， 何も 進 展 がな い 」 と なっ て い る 。 「 雨 」 の音 を 聞 いて い る のは

「 下 人 」 であ る か ら， 焦 点 は 「下 人 」 にあ る と 判 断で き る 。た だ し 後半

の 「 何 も 進展 が な い」 と い う 部分 は ， 物語 内 容 に つい て 非 焦点 化 の 意識

か ら 発 話 して い る とも 考 え ら れ， そ の 場合 ， 二 声 的な 読 み と言 う こ とが

で き る 。  

２ 次 記 述 か ら ， シ ゲ ル が 自 身 の 読 み に カ オ リ の 読 み を 取 り 込 ん で い

る こ と が 確認 で き る。 こ の 読 みの 取 り 込み に お い て， カ オ リの 「 下 人に

と っ て ひ まつ ぶ し をさ せ て く れる
． ．． ． ． ．． ． ． ． ．．

」 は ，シ ゲ ル に よっ て 「 何も す る こと

が な い 下 人が ， 音 をき き ひ ま をつ ぶ す
． ． ．． ． ．

」と 編 集 さ れて い る 。 元 々 の カオ

リ の 読 み では 「 下 人」 は 補 語 であ る 。 シゲ ル の 読 みで は 「 下人 」 が 主語

と な っ て いる 。 読 み の 取 り 込 みに 際 し て， シ ゲ ル は， カ オ リの 非 焦 点化

に よ る 読 みの 焦 点 を 「 下 人 」 に設 定 し 直し そ の 意 識を 通 し た出 来 事 の意

味 づ け を 行っ て い る 。 シ ゲ ル がカ オ リ の 読 み を 取 り込 む 際 に行 っ た 文の

主 客 交 替 を伴 う こ の編 集 に よ って ， カ オリ の 読 み に備 わ っ てい た 「 羅生

門 」 と い う建 築 物 に意 思 を 仮 定し て こ の 出 来 事 に 意味 づ け る意 識 の あり

方 は 失 わ れて い る 。  

上 記 の こ と か ら ， 自 分 の 読 み と は 異 な る 「 声 」 か ら 創 り 出 さ れ た 他

者 の 読 み を取 り 込 む際 に ， 自 分の 「 声 」で そ の 読 みを 編 集 する 場 合 があ

る こ と が 分か る 。 自分 の 「 声 」で 他 者 の物 語 を 上 書き す る ので あ る 。そ

の 結 果 と して ， 元 々の 読 み に あっ た 「 声」 が 失 わ れ る こ と があ る 。 これ

は ， 話 題 とな る 出 来事 に つ い ての 多 様 な「 声 」 が 読み の 交 流の 過 程 に 表

れ る こ と が， そ の まま 生 徒 個 人の 読 み を 豊 か に 多 声的 な も のと す る こと

を 意 味 し ない こ と を 示 唆 し て いる 。 本 項で 見 て き たカ オ リ とシ ゲ ル の事

例 に お け る読 み の 焦点 化 の 様 態か ら は ，語 る 側 の 「声 」 と 語ら れ る 側の

「 声 」 と では 非 対 称性 が あ る と考 え ら れる 。 多 く の「 物 語 」 で は ， 出来

事 の 当 事 者で あ る 登場 人 物 は ，語 り 手 がど の よ う にそ の 登 場人 物 （ 自分）

を 語 っ て いる か と いう こ と を 意識 に の ぼら せ る こ とは な い 。こ れ は ，物

語 言 説 ・ 物語 行 為 ・物 語 内 容 の三 者 の 関係 に 由 来 する 構 造 的な 機 制 であ

る 。 「 物 語」 の 登 場人 物 の 気 持ち を 考 える こ と ば かり す る こと を 戒 める

こ と は ， この よ う な問 題 に つ いて の 実 践的 な 対 応 策の 意 味 合い が あ ると

考 え ら れ る。  

 

第４節  総括考察  
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 本 章 で は， 生 徒 が他 者 の 発 話を 自 ら の読 み を 示 す発 話 の 中に 取 り 込む

際 の 自 己 内対 話 の 過程 に つ い て検 討 を 行っ た 。 登 場人 物 へ の共 感 の あり

方 が 異 な る生 徒 間 で行 わ れ た 読み の 交 流 の 事 例 の 記述 と 解 釈を 通 じ て ，

次 の ３ 点 が明 ら か とな っ た 。  

第 １ に ， 読 み の 交 流 過 程 を 分 節 化 し て 捉 え る 手 だ て を 施 し た ワ ー ク

シ ー ト の 比較 か ら ， 読 み の 取 り込 み に 際し て 行 わ れる 自 己 内対 話 の 過程

を 他 者 の 読み を 再 文脈 化 す る ため の 新 たな 文 脈 の 創 造 と し てと ら え う る

こ と が 示 唆さ れ た 。  

第 ２ に ， 「 物 語 」 の 物 語 言 説 に お い て 当 事 者 が 不 在 ， あ る い は 明 示

さ れ て い ない 出 来 事を 話 題 と する 生 徒 の読 み の 焦 点化 の 様 態か ら ， 「物

語 」 の 虚 構世 界 に ，話 題 と な って い る 出来 事 に か かわ る 適 当な 登 場 人物

が い な い 場合 に ， 生徒 が 名 前 のな い 登 場人 物 を 想 像し ， そ の人 物 に 焦点

化 す る こ とが 示 唆 され た 。 ま た， そ の よう な 場 合 にお い て 「物 語 」 の物

語 言 説 に おい て 擬 人的 な 表 現 によ っ て 語ら れ て い る建 造 物 のよ う な 非生

物 が あ る 場合 ， そ れを 対 象 と して ， 意 識の 存 在 を 仮定 し そ こに 「 声 」を

見 出 す 生 徒の い る こと が と ら えら れ た 。  

第 ３ に ， 非 焦 点 化 に よ る 読 み の 取 り 込 み に 際 し て 焦 点 が 登 場 人 物 へ

再 設 定 さ れた 事 例 につ い て の 検討 か ら ， 自 分 の 読 みと は 異 なる 「 声 」か

ら 創 り 出 され た 他 者の 読 み を 取り 込 む 際に ， 自 分 の「 声 」 でそ の 読 みの

こ と ば を 編集 す る 場合 の あ る こと が 示 唆さ れ た 。  

こ こ か ら ， 「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 交 流 に お け る 自 己 内 対 話 の 過

程 に つ い て次 の よ うに ま と め られ る 。 他者 の 読 み を生 徒 が 自分 の 読 みの

中 に 取 り 込む こ と は， 単 な る 模倣 で は なく 創 造 的 な行 為 と して と ら えら

れ る 。 こ の行 為 は ，異 な る 読 みを つ な げて 話 題 と なっ て い る出 来 事 につ

い て の 理 解を 深 く す る こ と を 促す 働 き を持 っ て い る。 そ の 一方 で ， 他者

の 読 み の 取り 込 み に は ， そ の 読み を 創 り出 し た 「 声」 を 消 す よ う な もの

も あ り ， この 場 合 ，元 々 の 読 みに あ っ た出 来 事 の 意味 づ け の豊 か さ が減

ぜ ら れ る こと に な る。 語 り 手 ／読 み 手 から 登 場 人 物へ の 焦 点の 移 動 に と

も な う 出 来事 に 対 する 意 味 づ けの 部 分 的喪 失 は ， 「物 語 」 に対 し て 擬人

法 の よ う な修 辞 法 がも た ら す 効果 に つ いて 考 え る こと と 「 物語 」 の 世界

を よ り 鮮 明に 現 実 観を 持 っ て イメ ー ジ 化し て い く こと と を 同時 に 進 行さ

せ る こ と が「 物 語 」 の 物 語 言 説の あ り 方に よ っ て は時 に 難 しい こ と を示

唆 し て い る。 こ の 意 味 で 「 物 語」 内 容 の登 場 人 物 や出 来 事 につ い て 考え

る こ と と 「物 語 」 の語 り に つ いて 考 え るこ と が 排 他的 に 作 用す る 場 合が

あ る こ と を実 践 者 は考 え る 必 要が あ る だろ う 。  
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本 章 で は ， 小 グ ル ー プ で の 学 習 活 動 に お い て 二 人 の 生 徒 の 間 で 行 わ

れ た 読 み の取 り 込 みと そ れ に 際し て 行 われ た 焦 点 化の 再 設 定に つ い て事

例 の 検 討 を行 っ た 。そ の 結 果 上記 の よ うな 成 果 が 得ら れ た 。 次 章 で は，

こ れ を ふ まえ ， 小 グル ー プ で の読 み の 交流 を 踏 ま えて 行 わ れる 教 室 全体

で の 議 論 とそ の 後 に設 定 さ れ た 個 人 の 振り 返 り 場 面で の 自 己内 対 話 過程

に つ い て 検討 す る こと を 通 し て ， 「 物 語」 に つ い ての 生 徒 の個 人 的 な 読

み の 深 ま りの 過 程 につ い て 考 察を 行 う 。  
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第６章  「物語」の読みの授業における議論と振り返り  

 

第１節  本章の目的  

 

本 章 の 目 的 は ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 の 後 に 設 定 さ れ る 教 室 全

体 で の 議 論と 授 業 の終 末 に 設 定さ れ た 振り 返 り の 学習 活 動 時に お け る生

徒 の 自 己 内対 話 過 程に つ い て 検討 す る こと で あ る 。  

第 ５ 章 に お い て ， 生徒 が 他 者 の 物 語 の 取り 込 み に 際 し て 行 う焦 点 の 再

設 定 に は ， あ る 出 来 事 に つ い て の 意 味 の創 出 と 喪 失 と い う ２つ の 側 面 が

あ る こ と が 示 さ れ た 。 あ る 出 来 事 に つ い て 登 場 人 物 に と っ て の 意 味 を 考

え る こ と と ， そ の 出来 事 を ど う 表 現 す るの か と い う 「 語 り 手」 の 意 識 を

考 え る こ と が ， 排 他的 な 機 制 と し て 働 く 場 合 の あ る と い う こと で あ る 。

た だ ， こ の よ う な 困難 を 越 え て ， 登 場 人物 と 「 語 り 手 」 の 二 重 の 景 観 を

関 連 付 け て 出 来 事 に 意 味 づ け を 行 う こ とは ， 第 １ 章 で 議 論 した よ う に 文

学 教 育 に おい て 目 指さ れ る べ きポ イ ン トと 考 え ら れる 。  

文 章 理 解 に つ い て の 先 行 研 究 に お い て ， 登 場 人 物 の 視 点 に か か わ る 情

報 に つ い て は ， 読 解 を 行 っ て い る そ の 時 で は な く 読 解 活 動 を 振 り 返 る と

き に よ く 理 解 で き る と い う 知 見 が あ る （ A l b r e c h t ,  O ' B r i e n ,  

M a s o n ,  &  M y e r s ,  1 9 9 5 ）。 現 行 の学習 指 導 要 領で は 学 習過 程 の 明 確

化 と し て 「 学 習 し た こ と を 振 り 返 っ た り す る 活 動 を 計 画 的 に 取 り 入 れ る

よ う に す るこ と 」（文 部 科 学 省 ,  2 0 0 8 b ,  p . 7 ） が 求 め ら れ て い る 。「 物

語 」 を 協 働 的 に 読 む授 業 の 実 践 に お い て， 小 グ ル ー プ や 教 室全 体 で の 議

論 の 後 に そ の 過 程 を 振 り 返 る 学 習 活 動 が設 定 さ れ る の も 一 般的 な こ と と

な り つ つ あ る 。 本 章で は ， こ の 振 り 返 りの 学 習 活 動 に お い て生 徒 が ど の

よ う な 自 己 内 対 話 を 行 っ て い る の か と い う こ と に つ い て 実 際 の 授 業 事 例

に 基 づ い て考 察 を 試み る 。  

 

第２節  方法  

 

１  対象授業  

 

検 討 す る 事 例 の 授 業 過 程 は ， 生 徒 が ワ ー ク シ ー ト へ の 書 き 入 れ を 手

が か り に 授業 を 振 り返 っ て 自 己内 対 話 を行 う 学 習 活動 と そ こに 至 る まで

の 読 み の 交流 過 程 であ る 。 課 題は 第 ５ 章で 分 析 し た 授 業 過 程の も の に続

く 内 容 と なっ て い る。 T a b l e 1 6 と F i g u r e 4 に 示 し た引 用 部分 に 加 え，
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「 大 き な くさ め 」，「風 は 門 の 柱と 柱 の 間を 夕 や み とと も に 遠慮 無 く 吹き

抜 け る 」 とい う ２ つの 箇 所 に つい て 読 みの 交 流 を 行い ， そ れを 振 り 返る

こ と が 求 めら れ て いる 。 読 み の交 流 を 通し て 個 々 人が そ れ ぞれ の 読 みを

深 め る こ とに 主 眼 が置 か れ ， 教師 は 自 身の 読 み を 示 す こ と に自 制 的 であ

ろ う と し てい た 。  

授 業 の 大 ま か な 流 れ は 次 の と お り で あ る 。 ① 個 別 の 読 み を 書 く 時 間

（ １ ５ 分）， ② 小グル ー プ で の読 み の 交流 （ １ ０ 分）， ③教室 全 体 で の議

論 （ ２ ０ 分）， ④個別 の 振 り 返り （ ５ 分）。  

 

２  小グループと話題  

  

 対 象 と する の は ，第 ５ 章 に 引き 続 き ，カ オ リ と シゲ ル ， ア ヤ コ の 小グ

ル ー プ で ある 。 小 グル ー プ の 話し 合 い の際 は ， カ オリ と シ ゲル の や りと

り を 頷 き なが ら 聞 きな が ら ， 時折 ， 自 分の ワ ー ク シー ト に 書き 入 れ を行

う と い う 参加 の 仕 方を し て お り ， 積 極 的 に は 発 言 を行 っ て いな か っ た。

ワ ー ク シ ート を 確 認す る と ア ヤコ は 「 門の 屋 根 が 斜め に 突 き出 し た 甍の

先 に 重 た く 薄 暗 い 雲 を 支 え て い る 。」 と い う 箇 所 に 対 し て は 「 ず っ と 雨

が 降 り 続 い て い る 様 子 。」 と 書 い て い る 。 し か し ， 他 の 欄 に つ い て は １

次 記 述 の 段階 で は 空欄 だ っ た こと が 推 定で き る 。  

 取 り 上 げる 教 室 全体 の 議 論 にお い て 読み の 対 象 とな っ た 「物 語 」 の部

分 ， 形 式 段落 の ７ と８ を 次 に 引用 す る 。  

 

  ど う に も な ら な い こ と を ， ど う に か す る た め に は ， 手 段 を 選 ん

で い る い と ま は な い 。 選 ん で い れ ば ， 築 土 の 下 か ， 道 端 の 土 の 上

で ， 飢 え 死 に を す る ば か り で あ る 。 そ う し て ， こ の 門 の 上 へ 持 っ

て 来 て ， 犬 の よ う に 捨 て ら れ て し ま う ば か り で あ る 。 選 ば な い と

す れ ば ， ― 下 人 の 考 え は ， 何 度 も 同 じ 道 を 低 回 し た 挙 げ 句 に ， や

っ と こ の 局 所 へ 逢 着 し た 。 し か し こ の 「 す れ ば 」 は ， い つ ま で た

っ て も ， 結 局 「 す れ ば 」 で あ っ た 。 下 人 は ， 手 段 を 選 ば な い と い

う こ と を 肯 定 し な が ら も ， こ の 「 す れ ば 」 の 片 を 付 け る た め に ，

当 然 ， そ の 後 に 来 る べ き 「 盗 人 に な る よ り ほ か に 仕 方 が な い 。」 と

い う こ と を ， 積 極 的 に 肯 定 す る だ け の ， 勇 気 が 出 ず に い た の で あ

る 。  

  下 人 は ， 大 き な く さ め を し て ， そ れ か ら ， 大 儀 そ う に 立 ち 上 が

っ た 。 夕 冷 え の す る 京 都 は ， も う 火 桶 が 欲 し い ほ ど の 寒 さ で あ る 。
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風 は 門 の 柱 と 柱 と の 間 を ， 夕 や み と と も に 遠 慮 な く ， 吹 き 抜 け る 。

丹 塗 り の 柱 に 止 ま っ て い た き り ぎ り す も ， も う ど こ か へ 行 っ て し

ま っ た 。 （『 新 精 選国 語 総 合 』（ 2 0 0 7 ） 明 治 書院 P . 2 0 から 抜 粋）  

 

ゴ シ ッ ク の フ ォ ン ト で 示 し た 「 大 き な く さ め 」 と 「 風 は 門 の 柱 と 柱

と の 間 を ， 夕 や み と と も に 遠 慮 な く ， 吹 き 抜 け る 。」 と い う 部 分 が ， 引

用 さ れ ワ ーク シ ー トの 上 部 に 印字 さ れ てい る 。  

形 式 段 落 ７ の 冒 頭 か ら ， ４ 行 目 「 選 ば な い と す れ ば 」 ま で は ，「 下 人 」

の 考 え が 直 接 的 に 示 さ れ て お り ，「 下 人 」 へ の 焦 点 化 が 認 め ら れ る 。 し

か し ，「 － 下 人 の 考 え は ，」 と 続 く こ と で ，「 下 人 」 は 「 語 り 手 」 の 意 識

に お い て 対象 化 さ れ ， そ の 焦 点は 「 下 人」 か ら 離 れ る 。 形 式段 落 ８ の第

２ 文 以 降 では ，「寒さ 」 や 「 風」 を 感 じ，「 キ リギ リ ス 」を認 め た 主 体と

し て の 「 下人 」 に 焦点 が 再 度 ，移 動 し てい る と 判 断で き る 。引 用 部 分に

お い て は 語 り の 焦 点 が 固 定 さ れ て お ら ず , 生 徒 に 焦 点 の 主 体 的 な 設 定 が

求 め ら れ る部 分 で ある と 考 え られ る 。  

 

第３節  結果と考察  

 

１  小グループでの読みの交流を踏まえた教室全体での議論  

 

T a b l e 1 7 は，「 下 人」 の 行 為 を描 写 す る 「 大 き な くさ め 」 とい う こと

ば に つ い ての 小 グ ルー プ で の 読み の 交 流を 踏 ま え て教 室 全 体で 行 わ れた

議 論 の 談 話過 程 で ある 。 話 題 とな っ て いる 出 来 事 にか か わ り カ オ リ のワ

ー ク シ ー トの 一 次 記述 を 見 る と， 話 題 とな っ て い る「 く し ゃみ 」 に つい

て 「 悪 い 状況 を 変 える た め の 区切 り 」 と 書 い て い るこ と が 確認 で き る 。

「 悪 い 状 況 を 変 え る た め 」 と い う こ と ば が ，「 下 人 」 の 意 識 を 通 し た も

の と し て は据 わ り が悪 く ， 焦 点が あ い まい な 読 み とい え る 。こ れ に 対し

シ ゲ ル は ， は っ き り と 「 下 人 」 へ 焦 点 を お き ，「 盗 人 に な る し か な い と

い う 気 持 ちを 吹 き 飛ば そ う と する 」 と 書い て い る 。同 グ ル ープ の も う一

人 の メ ン バー で あ るア ヤ コ は 未記 入 で あっ た 。  

３ 人 の ワ ー ク シ ー ト の ２ 次 記 述 の 状 況 か ら ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の

交 流 に お いて ， カ オリ の こ の 読み が ， シゲ ル と ア ヤコ の 両 名に 取 り 込ま

れ た こ と が確 認 で きる 。 カ オ リの 「 悪 い状 況 を 変 える た め の区 切 り 」と

い う 読 み を， シ ゲ ルは 「 悪 い 状況 を 変 える た め の 一区 切 り 」と ， ア ヤコ

は 「 悪 い 状 況 を 変 え る た め の 区 切 り 。」 と 「 下 人 」 へ の 焦 点 化 を 変 え る
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こ と な く それ ぞ れ ワー ク シ ー トに 書 き 入れ て い た 。  

小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 の 後 ， 開 始 さ れ た 教 室 全 体 で の 議 論 で は ，

こ の 「 く しゃ み 」 にか か わ り，「 あ たりが 寒 い と いう こ と が分 か る 」（ ア

ユ ミ ），「 寒く な っ てき た 」（タ ツ ヤ），「元 の 主 人 が下 人 の 噂を し た 」（ ユ

ウ キ ），「 下人 の 途 方に 暮 れ る 感が ， こ うく し ゃ み でも う ど うす る こ とも

で き ね ー や み た い な 」（ ジ ュ ン ヤ ） と い っ た 読 み が 提 示 さ れ た 。

T a b l e 1 7 は ， ジ ュ ン ヤ の 発 言 を 受 け た 教 師 が ， 彼 の 読 み に あ っ た 「 大

き な く さ め」 と 下 人の 心 理 の 関わ り に 言及 し な が ら ア ヤ コ を指 名 し た 発

言 （ 1 0 1 ） に続 く 談話 過 程 で ある 。  

 

T a b l e  1 7  異な る局 面 で の 他者 に よ る物 語 の こ とば の リ ヴォ イ シ ン グ  

番号 発話者 発話内容

101 教師

どうですか…。なんかこう気持ちがこもってるんじゃないか
なっていうことですね。それは私も思ったんです。何か気持
ちがこもってるんじゃないかっていうの…。アヤコさんどう
ですか？。

102 アヤコ 悪い状況を変えるために区切りとしてした。

103 教師
あ，悪い状況を変えるために区切りとしてくしゃみをしてみ
た。区切り…何でくしゃみが区切りになる…なる？

104 アヤコ （カオリ，シゲルと顔を見合わす。５秒程度の沈黙）

105 教師 シゲル君何で？

106 シゲル
さっき雲がもやもやした心を表してたってあったのでそれを
吹き飛ばそうと思って。

107 教師 吹き飛ばそうと思って…。それはどこに表れてますか。

108 シゲル （２秒程度の沈黙）

109 教師
くしゃみすると吹き飛ばせる。くしゃみしようとしてしたっ
ていうこと？

110 シゲル （頷く）

111 教師 えーっと，私…どうかね。もう一人いってみようか。アサミさんどうですか。

114 ムネノリ
「おおきなくさめ」の１行前に「勇気が出せずにいたのであ
る」と書いてあるので，そこを奮い立たせるためにしたので
はないかと思います。

115 教師

おー，そう…ね。ありがとう座ってください。どうかね。
エーと今のところ，もう一回見ていこうみんなでね。〈中
略〉座ってました。で途方に暮れてた。で，くしゃみを，
ま，区切りにして立ち上がってるよね。確かにそう読めま
す。アヤコさんのところもそうだよね。そういうふうに読
めると思います。

…
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こ の 談 話 過 程 で は ， カ オ リ の 「 く し ゃ み 」 に つ い て の 「 悪 い 状 況 を 変

え る た め の 区 切 り 」 と い う 読 み が ア ヤ コ に よ っ て 「 リ ヴ ォ イ ス

（ r e v o i c e ）」（  O ’ C o n n e r  &  M i c h a e l s ,  1 9 9 6 ) さ れ て い る 。 カ オリ

は ， こ の 読 み を 使 っ て 発 話 し て い る ア ヤ コ を 自 分 の 「 代 理 人 」（ a g e n t ）

と し て と らえ ， こ の一 連 の や りと り を 自分 自 身 と 関係 づ け なが ら 聴 いて

い た と 考 えら れ る 。  

後 続 の 過 程 で は ， 教 師 は ， 生 徒 に 考 え た 説 明 を 求 め た り ， テ キ ス ト の

根 拠 と な る 箇 所 を 示 す よ う に 求 め る 「 も ど し （ T u r n i n g  B a c k ）」

（ P a l i n c s a r ,  2 0 0 3 ） を 多 用 し て い る （ 1 0 3 ， 1 0 5 ， 1 0 7 ）。「 私 … ど

う か ね 。」（ 1 1 1 ） と い う 言 い よ ど み や ，「 そ う 読 め ま す 。」，「 そ う い う ふ

う に 読 め る と 思 い ま す 。」（ 1 1 5 ） か ら ， 教 師 が 自 身 の 読 み を 唯 一 正 し い

読 み と し て示 す こ とに つ い て 自制 的 で ある こ と が とら え ら れる 。  

「 く し ゃ み 」 を 「 区 切 り 」 と す る カ オ リ の 読 み は ， ア ヤ コ の 発 話 に

よ っ て 教 室 全 体 の 談 話 過 程 に 導 入 さ れ た 。 さ ら に ， シ ゲ ル の発 話 （ 1 0 6 ）

に お い て 「 さ っ き 雲 が も や も や し た 心 を 表 し て た っ て あ っ た の で 」 と

「 重 た く 薄暗 い 雲 」 を 「 情 景 描写 」 と して と ら え た カ ズ キ の 読 み に 関連

付 け ら れ て い る 。 シ ゲ ル の こ の 発 話 は ， カ オ リ の 読 み を ，「 下 人 」 へ 明

確 に 焦 点 を 置 く 読 み の 中 に 位 置 付 け る も の で あ る 。 さ ら に ，「 区 切 り 」

と し て の 「 く し ゃ み 」 は ， ム ネ ノ リ （ 1 1 4 ） に よ っ て 「 物 語 」 の こ と ば

と 関 連 付 け ら れ ，「 下 人 」 が 自 身 を 奮 い 立 た せ る た め に し た と い う 解 釈

を 付 け 加 え ら れ て い る 。 ム ネ ノ リ の 発 言 を 受 け た 教 師 （ 1 1 5 ） は ，「 今

の と こ ろ も う 一 回 見 て い こ う み ん な で ね 。」 と 「 物 語 」 の こ と ば に 「 も

ど し 」 て ，こ の 談 話過 程 に 示 され た 読 み と 「 物 語 」の こ と ばと の 関 連 の

確 認 を 生 徒に 促 し てい る 。 ア ヤコ の こ の 読 み は ， この 談 話 過程 に お いて

「 物 語 」 の登 場 人 物の 心 理 や 「物 語 」 の状 景 に つ いて 行 わ れた こ れ まで

の 議 論 と 関 連 付 け ら れ ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 協 働 的 な 深 ま り を 創

り 出 し て いる 。  

ア ヤ コ の 読 み の 焦 点 を 明 確 に 「 下 人 」 に 移 動 さ せ た シ ゲ ル の 発 話

（ 1 0 6 ） は ， ア ヤ コ と カ オ リ と 彼 の ３ 人 が 形 成 し た 「 タ イ ミ ン グ

（ t i m i n g ）」（ E r i c k s o n , 1 9 9 6 ） に お い て 創 り 出 さ れ て い る 。 こ こ で

教 師 は ， アヤ コ の 発話 へ の 補 足を 同 グ ルー プ の シ ゲル に 求 めて い る とと

ら え ら れ る。 こ の T a b l e の 最 後 で， 教師 は ，「途 方 に 暮れて 」 い た 「下

人 」 の 心 理を 「 く しゃ み 」 と いう 行 為 に関 連 付 け る読 み に つい て 「 そう

い う ふ う に 読 め る と 思 い ま す 。」 と 述 べ て い る 。 そ の 際 ， 教 師 は 「 ア ヤ

コ さ ん の と こ ろ も そ う だ よ ね 。」（ 1 1 5 ） と ， こ の 読 み の 「 著 者
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（ a u t h o r ）」（ 佐 藤 , 1 9 9 4 ） が ， ア ヤ コ た ち の グ ル ー プ で あ る こ と を 確

認 し て い る。  

 こ の 談 話過 程 で は， カ オ リ の「 区 切 り」 と し て の「 く し ゃみ 」 と いう

読 み は ， アヤ コ や シゲ ル ， 教 師の リ ヴ ォイ ス を 経 るこ と で ， そ の 意 味内

容 を 少 し ずつ 変 化 させ て い る 。そ の 一 方で ， 談 話 過程 を 通 して ， こ の読

み は カ オ リた ち の グル ー プ の （カ オ リ の ） 読 み と いう 著 者 性を 保 ち 続け

て い る 。 アヤ コ は この 談 話 過 程に お い て「 く し ゃ み」 を 「 区切 り 」 とす

る 読 み を ，な か ば 他人 の も の であ り な がら ， な か ば自 分 の もの と し て聞

い て い た と考 え ら れる 。 小 グ ルー プ で の読 み の 交 流を 踏 ま えて 行 わ れる

教 室 全 体 での 議 論 が， 唯 一 の 正解 を 求 める の で は なく 生 徒 の読 み の 深ま

り を 目 指 して 行 わ れる こ と で ， 発 言 し てい な い 生 徒で あ っ ても 他 者 の手

に よ っ て 「自 分 」 の読 み が 深 まる こ と を体 験 し う る こ と が 示唆 さ れる。  

 

２  振り返りの学習活動における自己内対話  

 

F i g u r e ４ は ， T a b l e 1 7 に

示 し た 談 話 過 程 の 後 ， こ の 授

業 時 間 の 終 末 に カ オ リ が 授 業

の 内 容 を 振 り 返 っ て 書 き 込 み

（ ３ 次 記 述 ） を 行 っ た ワ ー ク

シ ー ト で あ る 。 そ れ ま で の １

次 記 述 ， ２ 次 記 述 を 対 象 と

し ， 書 か れ た 読 み の 関 係 を 構

造 化 す る 書 き 込 み が ３ 次 記 述

と し て 行 わ れ て い る こ と が 確

認 で き る 。  

T a b l e 1 7 の談 話 過程 で 話 題

と な っ て い た 「 大 き な く さ

め 」 に つ い て の 読 み で あ る

「 区 切 り 」 が ぐ る ぐ る と 丸 で

囲 わ れ て い る 。「 大 き な く さ

め 」 を 「 区 切 り 」 と と ら え る

カ オ リ の こ の 読 み は ， 先 ほ ど

見 た よ う に 教 室 全 体 で の 議 論

に お い て ， 先 行 議 論 や 「 物

 F i g u r e  4  １ ・ ２ 次 記 述 を 操 作 の 対

象 と す る ３次 記 述  
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語 」 の こ と ば と 関 連 付 け ら れ ，「 下 人 」 の 心 理 と の 関 連 を 明 確 化 さ れ て

い る 。 １ 次記 述 の 段階 で カ オ リが 「 区 切り 」 に 託 して い た 意味 内 容 と後

の 議 論 に おけ る 意 味内 容 の 違 いに つ い て考 え る 際 に書 き 込 まれ た も のと

推 定 さ れ る。  

３ 次 記 述 は ， こ の 「 区 切 り 」 を 中 心 に お い て ， こ れ が 何 の 「 区 切 り 」

な の か ？ ，あ る い は， こ の 「 区切 り 」 によ っ て 何 がど う 変 わっ た の か？

と い う 問 いに 基 づ いて 諸 要 素 を関 係 づ け る 構 造 化 が図 ら れ てい る 。  

「 区 切 り 」 の 前 の 部 分 を 見 る と ，「 物 語 」 の 形 式 段 落 ６ に あ る 「 雨 」

と 「 雲 」， そ れ ぞ れ の 状 景 に つ い て の 書 き 入 れ が 大 き な 括 弧 で １ つ に ま

と め ら れ てい る 。 まと ま り の 下に は ， 横書 き で 「 変わ り が ない 」 と 書き

込 ま れ て いる 。 こ のま と ま り の上 部 中 央 を 始 点 と する 矢 印 は左 に 伸 び，

形 式 段 落 ８か ら 引 用さ れ た 「 風」 の 描 写 に つ い て の読 み と して 書 か れた

２ 次 記 述 「新 し い 動き 」 に 終 点を お い てい る 。 カ オリ は ， この 授 業 の振

り 返 り に お い て ， １ 次 記 述 ・ ２ 次 記 述 の 読 み を 操 作 の 対 象 と し ，「 物 語 」

の や や 広 い範 囲 に つい て の 構 造的 な 理 解を 創 り だ して い る 。  

こ の ３ 次 記 述 で は ，「 大 き な く さ め 」 を 「 区 切 り 」 と 見 る こ と で ，

「 物 語 」 か ら 引 用 さ れ て い る 複 数 の 出 来 事 に 対 し て ，「 物 語 」 の 世 界 に

新 た な 展 開が 起 こ るだ ろ う と いう 予 感 と「 安 定 し ない 」 身 の上 の 「 下人」

に 「 光 が 見え な い 」状 況 を 脱 する 「 勇 気」 が 湧 い てく る 心 理変 化 と いう

２ つ の 意 味 づ け が 同 時 に 行 わ れ て い る 。 こ こ で は ，「 区 切 り 」 と い う こ

と ば が ，「 物 語 」 の 出 来 事 に つ い て の 登 場 人 物 の 景 観 と 語 り 手 ／ 読 み 手

の 景 観 と を関 連 付 け る 二 声 的 な読 み が 創ら れ る 上 での 鍵 と なっ て いる。  

他 の 生 徒 の ワ ー ク シ ー ト の 記 述 を 確 認 す る と ， こ の 「 区 切 り 」 と い

う こ と ば を鍵 と す る読 み の 構 造化 は ， カオ リ 独 自 の取 り 組 みで あ る こと

が わ か る 。１ で 言 及し た よ う に， シ ゲ ルと ア ヤ コ のワ ー ク シー ト に は カ

オ リ の 「 悪い 状 況 を変 え る た めの 区 切 り」 と い う こと ば が ，ほ ぼ そ のま

ま の 形 で ２次 記 述 とし て 書 き 加え ら れ てい る 。 そ の彼 ら の ワー ク シ ート

の 「 区 切 り」 に つ いて は そ れ を操 作 の 対象 と す る よう な ３ 次記 述 は 行わ

れ て い な い。  

 カ オ リ が授 業 の 振り 返 り に おい て 「 区切 り 」 と いう こ と ばを 鍵 と して

い る こ と は ， T a b l e 1 7 に 示 し た 談 話 過 程 ， 特 に リ ヴ ォ イ ス さ れ た 自 身

の 読 み を 彼女 が 自 分自 身 に 関 係づ け て 聴い て い た こと を 示 唆し て い る 。

カ オ リ は 授業 の 振 り返 り に お いて ， 教 室全 体 で の 議論 に お いて 別 の 生徒

に よ っ て 有声 化 さ れた 自 身 の 読み と 出 合い な お し たの で あ る。 授 業 の振

り 返 り の 学習 活 動 にお い て ， 出会 い 直 した 自 身 の 読み を 手 がか り に ，そ
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れ ま で バ ラバ ラ に とら え て き た出 来 事 の間 に つ な がり を 見 出し そ こ に一

貫 し た 意 味づ け を 新た に 与 え てい る と 考え ら れ る 。 カ オ リ の３ 次 記 述 の

様 態 か ら は， 教 室 全体 の 議 論 の場 に お いて 発 言 を 行わ な い 生徒 で あ って

も ， 話 し 合 い へ の 積 極 的 な 参 加 （ I n a g a k i ,  H a t a n o ,  &  M o r i t a ,  

1 9 9 8 ） が あ れ ば ，「 物 語 」 の 読 み の 授 業 の 終 末 に 設 定 さ れ る 振 り 返 り

の 学 習 活 動が ， 単 なる 確 認 の 時間 で は なく ， そ れ ぞれ が そ の授 業 の 話し

合 い を 踏 まえ て 読 みを 深 め る 創造 の 時 間と な り う ると 考 え られ る 。  

 

第４節  総括考察  

 

小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 の 後 に 設 定 さ れ た 教 室 全 体 で の 議論 と 授 業

の 終 末 に 設 定 さ れ た 振 り 返 り の 学 習 活 動 に お け る 生 徒 の 自 己 内 対 話 の 過

程 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。 自 分 の 読 み が教 室 全 体 の 議 論 に お い て 他 の 生

徒 に よ っ て リ ヴ ォ イ ス さ れ た 生 徒 の 事 例の 記 述 と 解 釈 を 通 じて ， 次 の ２

点 が 明 ら かと な っ た。  

第 １ に ， 生 徒 の 読 みの 交 流 に 積 極 的 な 価値 を 認 め る 教 室 で の議 論 に お

い て 生 徒 の 読 み が 著者 性 を 保 っ た ま ま 他の 生 徒 の 読 み や 「 物語 」 の こ と

ば に 関 連 付 け ら れ た こ と か ら ，「 物 語 」 の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 授 業 の

談 話 過 程 の 展 開 に おい て 生 徒 は 他 者 の 手に よ る 「 自 分 」 の 読 み の 深 ま り

を 体 験 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ， １時 間 の 授 業 の 内 部 に異 な る 形 態

で の 学 習 活 動 の 局 面 が 用 意 さ れ る こ と が こ の よ う な 体 験 を 促 す も の と 考

え ら れ る 。  

第 ２ に ， 教 室 全 体 の議 論 に お い て 発 言 しな か っ た 生 徒 が 授 業の 終 末 に

設 定 さ れ た 振 り 返 り の 学 習 活 動 に お い て ワ ー ク シ ー ト に 書 き 込 ん だ 記 述

の 内 容 か ら ， 話 し 合 い を 積 極 的 に 聴 い て い た 生 徒 に と っ て ，振 り 返 り の

学 習 活 動 が 新 た な 読 み を 生 成 す る 創 造 の 時 間 と な り う る こ と 示 唆 さ れ た 。  

こ こ か ら ，「 唯 一 の 正 し い 読 み 」 を 求 め る の で は な く ， 読 み の 交 流 を

通 し て 個 々 人 が そ れ ぞ れ の 読 み を 深 め る こ と を 目 標 と し て 行 わ れ る 「 物

語 」 の 授 業 に お い て小 グ ル ー プ で の 読 みの 交 流 を 振 り 返 る 生徒 の 自 己 内

対 話 に つ い て 次 の よう に ま と め ら れ る 。 読 み の 交 流 に お け る 読 み の 取 り

込 み は ， 取 り 込 ん だ 生 徒 に と っ て は 「 な か ば 他 者 の 言 葉 」（ バ フ チ ン ，

1 9 9 6 ； ワ ー チ ， 2 0 0 2 ） を 自 分 の も の と す る 試 み の 場 と と ら え ら れ る 。

一 方 で ， 自 分 の 読 み が 他 の 生 徒 の 読 み に 取 り 込 ま れ た 生 徒 に と っ て は ，

他 の 生 徒 や 教 師 の 手 に よ っ て 「 な か ば 自 分 の 言 葉 」 が 利 用 さ れ 議 論 が 展

開 す る 場 と い う こ と に な る 。 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 か ら 教 室 全 体 で
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の 議 論 と い う 授 業 局 面 の 移 行 は ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 に お い て 構

成 さ れ た な か ば 他 人の ， な か ば 自 分 の こと ば が ， 新 た に 「 物語 」 や 他 者

の こ と ば と 関 連 付 け ら れ る 体 験 を 促 す 。な か ば 他 者 ／ 自 分 のこ と ば と い

う 読 み に 対 す る 著 者 性 の 意 識 は ， 議 論 への 生 徒 の 積 極 的 な 参加 ， す な わ

ち 能 動 的 な 聴 き 方 を 促 す と 考 え ら れ る 。 教 室 全 体 の 談 話 へ の 生 徒 の こ の

よ う な 参 加 の あ り 方 が ， 授 業 の 振 り 返 りに お い て 新 た な 読 み の 創 造 に つ

な が る と 考え ら れ る 。  

小 グ ル ー プ や ペ ア 等 で の 学 習 活 動 を 授 業 形 態 に 組 み 込 む こ と で ， 子 ど

も が 相 互 に 新 た な 見 方 や 考 え 方 ， 知 識 を 共 有 で き ， 多 様 な 生 徒 の 声 が 教

室 の 中 で 生か さ れ ると 考 え ら れて い る （秋 田 ,  2 0 0 9 ）。 本 章で の 事 例 の

検 討 か ら は ， こ の よう な 学 習 活 動 が 授 業の そ の 後 の 局 面 に まで よ い 影 響

を 及 ぼ す こ と が 示 唆 さ れ る 。 小 グ ル ー プや ペ ア 等 で の 学 習 にお い て 発 言

の 機 会 が 保 障 さ れ る こ と で ， そ れ ぞ れ の 生 徒 の 読 み が 他 者 の 読 み と つ な

が り を 持 つ 。 そ の こ と が ， 後 続 の 教 室 全 体 で の 議 論 や 振 り 返 り の 機 会 に

お い て 「 物 語 」 に 示さ れ た 出 来 事 に つ いて の 意 味 づ け を 更 新し て い く 動

機 づ け の 強化 に も つな が る と 考え ら れ る。  

佐 藤 （ 1 9 9 4 ） は ， 教 育 実 践 に つ い て ，「 認 知 的 ・ 文 化 的 実 践 （ 対 象

世 界 の 意 味 を 構 築 す る 実 践 ）」 で あ り ，「 社 会 的 ・ 政 治 的 実 践 （ 共 同 体 の

連 帯 を 構 築 す る 実 践 ）」 で あ り ， 同 時 に 「 倫 理 的 ・ 実 存 的 実 践 （ 自 分 探

し を 通 し て 自 己 を 再 構 築 す る 実 践 ）」 で も あ る と 述 べ て い る （ p . 2 7 ）。

本 章 で 検 討し た 事 例に お け る カオ リ の 3 次 記 述 も ，「 物 語」 と の 対 話と

他 者 と の 対 話 ， 自 己 と の 対 話 と い う 三 者と の 対 話 的 実 践 の 痕跡 と 見 る こ

と が で き る 。 そ し て ， こ の よ う に 見 る こ と は ，「 物 語 」 の 読 み の 授 業 に

お け る 生 徒 の 学 び を 個 別 的 な も の と し てと ら え る 視 座 を 用 意す る 。 本 章

の 事 例 に つ い て 言 え ば ， 他 の 生 徒 の ワ ーク シ ー ト を 確 認 し たと こ ろ ， カ

オ リ の よ う に 「 区 切 り 」 を 鍵 と し て 読 み の 再 構 造 化 を 図 っ た 生 徒 は ほ か

に い な か っ た 。 こ の 時 間 に お け る カ オ リ の 読 み の 深 ま り は ， 彼 女 独 自 の

経 験 に 裏 打ち さ れ た彼 女 だ け のも の で あっ た と 言 うこ と が でき る 。  

こ れ ま で 国 語 科 に おけ る 読 み の 授 業 に つい て の 検 討 で は 「 認知 的 ・ 文

化 的 実 践 」 と し て の 側 面 ば か り が 重 視 さ れ て き た 。 し か し ， 近 年 で は

「 社 会 的 ・ 政 治 的 実 践 」 と し て の 側 面 に 着 目 し た 研 究 が 行 われ る よ う に

な っ て き てい る （ c . f . ,  佐 藤 ， 1 9 9 6 ）。本 章 で 得 られ た 知 見は ， こ れ に

加 え 「 物 語 」 の 読 みの 交 流 に お い て 生 徒が い か に 自 己 の ア イデ ン テ ィ テ

ィ を 表 明 し て い る かと い う 点 に 目 を 向 ける こ と の 重 要 性 を 示唆 し て いる 。  
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第Ⅳ部  「物語」を読む授業の授業観と教室談話  

 

第 Ⅳ 部 で は ， 第 ７ 章 「 読 む こ と の 授 業 に お け る 権 威 と 特 権 化 」 と し

て ，「 物 語 」 を 読 む 授 業 を 単 元 と し て の ま と ま り に 位 置 付 け て 検 討 す る

こ と を 通 し て ，「 物 語 」 の 読 み の 授 業 に お け る 権 威 と 読 む と い う 行 為 の

か か わ り に つ い て 考 察 す る 。「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 に お い

て あ る 特 定の 読 み 方の 特 権 化 がど の よ うな 手 段 に よっ て 実 現さ れ る のか

を 記 述 す るこ と を 試み る 。  

 

第７章  読むことの授業における権威と特権化  

  

第１節  目的  

 

本 章 の 目 的 は ， 教 室 談 話 を 形 づ く る 授 業 観 と 「 物 語 」 の 読 み の 授 業

に お け る 生徒 の 読 むと い う 行 為 の か か わり を 明 ら かに す る こと で あ る 。

教 師 が 事 前に プ ラ ンし た 意 図 と実 際 の 授業 に お け る生 徒 の 姿に は 必 ずズ

レ が 生 じ る。 教 室 での 読 む と いう 行 為 のあ り 方 を 方向 付 け る 授 業 過 程の

政 治 性 ， ある い は 権威 性 に つ いて 「 特 権化 」 の 概 念を 手 が かり に 検 討す

る 。  

「 物 語 」 を 読 む 国 語 の 授 業 で は ， 教 師 が 設 定 す る 学 習 課 題 や ワ ー ク

シ ー ト の 内容 ・ 様 式 な ど に よ って デ ザ イン さ れ る 学習 環 境 の影 響 下 に 生

徒 は お か れる こ と にな る 。 一 般に 「 物 語」 を 読 む 授業 は 複 数時 間 か らな

る 単 元 と いう ま と まり に お い て実 践 さ れる 。 １ 時 間１ 時 間 の授 業 に おけ

る 課 題 は 相互 に 関 連し て お り ，そ の 関 連を 基 礎 と して 「 物 語」 全 体 につ

い て の 読 みを 作 る こと は 単 元 の大 き な 目標 の ひ と つと 考 え られ る 。 近年

で は ，「 単 元 を 貫 く 言 語 活 動 」 の 設 定 と し て １ 時 間 １ 時 間 の 授 業 で の 課

題 を 単 元 全体 の 指 導過 程 に 位 置づ け る こと が 強 調 され る よ うに な っ てい

る （ 文 部 科学 省 ,  2 0 1 1 ;  文 部 科 学 省 ,  2 0 1 2 ）。 この よ う な単元 全 体 に か

か わ る 枠 組み は ， １時 間 １ 時 間の 授 業 にお け る 生 徒の 読 む とい う 行 為に

対 し て あ る種 の 方 向性 を 与 え たり ， あ るい は 制 約 とな る と こと が 考 えら

れ る 。 こ こ ま で の 第 ３ 章 か ら 第 ６ 章 で は ，「 物 語 」 を 読 む 授 業 に お け る

「 読 む と いう 行 為 」の う ち ， １時 間 １ 時間 の 授 業 の内 部 で 展開 さ れ る小

グ ル ー プ での 読 み の交 流 と 教 室全 体 で の議 論 ， 及 びそ の 振 り返 り に おい

て ， 生 徒 が「 物 語 」 の 任 意 の 出来 事 に つい て 意 味 づけ て い く過 程 に つい

て 分 析 と 考察 を 行 って き た 。 一方 で ， 単元 と し て みた と き の学 習 指 導に
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位 置 付 け た生 徒 の 学習 や 教 室 全体 で の 議論 に お け る権 威 的 関係 に つ いて

は 十 分 な 検討 を 行 って こ な か った 。  

本 章 で は ， こ の よ う な 観 点 か ら 第 ５ 章 と 第 ６ 章 で 検 討 し て き た 授 業

事 例 の 位 置付 く 単 元の 授 業 記 録や 談 話 過程 に つ い て検 討 し ， そ の 結 果に

基 づ い て 国語 科 の 「物 語 」 の 授業 に お ける 生 徒 の 読む と い う行 為 に つい

て 考 察 す る。  

 

第２節  方法  

 

B 校 で 観察 し た 授業 に つ い て記 述 的 分析 を 行 う 。対 象 を B 校 の 授業

事 例 と す るの は ， 単元 全 体 に かか わ る 資料 を 幅 広 く収 集 で きた た め であ

る 。 さ ら に教 材 が 芥川 龍 之 介 「羅 生 門 」 で あ る た めで あ る 。同 作 品 は，

高 等 学 校 一年 生 用 のほ と ん ど すべ て の 国語 の 教 科 書に 所 収 され て い る。

し か も ， 教科 書 教 材と し て の 歴史 が 古 く， 現 在 ， 教室 で 「 羅生 門 」 を教

材 と し て 読む こ と の授 業 を 行 って い る 教師 の ほ と んど は 自 身が 高 校 生の

と き に 教 室で こ の 「物 語 」 を 読ん で い ると 考 え ら れる 。 同 作品 を 教 材と

す る 授 業 の実 践 報 告も 多 い 。 この よ う な歴 史 的 な 背景 を も つ作 品 で ある

が ゆ え に ，そ の 授 業の 過 程 に 本研 究 が 関心 を 寄 せ る特 定 の 読み 方 の 特権

化 ， あ る いは 権 威 的な 関 係 が はっ き り と表 れ る と 考え る た めで あ る 。  

小 森 （ 2 0 0 9 ） は ， 第 一 学 習 社 ， 東 京 書 籍 ， 教 育 出 版 ， 大 修 館 と い う

四 社 の 指 導書 の 学 習の 手 引 き につ い て 検討 し そ こ に次 の よ うな 支 配 的方

向 性 が 共 通し て 認 めら れ る こ とを 指 摘 して い る 。  

 

最 初 は 善 人 で 盗 人 に な る こ と な ど は 考 え て い な か っ た 下 人 が ， 羅

生 門 の 上 で 老 婆 に 出 会 い ， 悪 に は 悪 を ， ま た 生 き る た め に は 悪 を 行

っ て も 仕 方 が な い と い う 話 を 聞 く こ と で 盗 人 に な っ て し ま っ た 。 そ

う し て 悪 の 道 に 入 っ て し ま っ た の は ， そ の に き び が 象 徴 す る よ う に

若 気 の 至 りだ っ た のだ と い う 図式 で す 。  

こ の よ う に 善 悪 の 二 項 対 立 と ， 若 い 人 間 の も ろ さ と い う 路 線 で 整

理 さ せ ， 授 業 の 現 場 で は 「 君 た ち は そ う い う 道 に 進 ん で は い け ま せ

ん よ 」 と 言い 聞 か せる 結 果 に なり ま す （ p . 1 2 3 ）。  

 

 指 導 書 の学 習 の 手引 き に 見 られ る こ のよ う な 道 徳的 な 読 みの あ り 方は

「 羅 生 門 」を 読 む 授業 を 構 想 する 際 に ，そ の ま ま を踏 襲 す るに し ろ ，あ

る い は 対 抗， 無 視 する に し ろ 教師 の 脳 裏を よ ぎ る も の だ と 考え ら れる。  
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ま た ， 国 語 教 育 研 究 の 領 域 で は ， 文 学 研 究 の 知 見 を 教 科 内 容 と 関 連

付 け ，「 物 語 」 の プ ロ ッ ト や レ ト リ ッ ク と い っ た 表 現 上 の 技 法 に 着 目 し

た 読 み を 追 究 し て き て い る 。 た と え ば ， 丹 藤 （ 2 0 1 0 ） は ，「 羅 生 門 」

を テ ク ス トの 内 的 構造 ＝ メ タ レベ ル （ こと ば の 仕 組み ・ 仕 掛け ） に 目を

向 け ，「 下 人 」 の 言 動 が い か に 語 ら れ て い る か と い う 語 り 手 の 登 場 人 物

に 対 す る 批評 を 問 題化 し て い る。 こ の よう な 立 場 から の 授 業構 想 は ，道

徳 的 な 読 みの 追 究 に対 す る ア ンチ テ ー ゼと し て と らえ る こ とが で きる。  

上 記 の よ う な 文 学 教 育 を め ぐ る 考 え 方 ， す な わ ち 教 師 が 「 権 威 者 」

と し て 「 既成 の 文 学的 価 値 や 技術 」 を 子ど も に 伝 達す る 授 業観 は ， 指導

書 や 実 践 記録 の 議 論の あ り 方 を 大 き く 規定 し て い ると 考 え られ る （ 塚田

2 0 0 5 ）。  

こ の よ う な 授 業 観 に 対 し ， 第 １ 章 で 言 及 し た 石 井 （ 2 0 0 6 ） は ， 「 物

語 」 を 読 むと い う こと に つ い て「 こ と ばに 出 会 い ，こ と ば に触 れ ， こと

ば に 内 在 する 出 来 事に 出 会 い ，そ の 出 来事 に 身 を 置く ， い や， そ の 出来

事 を 自 分 の 世 界 に 引 き 込 む と い う こ と な の だ 。 」 （ p . 4 0 ） と 述 べ て い

る 。 授 業 を「 教 師 の教 え た い こと 」 か らで は な く 「子 ど も の学 び に 寄り

添 う こ と 」か ら 構 想す る 点 で ，上 記 の よう な 国 語 科教 育 の あり 方 と はま

た 異 な っ てい る 。 授業 の 過 程 に 「 物 語 」 に つ い て の読 み を 交流 す る 学習

活 動 を 導 入し ， そ の過 程 を 充 実さ せ よ うと す る こ のよ う な 授業 観 は ，上

記 の よ う な実 践 の 現実 を 乗 り 越え よ う とす る 試 み とし て と らえ ら れる。  

第 ５ 章 ， 第 ６ 章 で 検 討 し て き た 授 業 実 践 は 上 記 の よ う な 「 物 語 」 の

読 み の 授 業の 授 業 観の そ れ ぞ れか ら 影 響を 受 け て いる 。 筆 者は ， そ れま

で の 1 0 年の 教 職 経験 の 間 に ５回 以 上 この 「 羅 生 門」 を 読 む授 業 を 行っ

て お り ， その た び に指 導 書 の 内容 を 参 考に し て 授 業の プ ラ ンを 立 て て来

て い た 。 また ， 小 グル ー プ で の学 習 活 動や 生 徒 の 問い に 基 づく 学 習 課題

の 設 定 な ど 「 子 ど も の 学 び に 寄 り 添 う こ と 」 を 目 指 し な が ら も ，「 物 語 」

を 読 む た めの 技 能 とし て 物 語 の語 り の 構造 や 語 り 手の 批 評 意識 に つ いて

教 え る こ とを 考 え て単 元 の 展 開を 構 想 して い る 。  

分 析 の 対 象 と す る の は 単 元 の 全 １ ２ 時 間 の 授 業 に お い て 使 用 さ れ た

生 徒 の ノ ート と ワ ーク シ ー ト の 記 述 内 容 ， 配 布 さ れた プ リ ント で あ る。

第 ５ 章 ， 第 ６ 章 の 事 例 と の 関 係 を 考 慮 し て ，「 カ オ リ 」 と 「 シ ゲ ル 」 の

も の を 主 たる 対 象 とし ， 必 要 に応 じ て 同ク ラ ス の 他の 生 徒 のも の も 参照

す る 。  

 

第３節  結果と考察  
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１  特権化と「キーワード」  

 

カ オ リ と シ ゲ ル の ノ ー ト に は ， 単 元 の 開 始 時 に 教 師 が 授 業 の 最 終 的

な ね ら い とし て 板 書し た 「 物 語世 界 （ 虚構 ） が ど のよ う に 構成 さ れ てい

る か を 踏 ま え ， 批 評 的 に 読 む 。」 が 書 き 写 さ れ て い る 。 単 元 の 学 習 は こ

の ね ら い の下 に 組 織さ れ ， 生 徒に は 単 元の お わ り に 1 2 0 0 文字 程 度 の分

量 で 「 批 評」 を 書 くこ と を 求 める こ と が予 告 さ れ てい た 。 この 単 元 を構

成 す る 1 時 間 1 時間 の 授 業 にお け る 生徒 の 活 動 をナ ビ ゲ ート す る 役割

を 果 た し たの は 教 師の 作 成 し たワ ー ク シー ト で あ った 。 そ こで の 課 題と

そ れ で 促 され て い る焦 点 化 の あり 方 に つい て T a b l e 1 8 に示す 。  

 

No. 課題 焦点化
１　「物語文」に要約しよう
２　物語に対する感想 非
３　気になった表現・追究してみたい疑問

2
作品の舞台設定を確認する（時間帯，季節，時勢（時
代），場所①，場所②，主人公）

非

3
描写が語る物語世界
※この項目に書かれた内容が一覧表としてまとめられ，
以降の時間における課題の元となった。
１　「語り」についての分析：語り手は物語世界をどのよう
な視点から語っているだろうか。また，その語りはどのよ
うな効果を生んでいるだろうか。［14～25］を手がかりに
考えてみよう。
※［　］内の数字は３の内容をまとめた一覧表での項目
の番号である。以下同じ。

非
（語りそ
のものを
対象化）

２　「老婆」についての分析：老婆は作品世界の中でどの
ような存在として描かれているだろうか。［33-41］を手が
かりに考えてみよう。

非

３　42「なぜ老婆は若い女が生前悪いことをしていたこと
を知っているのか。」考えてみよう。

「老婆」

5

「羅生門」における「老婆」の存在
※　「語り」（４－１）と「老婆」（４－２）のいずれかを選
択。４－２の内容に基づいて議論し，小グループごとに
400字程度の文章にまとめる。

非

6 場面ごとの「下人」の心情の推移を確認しよう。 「下人」/非

１　「物語文」に要約しよう
２　批評（「私はこう読みました。」）のためのメモを書こ
う。

非

8
批評
※　７－１の「物語文」を書き出しとすることが条件

1

4

7

Table18 ワークシートの課題と焦点化

 

 



111 

 

単 元 全 体 とし て み たと き に ， 主要 な 登 場人 物 で あ る「 下 人 」と 「 老

婆 」， そし て 「 語り手 」 に そ れぞ れ 焦 点化 す る 課 題を 追 究 する 授 業 時 間

が 設 定 さ れて い る 。た だ し ， 純粋 に 登 場人 物 に 焦 点化 す る こと を 求 める

の は 「 な ぜ老 婆 は 若い 女 が 生 前悪 い こ とを し て い たこ と を 知っ て い るの

か 。」 考え て み ようと い う N o . 4 - 3 の 課 題 の み で ある 。 た だ， ワ ー ク シ

ー ト の レ イア ウ ト から は ， こ れが 直 前の N o . 4 - 2 で 「 老 婆」 に つ い て

の 分 析 「 老婆 は 作 品世 界 の 中 でど の よ うな 存 在 と して 描 か れて い る だろ

う か 」 と いう 課 題 の補 足 的 な 扱い で あ るこ と が 示 唆さ れ る 。 こ の よ うに

単 元 の 授 業に 設 定 され た 枠 組 みを 見 る と， 教 師 が ， 丹 藤 （ 2 0 1 0 ） の 言

う よ う な ，テ ク ス トの 内 的 構 造＝ メ タ レベ ル （ こ とば の 仕 組み ・ 仕 掛

け ） に 目 を向 け ，「下 人 」 の 言動 が い かに 語 ら れ てい る か とい う 語 り 手

の 登 場 人 物に 対 す る批 評 を 問 題化 し よ うと し て い るこ と が とら え ら れ

る 。  

収 集 し た ワ ー ク シ ー ト の 記 述 と 談 話 記 録 を 精 査 し た と き ， 複 数 の 生

徒 の 読 み の 中 に 繰 り 返 し 出 て く る 単 語 が あ っ た 。 そ れ は ，「 境 」，「 境 目 」

で あ る 。 この ワ ー ドは 単 元 の 初期 の 段 階に お い て 談話 過 程 に示 さ れ てい

る 。 ワ ー クシ ー ト N o . 2 に 基 づ く 「 物語」 の 舞 台 設定 を 整 理す る こ と を

目 的 に 行 われ た 教 室全 体 で の 議論 に お いて ， コ ウ キの 発 話 によ っ て 初め

て 提 示 さ れ， そ れ を教 師 が リ ヴォ イ ス する こ と で キー ワ ー ドと し て の位

置 づ け を 図 っ た も の で あ る 。 教 師 は ，「 物 語 」 の 舞 台 設 定 に つ い て 黒 板

に 生 徒 の 発言 を 整 理し て ま と め， 生 徒 はそ れ を ノ ート に 書 き写 し た 。 カ

オ リ の ノ ー ト に は ，「 ◎ 作 品 の 舞 台 設 定 ◎ 」 と い う 見 出 し で 次 の よ う に

書 き 残 さ れて い る 。  

 

［ 時 間 帯 ］… 夕 方 から 夜  

［ 季 節 ］ …晩 秋  

［ 時 勢 ］ …平 安 末 期  

［ 場 所 ① 羅生 門 ］ …人 の 住 む 所（ 町 ） とそ う で な いと こ ろ の 境  

［ 場 所 ② 楼上 ］ … 生者 と 死 者 の 境  

［ 主 人 公 ］… 社 会 的・ 年 齢 的 に 境 目 になっ て い る 。  

                 （ ※ ボ ー ル ド は 筆 者 が 施 し た 。）  

 

「 物 語 」 を ，「 境 界 領 域 」，「 内 」 と 「 外 」 の 登 場 人 物 の 移 動 の パ タ ー

ン に よ っ て分 類 す るこ と は 文 学研 究 の 領域 で は よ く知 ら れ た方 法 論 であ

る （ 石 原 ,  2 0 0 9 ）。ま た ， こ の芥 川 龍 之介 の 「 羅 生門 」 と いう テ キ スト
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が 「 境 界 とし て の テキ ス ト 」 とし て 仕 立て 上 げ ら れて い る こと も 指 摘さ

れ て い る （ 石 原 ， 2 0 0 4 ）。 一 人 の 生 徒 か ら 出 さ れ た こ と ば が ， 教 師 の

板 書 に よ って 権 威 付 け ら れ ， その 授 業 にお け る 公 的な 読 み 方に か か わる

キ ー ワ ー ドと な っ たも の と と らえ ら れ る （ c . f . ,  茂 呂 ,  1 9 9 9 ,  p . 1 3 4 ）。  

後 続 の 授 業に お け る ワ ー ク シ ー ト N o . 4 の 生 徒 の 記述 を 見 ると ， この

キ ー ワ ー ドが 登 場 人物 「 老 婆 」 に か か わる 読 み の 中で 使 用 され て い るこ

と が と ら え ら れ る 。 課 題 は ，「 老 婆 は 作 品 世 界 の 中 で ど の よ う な 存 在 と

し て 描 か れて い る だろ う か 」 とい う 問 いか け に よ って 示 さ れて い る 。カ

オ リ は ， これ に 対 し「 猿 ・ 鶏 ・肉 食 鳥 ・か ら す ・ 蟇な ど の 動物 に 例 える

こ と で 人 間ら し さ を失 っ た 存 在。 ／ → ／初 め は お だや か だ った 下 人 を野

性 的 な 人 物 に し た 。（ 下 人 の 心 の 境 目 ）」 ( 「 ／ 」 は 改 行 ) と 自 身 の 意 味 づ

け の こ と ば を ワ ー ク シ ー ト に 書 き 込 ん で い る 。 注 目 さ れ る の は ，「 老 婆 」

に つ い て の「 初 め はお だ や か だっ た 下 人を 野 性 的 な人 物 に した 」 と いう

評 価 の 後 に書 き 加 えら れ た 「（ 下 人 の心の 境 目 ）」 と い うこと ば で あ る。

カ オ リ は ，「 羅 生 門 」 の 主 た る 登 場 人 物 で あ る 「 下 人 」 に と っ て 「 老 婆 」

を 「 境 目 」と し て 意味 づ け る 読み 方 を ここ で は と って い る 。 た だ ， この

課 題 の 回 答に 対 し てす べ て の 生徒 が キ ーワ ー ド を 使用 し た わけ で は ない。

シ ゲ ル は ，「 動 物 の 姿 を 比 喩 に 多 く 用 い る こ と で ， 老 婆 が 人 で あ り な が

ら ， 人 ら し さ ( 姿 ・ 心 ) や 人 徳 を 失 っ た 存 在 で あ る こ と を 示 し て い る 」 と

記 述 し て いる 。  

続 い て ， ワー ク シ ート N o . 5 の 記 述 を 見る と ， 小 グル ー プ での 交 流に

お い て カ オリ の 「 老婆 」 を 「 境目 」 と して 意 味 づ ける 読 み 方が 特 権 化さ

れ た こ と が確 認 で きる 。 N o . 5 の 課 題 は， N o . 4 の 記 述 に 基づ い て 交流

を 行 い ，「『羅 生 門 』に お け る 『老 婆 』 の存 在 」 と いう 題 で 小グ ル ー プご

と に 4 0 0 字 程 度 の 文 章 に ま と め る こ と で あ る 。 カ オ リ と シ ゲ ル た ち の

グ ル ー プ がま と め た文 章 は 次 のと お り であ る 。  

 

① こ の 作 品 中 で 老 婆 は ， 猿 の よ う な 老 婆 ， 鶏 の 脚 の よ う な 骨 と 皮

ば か り の 腕 ， 肉 食 鳥 の よ う な 鋭 い 目 ， な ど と い う 表 現 か ら も 分 か る

よ う に ， 多 く の 動 物 の 姿 で 野 性 的 に 比 喩 さ れ て い る 。 こ の こ と か ら ，

作 者 は こ の 老 婆 を 人 で あ り な が ら も ， 人 ら し い 姿 や 人 徳 を 失 っ た 存

在 と し て 描い た こ とが 分 か る 。  

② ま た ， 下 人 は 羅 生 門 の 楼 の 上 へ 出 る 際 に 猫 の よ う に み を 縮 め て ，

や も り の よ う に 足 音 を 盗 ん で と い う ふ う に 表 現 さ れ て い る 。 し か し ，

物 語 の 最 後 で は ， 老 婆 に 対 し か み つ く か の よ う に 質 問 し ， 引 剥 を し
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て い る 。 先 ほ ど ま で の 穏 や か な 比 喩 が 老 婆 の 出 現 を 通 し 野 性 的 に な

っ て い る ので あ る 。  

③ こ の 二 点 か ら ， 老 婆 の 存 在 が 後 の 下 人 の 行 動 や 姿 を 示 唆 し ， ま

た ， 下 人 が 飢 え 死 に で は な く 盗 人 に な る こ と を 選 ぶ き っ か け と な っ

た こ と が うか が え る。  

④ 以 上 の こ と か ら ， 老 婆 の 存 在 は 下 人 の 心 の ， 内 と 外 の 間 に あ る

一 種 の 境 界 ， 強 い て 言 え ば ， 門 の 内 と 外 と を 分 け る ， こ の 作 品 の タ

イ ト ル で も あ る 「 羅 生 門 」 の よ う な も の と し て 作 者 が 描 い た ， と も

い え る の では な い だろ う か ？  

 

記 述 の 内 容 を 見 る と ， 小 グ ル ー プ で 読 み の 交 流 に お い て ，「 老 婆 」 を

「 下 人 の 心の 境 目 」 と し て 「 老婆 」 を 意味 づ け る カオ リ の 読み 型 の メン

バ ー に 受 け 入 れ ら れ ，「 境 界 」 と や や 形 を 変 え ， 先 行 の 授 業 で 共 有 さ れ

た 「 境 」 とし て 「 門の 内 と 外 とを 分 け る」，「 羅 生 門」 と 関 連付 け ら れて

い る 。 さ らに 興 味 深い の は ， その 「 羅 生門 」 が 出 来事 の 舞 台装 置 と 言う

だ け で は なく 「 こ の作 品 の タ イト ル で もあ る 」 と 言及 さ れ てい る こ とで

あ る 。「境 」，「 境目」 が ，「作 品 の 舞台設 定 」 の キー ワ ー ドと し て だ けで

な く ，「 物 語 」 全 体 を 捉 え る 際 の キ ー ワ ー ド と し て 使 わ れ て い る こ と で

あ る 。 な お， こ の 文章 の 筆 記 は， ミ ズ キが 代 表 し て行 っ て いる 。 ① の内

容 は シ ゲ ルの 読 み に， ② と ③ の内 容 は カオ リ の 読 みに 由 来 する こ と がと

ら え ら れ る。  

こ の ④の 読 み は ， 他 の 小 グ ル ー プ に よ っ て 興 味 深 い 読 み と し て 評 価 さ

れ る と い う フ ィ ー ド バ ッ ク を 受 け て い る 。 小 グ ル ー プ ご と に 書 か れ た

N o . 5 の 文 章 は ４ 部 複 写 さ れ ，後 続 の 授業 に お い て 他 の 4 つの 小 グ ル ー

プ に 配 布 され た 。 配布 さ れ た 小グ ル ー プ は ， 興 味 深い 部 分 に傍 線 を 施し

た 上 で 「 疑問 点 」 を指 摘 し た 。複 数 の グル ー プ が 傍線 を 施 した 部 分 につ

い て は ， 前ペ ー ジ の引 用 に お いて 傍 線 を 施 し て お いた 。 老 婆を 「 境 」や

「 境 目 」，「境 界 」 とし て 意 味 づけ る ④ につ い て は ，す べ て のグ ル ー プが

「 興 味 深 い」 と い う反 応 を 残 して い る 。  

「 老 婆 」 を 「 境 」，「 境 目 」 と し て 捉 え る 読 み を ， シ ゲ ル は 個 別 に 取

り 組 ん だ N o . 7 の ワー ク シ ー トに ， 批 評の 冒 頭 に 示す 物 語 文の 案 の ひと

つ と し て 「『 羅 生 門 』 は ， 老 婆 の 存 在 を 介 し ， 下 人 が 『 人 』 か ら 『 人 な

ら ざ る 者 』 へ と 変 わ っ て い く 物 語 」 と 書 い て い る 。「 境 」，「 境 目 」 と い

う キ ー ワ ー ド こ と な い も の の ，「 老 婆 」 を 「 下 人 の 心 」 の 「 境 目 」 と す

る カ オ リ の 「 声 」 が と ら え ら れ る 。 シ ゲ ル は ， 同 じ ワ ー ク シ ー ト N o . 7
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右 の 構 想 メ モ （「 批 評 （「 私 は こ う 読 み ま し た 。」） の た め の メ モ を 書 こ

う 。」） の 項 目 冒 頭 に 「『 羅 生 門 』 は ， 様 々 な も の ご と の 境 界 に 注 目 し て

書 か れ た 物語 で あ る。」 と 書い て い る。  

シ ゲ ル は ， 生 徒 が こ の 単 元 の ま と め と し て 書 い た 批 評 に こ の 「 境 界 」

と い う キ ー ワ ー ド を 使 っ て い る （ N o . 8 ）。 シ ゲ ル は ， そ の 最 後 の 段 落

に ，「 作 者 は 語 り と し て 登 場 す る こ と で ， 読 者 の 理 解 を 決 め る 役 割 を 果

た し ， 下 人 が 様 々 な 面 で 境 界 に 位 置 す る と こ ろ を 描 い て ， 人 の 心 が 移

り 変 わ る もの だ と 暗示 し て い る。」 という １ 文 を 書い て い る。  

 上 記 の 事 例 の 展 開 か ら ， 単 元 の ご く 初 期 に 権 威 付 け ら れ た 「 境 界 」，

「 境 」 と 言 っ た 短 い キ ー ワ ー ド に よ っ て ，「 物 語 」 の 全 体 に か か わ る 特

定 の 読 み 方が 生 徒 たち に 特 権 化さ れ う るこ と が 示 唆さ れ る 。 単 元 の 途中

の 授 業 で ，こ の 読 み方 に 基 づ か な い 読 みを し て い たシ ゲ ル が， 後 続 の交

流 過 程 で ，こ の よ うな キ ー ワ ード を 用 いた 他 者 の 読み に 触 れる こ と で，

最 終 的 に はこ の よ うな 読 み 方 に特 権 的 な立 場 を 認 める よ う にな っ て いる。

こ の よ う な読 み 方 の特 権 化 が ，教 師 の 一方 的 な 権 威性 と い うよ り ， 生徒

た ち の 協 働に よ っ て実 現 さ れ てい る よ うに 見 え る 。 第 ５ 章 ，第 ６ 章 で 見

て き た よ うに ， こ のよ う な 読 み方 は 「 物語 」 中 の 特定 の 出 来事 に つ いて

の 読 み を 交 流 す る 小 グ ル ー プ で の 話 し 合 い の 場 で は 確 認 で き な い 。「 物

語 」 の ど の出 来 事 を話 題 と す るか ， あ るい は ど の 程度 の 範 囲， ま と まり

を 対 象 に 読み の 交 流を 行 う か によ っ て 変わ っ て く るも の と 考え ら れ る 。

小 グ ル ー プで の 学 習活 動 や 生 徒の 問 い に基 づ く 学 習課 題 の 設定 な ど 「子

ど も の 学 び に 寄 り 添 う こ と 」 を 目 指 し な が ら も ，「 物 語 」 を 読 む た め の

技 能 と し て物 語 の 語り の 構 造 や語 り 手 の批 評 意 識 につ い て 教え る こ とを

考 え て 単 元の 展 開 を構 想 す る とい う 教 師の ２ つ の 授業 観 の せめ ぎ 合 いが

こ の よ う な授 業 の 実態 に つ な がっ て い る。  

 

２  権威的関係と特権化                                                                 

 

本 節 で は ，授 業 中 の 1 つ の 局 面に お い て権 威 的 関 係の 揺 ら ぎと 特 定の

読 み 方 の 特 権 化 が と ら え ら れ た 事 例 に つ い て 検 討 を 行 う 。 次 に 示 す

T a b l e 1 9 は， ワ ーク シ ー ト N o . 3 中 の 引 用 ６ 「門 の 屋 根が 斜 め に 突き

出 し た 甍 の 先 に 重 た く 薄 暗 い 雲 を 支 え て い る 。」 に つ い て の 小 グ ル ー プ

で の 読 み の交 流 の 後で 行 わ れ た教 室 全 体の 議 論 の 一部 で あ る。 第 5 章第

3 節 の 1 で 見 た よ うに ， こ の 前後 の 出 来事 に つ い ての 読 み の交 流 で は状

景 を 登 場 人物 の 心 理と 関 連 付 ける 「 情 景描 写 」 の 読み を 教 師は 期 待 して
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い る 。  

 

番号
発話
者

発話内容

201 T ６番。
202 ヤス 主人公の気持ちを描写している。
203 T 何が主人公の気持ちなんですかね。

204
ヤス
オ

「門の屋根が斜めに突き出した甍の先に重たく薄暗い雲を支えている。」が
主人公の気持ちを描写している。

205 T

あーあのね。ヤスオ君。座ってください。今のはどういうことかっていうと，こ
の間からちょっといってんだけど，（ジェスチャーで位置関係を示しながら）
重たい，雲，重たい雲いやな雲があると，そして羅生門がここにあると，羅
生門が支えているようにあると要するに二つのものがあるでしょ。どっちが
下人の心。何が下人の心ですか。この場面において下人の心ですか。全

206 ヤス …
207 T …考えてなかった。じゃあ，カズキ君はどう考えてた同じグループの。
208 カズ 重たい雲が心のもやもやを表している。

209 T
重たい雲の方が心のもやもやを表しているのね。主人公，主人公の心理，
イコール重たいもやもやか。ハアハアハア。

213 T えー，じゃタク君のところはどうかな。

214 タク
えっと，さっき重たく薄暗い雲って，その天気の悪さと下人の気持ちを掛け
合わせて表している。

215 T

ああ，やはり，その…ありがとう。座ってください。その天気が悪いってこと
をさっきのあの寒いとか冷たいとかっていうイメージもあるよね。それとやっ
ぱり下人の追い詰められた状況というのかな。それをよく表しているんじゃ
ないかということだよね。そうですね。ほかには，どうでしょうか。…ユウタく

221 T
６番のこの表現について，イメージでもよいですが，こういうふうによめる
よーってこと…ないかな…。はい。それではカオリさんいってみようか。カオ
リさん。はい。

222 カオリ 羅生門は下人にとっての居場所で，羅生門が下人を守って支えている。

223 T

ハアハアハアハア，はい。羅生門が居場所っていうのは，いわれてみれば
そうですね。羅生門が居場所である。雨にふり込められて行き場所がなく
て羅生門に行ってるわけだよね。そこにいる羅生門が，いやなものさっき
は雨だったな，いやなものから羅生門が守ってくれているわけだ。そういう
意味では羅生門は，下人を守ってくれている。そういう意味で「支えている」
という表現がまあ合うよね。そういう意味では非常にいいですね。良く読め
ていると思います。あっ…ほんとですね。…そうか…。では，…トモヨさんど

〈中略〉

〈中略〉

Table 19　特定の読み方についての特権化

 

 

こ の 談 話 過 程 の 始 ま り の 部 分 に お い て ， 教 師 は 状 景 を 登 場 人 物 の 心

理 と 関 連 付 け る 読 み 方 を 生 徒 に 展 開 さ せ る た め の 「 教 授 的 質 問 」

（ M e h a n ,  1 9 7 9 ） を 問 う こ とに よ っ て権 威 的 立 場を 引 き 受け て い る。

教 師 の 求 め に 応 え ヤ ス オ （ 2 0 2 ， 2 0 4 ）， カ ズ キ （ 2 0 8 ）， タ ク （ 2 1 4 ）

と 引 用 ６ に示 さ れ た状 景 を 「 下人 」 の 心理 と 関 連 付け る 物 語 が 生 徒 から

繰 り 返 し 示さ れ て いる 。 教 師 は， こ の それ ぞ れ の 発話 に 対 して よ り 具体

的 な 説 明 を 求 め た り （ 2 0 5 ）， 何 度 も う な ず い た り （ 2 0 9 ）， 肯 定 的 な 相

づ ち （ 2 1 5 ） に よ って 評 価 の 態 度 を 示 して い る 。 発 話 の 応 答 の あ り 方 に
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I R E 連鎖 の 構 造が 捉 え ら れ る。  

権 威 的 関 係 か ら 見 た と き ， こ の 談 話 過 程 の 転 換 点 と な っ て い る の が

カ オ リ の 発話 「 羅 生門 は 下 人 にと っ て の居 場 所 で ，羅 生 門 が下 人 を 守っ

て 支 え て い る 。」（ 2 2 2 ） で あ る 。 こ の カ オ リ の 発 話 （ 2 2 2 ） で ， 特 徴 的

な の は 「 羅 生 門 」 を 主 語 と し て い る 点 で あ る 。 カ オ リ の 物 語 （「 羅 生門

が 下 人を 守っ て支 えて い る 」） で は 「 下 人 」 の 周 囲 に 存 在 す る 建 築 物 に

意 志 が 仮 定 さ れ ，「 下 人 」 を 目 的 語 に と る 文 型 で 発 話 が 創 ら れ て い る 。

こ の よ う な「 行 為 者の 様 式 」 の特 殊 性 は彼 女 の 読 みを 創 り 出し た 「 声」

が ， こ の 談話 に 見 える 他 の 生 徒の 読 み の「 声 」 と は異 質 で ある こ と を示

し て い る T a b l e 1 6 に か か わ って 行 っ た事 例 の 検 討で 見 た よう に ， この

よ う な カ オリ の 読 みの あ り 方 は， 彼 女 の「 下 人 」 に対 す る 共感 の 度 合い

が 低 い こ とと 関 係 して い る と とら え ら れる 。 ま た ， 「 物 語 」 の 語 り にお

い て ， 話 題と な っ てい る 出 来 事が ， 「 雨」 が 「 羅 生門 を 包 んで
． ．．

」 ， 「音

を 集 め て くる
． ． ． ．．

」 と 擬人 的 に 表 現さ れ て おり ， そ の 「声 」 の あり 方 に 影響

さ れ た も のと 考 え られ る 。  

教 師 は ， こ の カ オ リ の 発 話 に 応 答 す る 発 話 （ 2 2 3 ） の 中 に お い て ，

「 羅 生 門 」 が 「 雨 」 か ら 「 下 人 」 を 守 っ て い る こ と ，「 雲 」 を 「 支 え て

い る こ と 」と つ な げて 読 み を 展開 し て いる 。 発 話 の 内 容 を 詳し く 見 ると，

カ オ リ の 発 話 （ 2 2 2 ） を う け て ， 教 師 の 引 き 受 け て い た 権 威 的 立 場 が 揺

る が さ れ て い る こ と が と ら え ら れ る 。「 い わ れ て み れ ば そ う で す ね 」 や

「 あ っ … ほ ん と で す ね 。 … そ う か … 。」 と い う こ と ば か ら は ， カ オ リ の

示 し た 読 みに 対 す る彼 の 動 揺 をと ら え るこ と が で きる 。  

教 師 は 後 続の 談 話 過程 に お い て， 次 の よう に 発 話 して い る （ 2 3 5 ）。  

 

さ っ き の カ オ リ さ ん の 意 見 と い う の は 非 常 に 面 白 い 意 見 だ な あ と

思 い ま し た 。 羅 生 門 が 支 え て く れ て い る 。 嫌 な も の 悪 い も の が ， ま

あ さ っ き の 雨 じ ゃ な い け ど 集 ま っ て き た ， 羅 生 門 に 。 羅 生 門 が 支 え

て く れ て い る 。 羅 生 門 が 守 っ て く れ て い る 。〈 中 略 〉 ど う い う こ と

か と い う と ， え ー っ と 羅 生 門 っ て 壊 れ か か っ て い た よ ね 。 確 認 ， 確

認 し な く て も 大 丈 夫 か な 。『 羅 生 門 』， 1 8 ペ ー ジ の 頭 『 修 理 な ど は

も と よ り だ れ も 顧 み る も の は な か っ た 。』， 壊 れ て た ， 壊 れ か け だ 。

し か も ， 荒 れ は て て 『 狐 狸 が す む ， 盗 人 が 住 む ， と う と う 引 き 取 り

手 の な い 死 人 を … 』 っ て い う ふ う に 荒 れ は て て る よ ね 。 そ の 荒 れ は

て た 場 所 が 下 人 を 守 っ て く れ て る わ け だ 。 も し こ の 羅 生 門 が 壊 れ て

し ま っ た り と か こ の 場 所 が も っ と ひ ど い 場 所 に な っ て し ま っ た ら ，
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下 人 は じ ゃ あ 生 き て い け な い ん じ ゃ な い か な あ て い う ふ う に 読 め る

な あ と 。  

 

こ の 発 話 で 教 師 は ， カ オ リ の 読 み に 基 づ い て 「 羅 生 門 」 に つ い て の

説 明 に あ たる 出 来 事 を 関 連 付 けた 読 み を展 開 し て いる 。 末 尾の 「 て いう

ふ う に 読 める な あ と… 」 に は ，カ オ リ の 物 語 に よ って 教 師 が 「 物 語 」の

新 た な 読 みの 可 能 性に 気 付 い たこ と が 現れ て い る 。 教 師 に よっ て カ オリ

の 読 み の 特権 化 が 行わ れ て い ると 言 っ てよ い だ ろ う。 カ オ リの こ の よう

な 読 み は ，教 師 が 想定 し て い た読 み の ヴァ リ エ ー ショ ン に は含 ま れ てい

な い も の であ っ た こと が と ら えら れ る 。  

こ の よ う な 発 話 が あ っ た こ と を ， カ オ リ の 個 性 の み を 理 由 に 説 明 す

る こ と は 妥当 で は ない だ ろ う 。そ こ ま での 談 話 過 程に お い て， す で に複

数 の 生 徒 から 「 重 たく 薄 暗 い 雲」 を 「 下人 」 の 心 理と 関 連 付け る 読 みが

示 さ れ て い る 。「 物 語 」 を 読 む た め の 技 能 で あ る 情 景 描 写 に か か わ る 読

み が す で に示 さ れ てい る の で ある 。 そ のよ う な 文 脈が ， 教 師に 「 子 ども

の 学 び に 寄り 添 う こと 」 を 目 指す 授 業 観を 思 い 起 こさ せ ， カオ リ の 指名

に 際 し て ，「 イ メ ー ジ で も よ い で す が ， こ う い う ふ う に 読 め る よ ー っ て

こ と … な い か な … 」（ 2 2 1 ） と 問 い か け さ せ た も の と と ら え ら れ る 。 談

話 過 程 の 実際 に お いて ， こ の 問い は ， 評価 の た め に生 徒 の 個人 的 な 理解

を 公 表 さ せる こ と を目 的 と し たも の と はと ら え ら れな か っ た。 少 な くと

も ， カ オ リと 教 師 との 発 話 連 鎖で は ， この 問 い が 新た な 読 みの 可 能 性を

求 め る 真 正な 質 問 とし て 機 能 した の で ある 。 こ の 談話 過 程 にお け る 権威

的 関 係 の 揺ら ぎ は ，教 師 と 複 数の 生 徒 との 協 働 に よっ て 生 成さ れ て いる

の で あ る 。適 切 な 文化 的 道 具 が持 ち だ され る こ と によ っ て ，そ の 手 段に

媒 介 さ れ た人 の 行 為は 権 力 p o w e r と 権威 a u t h o r i t y を 持つ こ と に な

る と い う （ ワー チ ,  2 0 0 2 , p . 8 1 ）。 教 師は こ の 応 答 にお い て， 自 分 の 想

定 を 越 え てい た カ オリ の 読 み を適 切 な 読み と し て 受け 入 れ ，そ の た めに

カ オ リ の 読む と い う行 為 が 権 力 を も つ こと に な っ たの で あ る。 な お ，カ

オ リ の こ のよ う な 読み 方 は ， 長い 蓄 積 のあ る 「 羅 生門 」 の 詳細 な 教 材研

究 に お い ても 見 ら れな い も の であ る （ c . f . ,  高 橋 ,  2 0 0 7 ,  ）。  

上 記 の 事 例 分 析 か ら ， 生 徒 が 小 グ ル ー プ で の 学 習 活 動 を 通 し て 「 物

語 」 と 他 者， そ し て自 分 と 深 く対 話 す るこ と で 教 師の 想 定 する 読 み を越

え て ， 新 たな 読 み を創 造 す る 力を 持 っ てい る こ と が 示 唆 さ れる 。 こ れま

で の 事 例 検討 に お いて 見 て き たよ う に ，生 徒 が 自 由に 質 問 や考 え を 出せ

る 参 加 構 造の 下 で 交流 し て い る読 み は 非常 に 豊 か なも の が ある 。 そ のこ
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と を 踏 ま え， 特 定 の読 み 方 に 特権 的 な 位置 を 与 え よう と す る生 徒 や 教師

が ， 別 の 読 み の 可 能 性 に 常 に 「 物 語 」 が 開 か れ て い る こ と ， す な わ ち

「 物 語 」 の生 成 的 な側 面 に つ いて 意 識 をし て い く こと が 重 要だ と 考 えら

れ る 。  

 

第４節  総括考察   

 

本 章 で は ， 教 室 談 話 を 形 づ く る 授 業 観 と 「 物 語 」 の 読 み の 授 業 に お

け る 生 徒 の読 む と いう 行 為 と のか か わ りを 明 ら か にす る た めに ， 実 際の

授 業 事 例 につ い て 記述 的 分 析 を行 っ た 。そ の 結 果 ，次 の ２ 点の 知 見 が得

ら れ た 。  

第 １ に ， 生 徒 の ワ ー ク シ ー ト 記 述 の 縦 断 的 検 討 か ら ， 単 元 の ご く 初

期 に 権 威 付 け ら れ た 短 い キ ー ワ ー ド に よ っ て ，「 物 語 」 の 全 体 に か か わ

る 特 定 の 読み 方 が 生徒 た ち に 特権 化 さ れる こ と が 示さ れ た 。 一 方 で ，個

別 の 出 来 事に つ い ての 読 み の 交流 で は それ に と ら われ な い 読み が 行 われ

て い た こ と か ら ，「 物 語 」 の ど の 出 来 事 を 話 題 と す る か ， あ る い は ど の

程 度 の 範 囲， ま と まり を 対 象 とす る か いう 点 で ， それ ぞ れ 別の 授 業 観に

基 づ い て 読む と い う行 為 を 組 織す る こ とも 考 え ら れる だ ろ う。  

第 ２ に ， 教 師 の 真 正 な 質 問 と そ れ に 対 す る 生 徒 の 応 答 に よ っ て 談 話

過 程 の 権 威的 関 係 が揺 ら い だ 事例 の 検 討か ら ， 生 徒が 小 グ ルー プ で の学

習 活 動 を 通し て 「 物語 」 と 他 者， そ し て自 分 と 深 く対 話 す るこ と で 教師

の 想 定 す る読 み を 越え て ， 教 師が 想 定 しな い 新 た な読 み を 創造 す る 力を

持 っ て い るこ と が 示さ れ た 。 特定 の 読 み方 に 特 権 的な 位 置 を与 え よ うと

す る 生 徒 や教 師 が ，別 の 読 み の可 能 性 に常 に 「 物 語」 が 開 かれ て い るこ

と ， す な わち 「 物 語」 の 生 成 的な 側 面 につ い て 意 識を し て いく こ と が重

要 だ と 考 えら れ る 。  

上 記 の こ と か ら ， 教 室 談 話 を 形 づ く る 授 業 観 と 「 物 語 」 の 読 み の 授

業 に お け る生 徒 の 読む と い う 行為 と の かか わ り に つい て 次 のよ う に まと

め る こ と がで き る 。 教 師 が 「 権威 者 」 とし て 「 既 成の 文 学 的価 値 や 技術」

を 子 ど も に伝 達 し よう と す る 教師 の 意 図は ， 生 徒 によ っ て いと も 簡 単に

実 現 さ れ ると い う こと で あ る 。し か し ，こ の よ う な 授 業 観 を乗 り 越 えよ

う と す る 試み は ， 完全 な る 失 敗， 完 全 なる 成 功 と いう よ う にど ち ら かの

結 果 に し かな ら な いわ け で は ない 。 教 室に お け る 授業 観 の 葛藤 に よ って，

単 元 の ま とま り と 授業 中 の 1 つの 局 面 にお い て 読 みの 特 権 化の 様 相 が異

な っ て く るこ と も あり う る だ ろう 。 た だ， ２ で 示 した よ う に小 グ ル ープ
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で の 交 流 を通 し て ，生 徒 の 読 みが ， 一 定の 経 験 を もつ 教 師 の読 み を 越え

て い く こ とが あ り うる 。 こ の 事実 か ら は， 生 徒 の 問い や 考 えに 基 づ いた

授 業 で は 読み の 深 まり は 見 込 めな い と 考え る の は 誤り で ， 生徒 の 「 物語」

に つ い て の読 み の 深ま り を 期 待し て 問 いを 出 す 権 限を 生 徒 に 委 譲 し てい

く こ と が 検討 さ れ るべ き だ ろ うと 思 わ れる 。   



120 

 

第Ⅴ部  総合考察  

 

第８章  教室で他者と共に「物語」を読むという行為  

 

 本 研 究 の目 的 は ，物 語 言 説 の構 造 的 な特 徴 に 留 意し な が ら， 考 え を交

流 す る こ とを 通 し て協 働 的 に 「物 語 」 を読 み 深 め る授 業 に おけ る 生 徒の

読 む と い う行 為 を 教室 談 話 と いう 社 会 文化 的 状 況 に位 置 づ けて 明 ら かに

す る こ と であ る 。  

第 １ 章 第 １ 節 で は ， 物 語 が 出 来 事 と 出 来 事 を 関 連 付 け 筋 立 て る 行 為

と し て 定 義さ れ ， それ が 協 働 的な 意 味 生成 を 促 す もの で あ るこ と を 議論

し た 。「 物 語 」 に つ い て の 読 み と は ， 話 題 と な っ て い る 出 来 事 と 別 の 出

来 事 を 筋 立 て て 筋 立 て た も の ， す な わ ち ，「 物 語 」 の 一 部 に つ い て 語 り

直 し た 生 徒な り の 新た な 物 語 とと ら え るこ と を 述 べた 。  

第 １ 章 第 ２ 節 で は ， 先 行 研 究 に お い て 「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 考

え る 上 で ，「 物 語 」 の こ と ば の 仕 組 み と 「 物 語 」 に 対 す る 読 み 手 の 理

解 ・ 反 応 とを 関 連 付け て 行 く こと が 課 題と し て 残 され て い るこ と を 確認

し た 。  

 第 １ 章 第３ 節 で は， 上 記 の 目標 を 達 成す る た め の本 研 究 の 立 場 と して

社 会 文 化 的ア プ ロ ーチ に 基 づ き， 生 徒 が 「 物 語 」 を読 む と いう こ と を物

語 n a r r a t i v e と いう 文 化 的 道具 に 媒 介さ れ た 行 為， す な わち 「 物 語」

を 「 読 む とい う 行 為」 と し て とら え る こと を 述 べ た。 こ れ を分 析 す るた

め に バ フ チ ン の 発 話 の 対 話 的 定 位 （ 1 9 8 9 ）， な ら び に 「 声 」（ 1 9 9 6 ） の

概 念 を 枠 組み と す るこ と ， さ らに 読 み を創 り 出 し た「 声 」 をと ら え るた

め に 「 発 話 」 に お け る 「 焦 点 化 」（ ジ ュ ネ ッ ト ， 1 9 8 5 a ； 1 9 8 5 b ） に つ

い て 検 討 す る こ と と し た 。「 声 」 か ら 生 み 出 さ れ る 物 語 言 説 の 小 さ な 切

片 に お い て， 話 題 とす る 出 来 事に 対 す る意 識 の あ り方 を 虚 構世 界 の 登場

人 物 と 関 連付 け て 扱う 概 念 が 「焦 点 化 」 で あ る 。 この 概 念 に依 拠 す る分

析 で は ， 話題 と す る出 来 事 を どの 登 場 人物 の 意 識 を通 し て とら え る のか，

あ る い は とら え な いの か と い う点 に お いて ， 物 語 言説 の 語 り手 と 生 徒と

が 同 じ 地 平に お か れる こ と に なる 。 こ のこ と に よ って 第 １ 章第 ２ 節 で議

論 し た 先 行研 究 の 課題 の 克 服 を図 る こ とと し た 。  

第 １ 章 第 ４ 節 で は ， 上 記 の 議 論 を 踏 ま え ，「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深

め る 授 業 にお け る 生徒 の 「 読 むと い う 行為 」 を 教 室談 話 と いう 社 会 文化

的 な 状 況 に位 置 づ けて 明 ら か にす る た めに ， 次 の ５つ の 研 究課 題 を 導出

し た 。 ① 「物 語 」 につ い て の 読み が 深 まる と い う こと が ど のよ う な 過程
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で あ る の か， 物 語 の基 本 的 な 特徴 で あ る景 観 の 二 重性 と 関 連付 け な がら

明 ら か に する こ と ，② 「 物 語 」に つ い ての 読 み が 協働 的 に 深ま る 過 程に

お い て 生 徒の 個 別 性が ど の よ うな 働 き をし て い る のか を 明 らか に す るこ

と ， ③ 読 みの 交 流 にお い て あ る生 徒 が 他の 生 徒 の 読み を 取 り込 む 際 のそ

の 生 徒 の 自己 内 対 話の 過 程 に つい て 明 らか に す る こと ， ④ 授業 の 振 り返

り に お い て生 徒 が 行う 省 察 的 な自 己 内 対話 の 過 程 につ い て 明ら か に する

こ と ， ⑤ その 教 室 談話 を 形 づ くっ て い る 授 業 観 と 「物 語 」 の読 み の 授業

に お け る 生徒 の 読 むと い う 行 為と の か かわ り を 明 らか に す るこ と である 。  

こ れ ら を 検 討 す る に あ た り ， 本 研 究 で は 授 業 観 察 を 行 っ た 。 さ ら に ，

研 究 課 題 ③と ④ に かか わ り ， 生徒 の 自 己内 対 話 の 過程 を と らえ る た めに，

個 別 学 習 時と 小 グ ルー プ で の 話し 合 い 時， 授 業 の 最後 の 振 り返 り に おけ

る 書 き 入 れを 区 別 する 手 だ て を施 し た ワー ク シ ー トを 分 析 の対 象 とした。  

 第 Ⅱ 部 第３ 章 か ら第 Ⅳ 部 第 ７章 で は ，上 記 ， ５ つの 研 究 課題 に つ いて

そ れ ぞ れ １章 ず つ を割 り 当 て 実際 の 授 業事 例 に 基 づい て 具 体的 な 検 討を

行 っ た 。 本章 で は ，そ こ で 得 られ た 知 見を 各 部 ご とに 整 理 し， そ の 整理

に 基 づ い て総 合 考 察を 行 う 。  

 

第１節  結果の総括  

 

１  第 Ⅱ 部の ま と めと 総 括  

 

 第 Ⅱ 部 では ， 読 みの 交 流 を 通し て 「 物語 」 を 協 働的 に 読 み深 め る 授業

の 過 程 に つい て ， 焦点 化 の 様 態に 着 目 した 発 話 の 分析 の 結 果に 基 づ いて

質 的 に 検 討し た 。 観察 の 対 象 とし た の は， 互 い の 発言 を つ なぐ 意 識 を持

っ て 聞 く 学級 文 化 の醸 成 が 図 られ て い た学 級 で あ る。 授 業 の教 材 は ，重

松 清 「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」 で あ っ た 。「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」 の 語 り の 基 調 は ，

虚 構 世 界 の一 人 の 特定 の 登 場 人物 に 重 なる も の で あっ た 。 この 「 物 語」

の 世 界 に は， 諸 属 性に お い て バラ エ テ ィに 富 ん だ 複数 の 人 物が 登 場 する 。

「 物 語 」 の登 場 人 物と 生 徒 の 相互 作 用 と出 来 事 に つい て の 意味 づ け との

か か わ り につ い て 検討 す る た め小 グ ル ープ で の 読 みの 交 流 を主 た る 分析

対 象 と し た。  

 

（ １ ） 第 ３章 の 知 見の ま と め  

第 ３ 章 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 深 ま る と い う こ と が ど の よ う

な 過 程 で ある の か ，物 語 の 基 本的 な 特 徴で あ る 景 観の 二 重 性と 関 連 付け



122 

 

て 記 述 す るた め に ，小 グ ル ー プに お い て読 み の 交 流を 行 う 談話 過 程 の発

話 に つ い て， そ の 焦点 化 の 様 態に 着 目 して 実 際 の 事例 の 具 体的 分 析 を行

っ た 。 そ の結 果 ， 以下 の ５ 点 が明 ら か とな っ た 。  

第 １ に ， 談 話 過 程 に お け る 発 話 の 焦 点 化 と 言 及 さ れ る 出 来 事 と の 関

連 の 様 相 から ， 物 語を 創 り 出 す「 声 」 の相 違 に よ って ， 話 題と な っ てい

る 出 来 事 に関 連 付 けら れ る 別 の出 来 事 の選 択 の あ り方 や 出 来事 を 検 索す

る 範 囲 の 限定 の あ り方 が 異 な るこ と が 示唆 さ れ た 。 登 場 人 物へ 焦 点 化し

た 発 話 と 非焦 点 化 によ る 発 話 とで は ， 言及 さ れ る 出来 事 の 選択 の あ り方

や 範 囲 の 限定 に 違 いの あ る こ とが 示 さ れた 。 出 来 事の 当 事 者で あ る 登場

人 物 へ 焦 点化 す る 発話 で は ， 出来 事 の 時系 列 的 ， ある い は 因果 的 な 連続

性 に 基 づ く筋 立 て が行 わ れ て いる 。 一 方， 非 焦 点 化に お い ては そ の 物語

に 想 定 さ れる 意 図 から で き ご とを 筋 立 てる こ と が 行わ れ て いる 。  

 第 ２ に ，談 話 過 程に お け る 発話 の 焦 点化 の 移 動 の様 相 か ら， あ る 出来

事 に 対 す る複 数 の 意味 づ け が 重ね ら れ るこ と が ， 生徒 が 発 話を 創 り 出す

「 声 」 を 多 重 化 し て い く こ と に つ な が っ て い く こ と が 示 さ れ た 。「 物 語 」

の 出 来 事 につ い て 協働 で 語 り 直す 談 話 過程 に お い て 生 徒 が 他の 生 徒 の 発

話 に 応 答 して 行 く 中で 発 話 の 焦点 を 移 動さ せ て い るこ と が とら え ら れた。

そ の 過 程 にお い て ，あ る 出 来 事に 対 す る２ つ の 異 なる 意 識 から の 意 味づ

け を 重 ね る意 識 が 生成 さ れ る こと が と らえ ら れ た 。  

 第 ３ に ，あ る 登 場 人 物 の 内 部の 「 声 」の 対 立 を 主題 と し ，そ れ が 直接

的 に 物 語 言説 に 示 され て い る 「物 語 」 につ い て の 読み の 交 流過 程 か ら，

こ の よ う な登 場 人 物の 二 声 性 につ い て 考え る 際 に ，生 徒 が 他の 登 場 人物

が そ の 登 場人 物 に 対し て 取 っ た言 動 を 手か が り と して 利 用 する こ と が示

さ れ た 。  

第 ４ と し て ， 物 語 言 説 に お い て 直 接 話 法 に よ っ て 示 さ れ た 登 場 人 物

の 発 話 に つい て の 議論 の 展 開 から ， こ のよ う な 音 声の 要 素 に注 目 す るこ

と が 二 声 的な 読 み の生 成 に つ なが っ て いく こ と が 示さ れ た 。 こ の よ うな

音 声 は ， 現 実 世 界 の も の と 同 様 に 人 と 人 の 間 に 存 在 す る も の で あ る 。

「 物 語 」 が読 ま れ るそ の 場 に おい て ， その こ と ば が， 発 話 者と 聞 き 手そ

れ ぞ れ の 立場 ， そ して そ の 当 事者 の 知 らな い 第 三 者と い う 立場 か ら 解釈

さ れ う る とい う 構 造的 な 特 性 がそ こ に 認め ら れ る 。  

第 ５ と し て ， 談 話 過 程 に お い て と ら え ら れ た 発 話 の 焦 点 化 の 転 換 点

に つ い て の検 討 か ら， 異 質 な 「声 」 の 関連 付 け が ，生 徒 間 だけ で は なく

「 物 語 」 の語 り 手 を含 め た 三 者の 間 の 相互 作 用 に おい て と らえ ら れ るべ

き で あ る こと が 示 唆さ れ た 。 この よ う な転 換 が 複 数の 生 徒 の相 互 作 用に
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よ っ て 協 働的 に 達 成さ れ て い るこ と ， また ， そ の 契機 と し て 「 物 語 」の

物 語 言 説 のこ と ば がオ リ ジ ナ ルと は 異 なる 焦 点 化 の様 態 に おい て 引 用さ

れ ， さ ら にそ れ と は異 な る 焦 点化 に よ る読 み が 談 話過 程 に 示さ れ て いる

こ と が 確 認さ れ た 。   

こ れ ら の 知 見 か ら ， 物 語 の 語 り の 構 造 的 な 特 徴 か ら 見 た と き の 「 物

語 」 に つ いて の 読 みが 深 ま る 過程 を 次 のよ う に ま とめ る こ とが で き る。

生 徒 は ， 話題 と な って い る 出 来事 に か かわ る 読 み を 「 物 語 」 の 登 場 人物

と 語 り 手 の 「 声 」 に 基 づ い て 交 流 の 場 に 出 し て い く 。「 声 」 は ， 登 場 人

物 や 語 り 手／ 読 み 手と 一 対 一 で対 応 し てい る の で はな く ， その 内 部 で複

数 の 「 声 」が 対 立 して い る こ とも あ る 。交 流 を 通 して 「 物 語」 に つ いて

の 読 み が 深ま る 過 程で は ， あ る出 来 事 に対 す る 複 数の 「 声 」か ら の 意味

づ け が 重 ねら れ る こと に な る 。こ の よ うな 談 話 過 程が 生 徒 を二 声 的 な読

み に 誘 っ てい く 。 さら に ， 個 人に よ る 二声 的 な 読 みの た め には ， 交 流の

場 に 「 物 語」 の 語 りの 「 声 」 とは 別 の ２つ の 「 声 」か ら の 発話 が 出 るこ

と が 求 め られ る 。  

 

（ ２ ） 第 ４章 の 知 見の ま と め  

第 ４ 章 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み が 協 働 的 に 深 ま る 過 程 に お い て

生 徒 の 個 別性 が ど のよ う は 働 きを し て いる の か 明 らか に す るた め に ， 出

来 事 の 当 事者 と し ての 登 場 人 物が 複 数 登場 す る 「 物語 」 に つい て の 読み

の 交 流 過 程に お け る， 生 徒 間 の相 違 と 異な る 「 焦 点化 」 の あり 方 を 示す

発 話 が ど のよ う に 絡み 合 い ， 読み の 深 まり に つ な がっ て い るの か を 検討

し た 。 そ の結 果 ， 次の ３ つ の 知見 が 得 られ た 。  

第 １ 点 と し て ， 教 師 が 設 定 し た 問 い が 求 め る も の と 異 な る 焦 点 化 を

行 っ た 生 徒の 発 話 にお け る 語 用の あ り 方か ら ， 生 徒が 談 話 過程 に 自 分の

読 み を 示 して い く 際の 焦 点 化 の決 定 に 登場 人 物 へ の共 感 が かか わ っ てい

る こ と が 示さ れ た 。  

第 ２ 点 と し て ， 特 定 の 登 場 人 物 に 対 す る 共 感 の あ り 方 が 異 な る 生 徒

の 読 み の 交流 か ら ，特 定 の 登 場人 物 に 対す る 共 感 的な 読 み と反 感 や 反発

に 根 ざ す 批判 的 な 読み が 談 話 過程 に 対 置さ れ る こ とで 「 物 語」 に つ いて

の 読 み が 深ま っ て いく こ と が 示さ れ た 。  

第 ３ 点 と し て ， 交 流 を 通 し て 読 み を 多 声 化 し た 生 徒 発 話 の 引 用 の 部

分 の 検 討 にお い て ， 物 語 言 説 の明 示 的 な 二 声 性 が ，出 来 事 につ い て の生

徒 の 読 み の多 声 化 を促 す こ と が 示 さ れ た。   

こ こ か ら ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 過 程 に つ い て 次
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の よ う に まと め ら れる 。 生 徒 が交 流 を 通し て 「 物 語」 に つ いて の 読 みを

深 め る 過 程 に お い て ，「 物 語 」 の 登 場 人 物 に 対 す る 共 感 ， あ る い は 反 感

と い う 生 徒に よ る 感情 的 反 応 の違 い や 談話 過 程 に おい て 果 たさ れ る 生徒

の 役 割 の 違 い が ， 個 々 の 発 話 に お け る 焦 点 化 の あ り 方 に 作 用 し ， そ の

個 々 の 発 話に お け る焦 点 化 の 違い が 出 来事 に つ い て多 声 的 な読 み を 可能

に し て い る と い う こ と で あ る 。 し か も ， 個 々 の 生 徒 の 発 話 の 焦 点 は ，

「 物 語 」 との 関 係 や教 師 か ら 与え ら れ た問 い に お いて の み 決定 さ れ るの

で は な く ，読 み を 交流 す る 他 の生 徒 の 発話 の 焦 点 化や そ れ まで に 行 って

き た 議 論 で残 さ れ た問 い が 促 す焦 点 化 の影 響 を 受 ける 。 読 みの 交 流 とは，

生 徒 と 「 物語 」 の 間， そ し て 教室 の メ ンバ ー 間 の 相互 交 渉 のダ イ ナ ミク

ス の 中 で 一回 的 に 構成 さ れ て いる と 言 うこ と が で きる 。  

 

（ ３ ） 第 Ⅱ部 の 意 義  

 以 上 の 知見 の ま とめ か ら ， 第 1 章 で 論じ た 「 物 語」 に つ いて の 読 みと

そ の 交 流 につ い て の先 行 研 究 に照 ら し た第 Ⅱ 部 の 意義 と し て次 の ２ 点を

指 摘 す る こと が で きる 。  

第 １ に ， 物 語 に 備 わ る 二 重 の 景 観 と 関 連 付 け な が ら 生 徒 の 「 物 語 」

に つ い て の 読 み の 深 ま り を 記 述 し た こ と で あ る 。 こ の こ と で ，「 物 語 」

に 示 さ れ た出 来 事 につ い て の 読み の 交 流が ， 登 場 人物 の 景 観を 対 象 とす

る 議 論 と 語り 手 の 景観 を 対 象 とす る 議 論の 切 り 替 えに 駆 動 され る よ うに

展 開 す る こと が と らえ ら れ た 。 ま た ， 談話 過 程 に おけ る 生 徒発 話 の 焦点

が ， ① 「 物語 」 の 語り に お い て話 題 と なる 出 来 事 がど の よ うな 焦 点 化で

示 さ れ て るか ， ② 応答 し よ う とし て い る生 徒 が ど のよ う な 焦点 化 に おい

て 談 話 過 程に 読 み を示 し て い るか ， ③ 話題 と な る 出来 事 の 当事 者 の うち

ど の 登 場 人物 に 共 感／ 反 感 を 感じ る か とい う ３ つ の要 素 の 相互 作 用 に影

響 を 受 け てい る こ とが 示 唆 さ れた 。 こ のこ と が 談 話過 程 に 生徒 の 読 みの

多 様 性 を 生み 出 し ，そ れ が 「 物語 」 に つい て の 協 働的 な 読 みの 深 ま り に

つ な が っ てい る と 考え ら れ る 。  

第 ２ に ，「 視 点 」 に 変 え て 「 焦 点 化 」 の 様 態 か ら 「 声 」 を と ら え る 概

念 枠 組 み を 導 入 し た こ と で ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 深 ま り の 過 程 に

つ い て よ り 精 緻 に と ら え る こ と が で き た こ と で あ る 。「 卒 業 ホ ー ム ラ ン 」

の よ う に 登場 人 物 の言 語 コ ミ ュニ ケ ー ショ ン や そ れに よ っ て構 成 さ れる

関 係 性 が 主 題 と な る 「 物 語 」 で は ，「 物 語 」 の 虚 構 世 界 に お け る あ る 登

場 人 物 の 発話 が ， 物語 の 出 来 事の 要 素 とし て 重 要 な位 置 を 占め る 場 合が

あ る 。 こ の よ う な ，「 物 語 」 の 出 来 事 に か か わ る 音 声 の 要 素 は ， 虚 構 世
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界 の 登 場 人物 の 間 に存 在 す る ため に ， 読者 を 二 声 的な 読 み に導 く 構 造的

特 性 を も って い る と考 え ら れ る。 登 場 人物 の 内 的 な葛 藤 な どの 物 語 言説

の 二 声 性 と生 徒 の 読み を 同 列 に扱 う こ とを 可 能 と する ， こ のよ う な 概念

枠 組 み の 有効 性 を 確認 で き た こと は 第 Ⅱ部 の 意 義 と言 っ て よい だ ろう。  

 

２  第 Ⅲ 部の ま と めと 総 括  

 

 第 Ⅲ 部 では ， 授 業の 内 部 に 設定 さ れ た 生 徒 の 書 く活 動 に よっ て 生 み出

さ れ た 記 述に 着 目 し， 交 流 を 通し て 「 物語 」 に つ いて の 読 みを 深 め る生

徒 の 自 己 内対 話 の 過程 に つ い て明 ら か にす る た め に事 例 の 分析 と 質 的な

検 討 を 行 った 。 な お， 生 徒 の ワー ク シ ート へ の 書 き込 み の タイ ミ ン グを

追 跡 で き るよ う ， 個別 活 動 時 と小 グ ル ープ で の 活 動時 に お ける 書 き 入れ

を 区 別 す る手 だ て を施 し た 。 観察 の 対 象と し た の は， 互 い の意 見 に つい

て 積 極 的 に聞 く こ と， す な わ ち質 問 す るこ と を 促 し， 意 見 につ い て の根

拠 を 確 認 し合 う と いっ た 話 し 合い の ル ール の 共 有 が図 ら れ た学 級 で あっ

た 。 授 業 の教 材 は ，メ タ フ ィ クシ ョ ン 的な 表 現 な どに よ り 登場 人 物 とは

異 な る 中 間世 界 の 「作 者 」 の 存在 が 意 識さ れ る 芥 川龍 之 介 「羅 生 門 」で

あ っ た 。  

 

（ １ ） 第 ５章 の 知 見の ま と め  

 第 ５ 章 では ， 生 徒が 他 者 の 発話 を 自 らの 読 み を 示す 発 話 の中 に 取 り込

む 際 の 自 己内 対 話 の過 程 に つ いて 検 討 を行 っ た 。 登場 人 物 への 共 感 のあ

り 方 が 異 なる 生 徒 間で 行 わ れ た読 み の 交流 の 事 例 の記 述 と 解釈 を 通 じて ，

次 の ３ 点 が明 ら か とな っ た 。  

第 １ に ， 読 み の 交 流 過 程 を 分 節 化 し て 捉 え る 手 だ て を 施 し た ワ ー ク

シ ー ト の 比較 か ら ，読 み の 取 り込 み に 際し て 行 わ れる 自 己 内対 話 の 過程

を 他 者 の 読み を 再 文脈 化 す る ため の 新 たな 文 脈 の 創造 と し てと ら え うる

こ と が 示 され た 。  

第 ２ に ， 「 物 語 」 の 物 語 言 説 に お い て 当 事 者 が 不 在 ， あ る い は 明 示

さ れ て い ない 出 来 事を 話 題 と する 生 徒 の読 み の 焦 点化 の 様 態か ら ， 「物

語 」 の 虚 構世 界 に ，話 題 と な って い る 出来 事 に か かわ る 適 当な 登 場 人物

が い な い 場合 に ， 生徒 が 名 前 のな い 登 場人 物 を 想 像し ， そ の人 物 に 焦点

化 す る こ とが 示 さ れた 。 ま た ，そ の よ うな 場 合 に おい て 「 物語 」 の 物語

言 説 に お いて 擬 人 的な 表 現 に よっ て 語 られ て い る 建造 物 の よ う な 非 生物

が あ る 場 合， そ れ を対 象 と し て， 意 識 の存 在 を 仮 定し そ こ に「 声 」 を見
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出 す 生 徒 のい る こ とが と ら え られ た 。  

第 ３ に ， 非 焦 点 化 に よ る 読 み の 取 り 込 み に 際 し て 焦 点 が 登 場 人 物 へ

再 設 定 さ れた 事 例 につ い て の 検討 か ら ，自 分 の 読 みと は 異 なる 「 声 」か

ら 創 り 出 され た 他 者の 読 み を 取り 込 む 際に ， 自 分 の「 声 」 でそ の 読 みの

こ と ば を 編集 す る 場合 の あ る こと が 示 され た 。  

こ こ か ら ， 「 物 語 」 に つ い て の 読 み の 交 流 に お け る 自 己 内 対 話 の 過

程 に つ い て次 の よ うに ま と め られ る 。 他者 の 読 み を生 徒 が 自分 の 読 みの

中 に 取 り 込む こ と は， 単 な る 模倣 で は なく 創 造 的 な 行 為 と して と ら えら

れ る 。 こ の行 為 は ，異 な る 読 みを つ な げて 話 題 と なっ て い る出 来 事 につ

い て の 理 解を 深 く する こ と を 促す 働 き を持 っ て い る。 そ の 一方 で ， 他者

の 読 み の 取り 込 み には ， そ の 読み を 創 り出 し た 「 声」 を 消 すよ う な もの

も あ り ， この 場 合 ，元 々 の 読 みに あ っ た出 来 事 の 意味 づ け の豊 か さ が減

ぜ ら れ る こと に な る。 語 り 手 ／読 み 手 から 登 場 人 物へ の 焦 点の 移 動 にと

も な う 出 来事 に 対 する 意 味 づ けの 部 分 的喪 失 は ， 「物 語 」 に対 し て 擬人

法 の よ う な修 辞 法 がも た ら す 効果 に つ いて 考 え る こと と 「 物語 」 の 世界

を よ り 鮮 明に 現 実 観を 持 っ て イメ ー ジ 化し て い く こ と と を 同時 に 進 行さ

せ る こ と が「 物 語 」 の 物 語 言 説の あ り 方に よ っ て は時 に 難 しい こ と を示

唆 し て い る。 こ の 意味 で 「 物 語」 内 容 の登 場 人 物 や出 来 事 につ い て 考え

る こ と と 「物 語 」 の語 り に つ いて 考 え る こ と が 排 他的 に 作 用す る 場 合が

あ る こ と を実 践 者 は考 え る 必 要が あ る だろ う 。  

 

（ ２ ） 第 ６章 の 知 見の ま と め  

第 ６ 章 で は ， 授 業 の 振 り 返 り に お い て 生 徒 が 行 う 省 察 的 な 自 己 内 対 話

の 過 程 に つ い て 明 ら か に す る た め に ， 小グ ル ー プ で の 読 み の交 流 ， そ の

後 に 設 定 さ れ た 教 室 全 体 で の 議 論 ， そ して 授 業 の 終 末 に 設 定さ れ た 振 り

返 り の 学 習 活 動 に お け る 生 徒 の 「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 に つ い て 追 跡

し 分 析 を 行 っ た 。 自分 の 読 み が 教 室 全 体の 議 論 に お い て 他 の生 徒 に よ っ

て リ ヴ ォ イ ス さ れ た 生 徒 の 事 例 の 記 述 と 解 釈 を 通 じ て ， 次 の ２ 点 が 明 ら

か と な っ た。  

第 １ に ， 生 徒 の 読 み の 交 流 に 積 極 的 な 価 値 を 認 め る 教 室 で の 議 論 に お

い て 生 徒 の 読 み が 著 者 性 を 保 っ た ま ま 他 の 生 徒 の 読 み や 「 物語 」 の こ と

ば に 関 連 付 け ら れ た こ と か ら ，「 物 語 」 の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 授 業 の

談 話 過 程 の 展 開 に お い て 生 徒 は 他 者 の 手 に よ る 「 自 分 」 の 読 み の 深 ま り

を 体 験 す る こ と が 示さ れ た 。 ま た ， １ 時間 の 授 業 の 内 部 に 異な る 形 態 で

の 学 習 活 動 の 局 面 が 用 意 さ れ る こ と で ，生 徒 に と っ て の こ のよ う な 体 験
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が 促 さ れ ると 考 え られ る 。  

第 ２ に ， 教 室 全 体 の 議 論 に お い て 発 言 し な か っ た 生 徒 が 授 業 の 終 末 に

設 定 さ れ た 振 り 返 り の 学 習 活 動 に お い て ワ ー ク シ ー ト に 書 き 込 ん だ 記 述

の 内 容 か ら ， 話 し 合 い を 積 極 的 に 聴 い て い た 生 徒 に と っ て ， 振 り 返 り の

学 習 活 動 が新 た な 読み を 生 成 する 機 会 とな り う る こと が 示 され た 。  

こ こ か ら ，「 唯 一 の 正 し い 読 み 」 を 求 め る の で は な く ， 読 み の 交 流 を

通 し て 個 々 人 が そ れ ぞ れ の 読 み を 深 め る こ と を 目 標 と し て 行 わ れ る 「 物

語 」 の 授 業 に お い て ， そ の 授 業 過 程 を 振り 返 る 生 徒 の 自 己 内対 話 に つ い

て 次 の よ う に ま と めら れ る 。 読 み の 交 流に お け る 読 み の 取 り込 み は ， 取

り 込 ん だ 生 徒 に と っ て は 「 な か ば 他 者 の 言 葉 」（ バ フ チ ン ， 1 9 9 6 ； ワ

ー チ ， 2 0 0 2 ） を 自 分 の も の と す る 試 み の 場 と と ら え ら れ る 。 一 方 で ，

自 分 の 読 み が 他 の 生 徒 の 読 み に 取 り 込 ま れ た 生 徒 に と っ て は ， 他 の 生 徒

や 教 師 の 手 に よ っ て 「 な か ば 自 分 の 言 葉 」 が 利 用 さ れ 議 論 が 展 開 す る 場

と い う こ と に な る 。 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 か ら 教 室 全 体 で の 議 論 と

い う 授 業 局 面 の 移 行 は ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 に お い て 構 成 さ れ た

な か ば 他 人 の ， な か ば 自 分 の こ と ば が ， 新 た に 「 物 語 」 や 他者 の こ と ば

と 関 連 付 け ら れ る 体 験 を 促 す 。 な か ば 他 者 ／ 自 分 の こ と ば と い う 読 み に

対 す る 著 者 性 の 意 識 は ， 議 論 へ の 生 徒 の 積 極 的 な 参 加 ， す な わ ち 能 動 的

な 聴 き 方 を 促 す と 考 え ら れ る 。 教 室 全 体 の 談 話 へ の 生 徒 の こ の よ う な 参

加 の あ り 方 が ， 授 業 の 振 り 返 り に お い て 新 た な 読 み の 創 造 に つ な が る と

考 え ら れ る。  

 

（ ４ ） 第 Ⅲ部 の 意 義  

以 上 の 知 見の ま と めか ら ， 第 1 章 で 論 じた 「 物 語 」に つ い ての 読 みと

そ の 交 流 につ い て の先 行 研 究 に照 ら し た第 Ⅲ 部 の 意義 と し て次 の ３ 点を

指 摘 す る こと が で きる 。  

第 １ と し て ， 生 徒 の 読 む と い う 行 為 に お い て 重 要 な 部 分 を 占 め る と

考 え ら れ る自 己 内 対話 の 過 程 を教 室 談 話に 位 置 づ けて 明 ら かに し た 点で

あ る 。 本 研 究 で は ，「 物 語 」 を 読 み 深 め る 際 の 生 徒 の 自 己 内 対 話 の 過 程

に つ い て 検討 す る ため ， 生 徒 のワ ー ク シー ト の 記 述内 容 を その 前 後 の教

室 談 話 過 程と 関 連 付け て 分 析 を行 っ た 。さ ら に ， 生徒 に 個 別の 学 習 時に

お い て 自 身の 意 見 を記 入 す る 際に は 鉛 筆を 使 用 さ せ， 小 グ ルー プ で の話

し 合 い や 教室 全 体 にお け る 議 論に お け る記 入 に 際 して は 青 ボー ル ペ ンを

使 用 さ せ る手 だ て によ っ て ， ワー ク シ ート の 記 述 の書 き 入 れら れ た 順序

を 視 覚 化 し， 授 業 での 学 習 者 の読 み 深 めの 過 程 を 分節 化 し て捉 え る 手法
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を 採 用 し た。 こ の よう な 分 析 の工 夫 と 物語 の 根 源 的な 協 働 性や 物 語 の様

式 に 備 わ る景 観 の 二重 性 へ の 着目 に よ って ， 読 み の交 流 に おけ る 生 徒の

自 己 内 対 話の 側 面 につ い て 教 室談 話 に 位置 づ け て 記述 し た 。  

第 ２ に ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 協 働 的 に 深 め る 談 話 過 程 を ， そ れ

を 通 し た 個人 の 読 みの 深 ま り の過 程 と の関 係 に お いて 意 味 づけ ， 明 らか

に し た 点 であ る 。 教室 談 話 研 究は ， 基 本的 に は 音 声言 語 コ ミュ ニ ケ ーシ

ョ ン を 分 析の 対 象 とす る 。 そ のた め に ，児 童 生 徒 がテ キ ス トを 繰 り 返し

読 ん だ り ，テ キ ス トと 向 き 合 って 自 分 の考 え を 整 理し た り する 過 程 につ

い て の 検 討は お ろ そか に な り がち で あ った 。 本 研 究で は ， これ ま で の研

究 に お い ては 積 極 的に は 取 り 上げ ら れ てこ な か っ た生 徒 が こと ば を 発し

な い 授 業 の局 面 を 音声 コ ミ ュ ニケ ー シ ョン が 行 わ れて い る 局面 と 関 連付

け 意 味 づ けて い る 。  

 第 ３ に ，「 物 語 」 の 読 み の 交 流 に お い て 生 徒 が い か に 自 己 の ア イ デ ン

テ ィ テ ィ を表 明 し てい る か と いう 点 に 目を 向 け る こと の 重 要性 を 示 唆し

た 点 で あ る 。 佐 藤 （ 1 9 9 4 ） は ， 教 育 実 践 に つ い て ，「 認 知 的 ・ 文 化 的

実 践 （ 対 象世 界 の 意味 を 構 築 する 実 践）」 で あ り，「 社 会的・ 政 治 的 実践

（ 共 同 体 の 連 帯 を 構 築 す る 実 践 ）」 で あ り ， 同 時 に 「 倫 理 的 ・ 実 存 的 実

践 （ 自 分 探 し を 通 し て 自 己 を 再 構 築 す る 実 践 ）」 で も あ る と 述 べ て い る

（ p . 2 7 ）。本 章 で 検討 し た 事 例に お け るカ オ リ の 3 次 記述も ，「 物語 」

と の 対 話 と他 者 と の対 話 ， 自 己と の 対 話と い う 三 者と の 対 話的 実 践 の痕

跡 と 見 る こ と が で き る 。 そ し て ， こ の よ う に 見 る こ と は ，「 物 語 」 の 読

み の 授 業 にお け る 生徒 の 学 び を個 別 的 なも の と し てと ら え る視 座 を 用意

す る 。 本 章の 事 例 につ い て 言 えば ， 他 の生 徒 の ワ ーク シ ー トを 確 認 した

と こ ろ ， カオ リ の よう に 「 区 切り 」 を 鍵と し て 読 みの 再 構 造化 を 図 った

生 徒 は ほ かに い な かっ た 。 こ の時 間 に おけ る カ オ リの 読 み の深 ま り は，

彼 女 独 自 の経 験 に 裏打 ち さ れ た彼 女 だ けの も の で あっ た と 言う こ と がで

き る 。 こ れ ま で 国 語 科 に お け る 読 み の 授 業 に つ い て の 検 討 で は 「 認 知

的 ・ 文 化 的実 践 」 とし て の 側 面ば か り が重 視 さ れ てき た 。 しか し ， 近年

で は 「 社 会的 ・ 政 治的 実 践 」 とし て の 側面 に 着 目 した 研 究 が行 わ れ るよ

う に な っ てき て い る（ c . f . ,  佐 藤 ， 1 9 9 6 ）。 本章 で 得 られ た知 見 は ， こ

れ に 新 た な観 点 を 加え る も の であ る 。  

 

第 Ⅳ部 の ま とめ と 総括  

 

（ １ ） 第 ７章 の 知 見の ま と め  
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第 ７ 章 で は ， 教 室 談 話 を 形 づ く っ て い る 授 業 観 と 「 物 語 」 の 読 み の

授 業 に お ける 生 徒 の読 む と い う 行 為 と のか か わ り を明 ら か にす る た めに，

第 ５ 章 と 第６ 章 で 検討 し た 授 業に つ い て， 単 元 を 通じ て の 生徒 の 読 みの

深 ま り の 過程 と 権 威 的 関 係 の 揺ら い だ 談話 過 程 に つい て 記 述的 分 析 を行

っ た 。 そ の結 果 ， 次の ２ 点 の 知見 が 得 られ た 。  

第 １ に ， 生 徒 の ワ ー ク シ ー ト 記 述 の 縦 断 的 検 討 か ら ， 単 元 の ご く 初

期 に 権 威 付 け ら れ た 短 い キ ー ワ ー ド に よ っ て ，「 物 語 」 の 全 体 に か か わ

る 特 定 の 読み 方 が 生徒 た ち に 特権 化 さ れ う る こ と が示 さ れ た。  

第 ２ に ， 教 師 の 真 正 な 質 問 と そ れ に 対 す る 生 徒 の 応 答 に よ っ て 談 話

過 程 の 権 威的 関 係 が揺 ら い だ 事例 の 検 討か ら ， 生 徒が 小 グ ルー プ で の学

習 活 動 を 通し て 「 物語 」 と 他 者， そ し て自 分 と 深 く対 話 す るこ と で 教師

の 想 定 す る読 み を 越え て ， 教 師が 想 定 し て い な い 新た な 読 みを 創 造 する

力 を 持 っ てい る こ とが 示 唆 さ れた 。  

上 記 の こ と か ら ， 教 室 談 話 を 形 づ く る 授 業 観 と 「 物 語 」 の 読 み の 授

業 に お け る生 徒 の 読む と い う 行為 と の かか わ り に つい て 次 のよ う に まと

め る こ と がで き る 。 教 師 が 「 権威 者 」 とし て 「 既 成の 文 学 的価 値 や 技術」

を 子 ど も に伝 達 し よう と す る 教師 の 意 図は ， 生 徒 にい と も 簡単 に 実 現さ

れ る 。 た だし ， こ のよ う な 授 業観 を 乗 り越 え よ う とす る 試 みは ， 完 全な

る 失 敗 ， 完全 な る 成功 と い う よ う に ど ちら か の 結 果に し か なら な い わけ

で は な い 。検 討 し た事 例 で み たよ う に ， 単 元 の ま とま り と 授業 中 の 1 つ

の 局 面 に おい て 読 み 方 の 特 権 化の 様 相 が異 な っ て くる こ と も ま ま あ るこ

と だ と 考 えら れ る 。  

 

（ ２ ） 第 Ⅳ部 の 意 義  

 

第 Ⅳ 部 の 意義 と し て， 次 の 2 点が 挙 げ られ る 。  

第 １ に ，「 物 語 」 の 読 み の 授 業 に か か わ る ２ つ の 授 業 観 の 間 に 実 際 の

授 業 実 践 を位 置 付 け， そ こ で の生 徒 の 「物 語 」 に つい て の 読み の 深 まり

に つ い て 議 論 し た こ と で あ る 。 現 在 ，「 物 語 」 の 読 み の 授 業 実 践 が 位 置

付 く と 考 えら れ る 現実 的 文 脈 との か か わり か ら 生 徒の 読 み の深 ま り を記

述 し た 点 であ る 。  

第 ２ に ， 社 会 文 化 的 ア プ ロ ー チ で 媒 介 さ れ た 行 為 を と ら え る う え で ，

特 権 化 や 権威 的 関 係 の よ う な 生徒 の 学 習に お け る 政治 性 は これ ま で 十分

に 検 討 さ れて こ な かっ た 。 教 師が 以 下 にプ ラ ン を 実現 し ， 生徒 が い かに

そ れ に 対 抗し て い くか と い う 視点 で 授 業実 践 を と らえ る こ とは ， 教 室談
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話 研 究 に 新た な 視 座を 提 供 す るも の と 思わ れ る 。  

 

第２節  教室で他者と共に「物語」を読むという行為  

 

本 研 究 で は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 み を 交 流 す る 実 際 の 授 業 事 例 に つ

い て の 質 的 な 解 釈 と 記 述 に よ っ て ，「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 過 程

の 詳 細 に つい て 検 討し た 。 本 節で は ， ここ ま で に 明ら か と なっ た 知 見を

整 理 し た 前節 で の 議論 に 基 づ いて 総 合 的な 考 察 を 行う 。  

本 研 究 は ， 交 流 的 活 動 を 通 し て 協 働 的 に 「 物 語 」 に つ い て の 読 み を

深 め る 授 業に お け る生 徒 の 「 物語 」 を 読む と い う 行為 が ど のよ う な 過程

で あ る の かと い う 問い に 基 づ き， 教 室 談話 と い う 社会 文 化 的な 状 況 が異

な っ て く る授 業 の 諸局 面 や 対 象と な る 「物 語 」 の 違い に 注 目し な が ら生

徒 の 「 物 語」 を 読 むと い う 行 為を 検 討 して き た 。 次に 示 す F i g u r e ５ は，

第 １ 章 第 ４節 で 示 した 「 物 語 」を 読 む とい う 行 為 がな さ れ る際 の 教 室談

話 と い う 社会 文 化 的状 況 と の 相互 作 用 を示 し た F i g u r e 2 を前 節 で 述べ

た 本 研 究 の 知 見 を 踏 ま え て 修 正 し た も の で あ る 。 以 下 で は ， F i g u r e 5

に 基 づ き なが ら ， 本研 究 の 総 合的 考 察 を行 う 。  

 

〈物語〉についての読みを交流する授業

授業観
葛藤

個人の特性
諸属性

教室談話

⑤

②

①

登場人物への
共感／反感

〈物語〉を
読むという行為
出来事の筋立て
「声」／「多声化」

〈物語〉
生成的／多声的

教室のことば←「焦点化」
話し言葉↔書き言葉

〈物語〉との対話・他者との対話・
自己との対話

後続の局面における
教室談話

④

③
特権化／
権威構造

 

F i g u r e  5  「 物 語 」 を 「 読 む と い う 行 為 」 に お け る 社 会 文 化 的 状 況 と

の 相 互 作 用  
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第 Ⅱ 部 第 ３ 章 で は ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 活 動 に 積 極 的 に 価 値

を 認 め る 授業 と い う社 会 文 化 的状 況 に おい て 生 徒 が「 物 語 」 を 読 む とい

う 行 為 の 過程 を 検 討し た （ F i g u r e 5 中の ① ）。ま た ， 第Ⅱ部 第 ４ 章 では ，

「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 が ，「 物 語 」 側 の 要 因 と 生 徒 側 の 要 因 の 相 互

作 用 に ど の よ う な 影 響 を 受 け て い る の か を 検 討 し た （ F i g u r e ５ 中 の

② ）。 第 Ⅲ 部 第 ５ 章 で は ， 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 活 動 と か か わ っ て

行 わ れ る 生徒 の 自 己内 対 話 の 過程 を と らえ る た め に， 記 述 の過 程 を 跡づ

け る こ と ので き る 手だ て を ほ どこ し た ワー ク シ ー トに つ い て検 討 を 行っ

た （ F i g u r e ５ 中 の ③ ）。 第 Ⅲ 部 第 ６ 章 で は ， 小 グ ル ー プ で の 交 流 活 動

が 設 定 さ れた 授 業 とい う 社 会 文化 的 状 況に お け る ，終 末 の 振り 返 り 活動

と そ れ ま で の 談 話 過 程 と の 関 連 に つ い て 検 討 し た （ F i g u r e ５ 中 の ④ ）。

第 Ⅳ 部 第 ７章 で は ，読 み の 交 流に 積 極 的な 意 味 を 見出 そ う とす る 授 業実

践 の 現 実 的な 文 脈 を踏 ま え ， 特定 の 読 み方 の 特 権 化， 談 話 過程 に お ける

権 威 的 な 関 係 に 注 目 し て ， 読 む と い う 行 為 の 過 程 を 検 討 し た （ F i g u r e

５ 中 の ⑤）。  

上 記 の よ う な 検 討 の 結 果 ， 本 研 究 で は 「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 の

過 程 が ， ①話 題 と なる 出 来 事 につ い て の 「 物 語 」 にお け る 語り の あ り方，

② 談 話 過 程に お い て生 徒 が 応 答し よ う とし て い る 他者 の 発 話の あ り 方，

③ 生 徒 が 登場 人 物 へ 抱 く 共 感 ／反 感 と いう ３ つ の 要素 の 密 接に 関 連 した

相 互 作 用 の 中 で 形 成 さ れ る 様 相 を 明 ら か に し た （ F i g u r e ５ 中 の 二 重 線

で 示 し た 三角 形 ）。「物 語 」 を 読む と い う行 為 は ， 対象 で あ る 「 物 語 」が

変 わ れ ば ，読 む と いう 行 為 の あり 方 が 変わ る と い う 二 者 間 の 一 方 向 的な

関 係 で は なく ， 対 象で あ る 「 物語 」 と 複数 の 生 徒 の相 互 作 用に よ る 多様

な 反 応 と ，話 題 と なる 出 来 事 が語 ら れ るそ の 様 態 と別 の 語 り方 の 可 能性，

そ し て ， 交流 の 過 程に お い で どの 生 徒 がど の よ う に応 答 し てい く か とい

う ， 複 数 の要 素 の 関連 に 影 響 を受 け て いる の で あ る。 社 会 文化 的 ア プロ

ー チ の 視 座 に 基 づ け ば ，「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 と そ の 対 象 で あ る

「 物 語 」 の 個 別 性 ， そ し て ，「 物 語 」 に つ い て 交 わ さ れ る こ と ば は 分 け

て 考 え る こ と が で き な い 。 小 グ ル ー プ で の 読 み の 交 流 は ， こ の よ う な

「 物 語 」 を読 む と いう 行 為 の 多様 な あ り方 を 支 え 駆動 す る もの と し てと

ら え ら れ なけ れ ば なら な い 。 さら に ， 授業 の 任 意 の局 面 に 導入 さ れ る書

く 活 動 が ，話 し 言 葉に よ る 談 話過 程 か らの 情 報 の 取り 出 し では な く ，他

者 の 読 み の再 文 脈 化を 促 し た り， 新 た な読 み を 生 成す る た めに 使 わ れた

り す る と いう 知 見 は， 交 流 を 通し て 「 物語 」 を 読 み深 め る こと を 目 指す

授 業 に 実 践的 な 示 唆を 与 え る だろ う 。  
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本 研 究 の 上 記 の よ う な 知 見 は ，「 物 語 」 を 読 む 授 業 実 践 に つ い て 行 わ

れ る 研 究 に新 し い 視座 を 提 供 する も の と考 え ら れ る。 我 が 国の 文 学 教育

の 領 域 で は ，「 物 語 」 の 語 り 手 ， あ る い は 登 場 人 物 が 読 み 手 で あ る 生 徒

の 認 識 を 振り 返 ら せる こ と ， すな わ ち 「物 語 」 そ のも の の 他者 性 に つい

て 強 い 関 心 が 向 け ら れ 議 論 が 深 め ら れ て き た （ c . f . ,  田 中 ,  1 9 9 6 ;  田

中 ・ 須 貝 ,  2 0 1 2 ;  田 近 ,  1 9 9 6 ;  2 0 1 3 ）。 し かし ， 授 業とい う 社 会 文化

的 状 況 の 現実 は ， 教室 で 複 数 の生 徒 が 協働 し て 作 り出 す 談 話過 程 が 「物

語 」 を 読 む と い う 行 為 と 切 り 離 せ な い も の で あ る こ と を 示 し て い る 。

「 物 語 」 と生 徒 ， 談話 過 程 の 個別 具 体 性と そ の 相 互作 用 の あり 方 を 考慮

す る こ と が必 要 で ある 。  

本 研 究 で は ，「 声 」 の 観 点 か ら 「 物 語 」 の 読 み の 深 ま り に つ い て ３ つ

の 知 見 が 得ら れ た 。第 １ は ， 物語 言 説 に含 ま れ る 登場 人 物 の発 話 や オノ

マ ト ペ で 表 現 さ れ た 音 が ，「 物 語 」 の 読 み の 二 声 化 ， あ る い は 多 声 化 を

促 す こ と で あ る 。 第 ４ 章 で 検 討 し た 事 例 で は ， 生 徒 が ，「 物 語 」 の 虚 構

世 界 の あ る登 場 人 物の 発 話 を ，そ の 登 場人 物 ， そ の発 話 が 向け ら れ た登

場 人 物 ， そし て 自 分と い う 三 者の 意 識 から 聴 い て いた 。 音 声は ， 人 と人

の 間 に 存 在し ， 同 時に 同 じ も のを 他 者 と共 有 す る こと が で きる 。 こ れに

対 し ， 映 像イ メ ー ジは ， あ る 一点 か ら の見 え で あ り， 他 者 と同 じ も のを

共 有 す る こ と は で き な い 。「 物 語 」 が 読 ま れ る そ の 場 に お い て ， そ の こ

と ば が ， 発話 者 と 聞き 手 そ れ ぞれ の 立 場， そ し て その 当 事 者の 知 ら ない

第 三 者 と いう 立 場 から 解 釈 さ れう る と いう こ と は この よ う な音 声 情 報の

認 知 的 な 特性 が あ ると 考 え ら れる 。 こ のこ と か ら ，発 話 や オノ マ ト ペを

話 題 と し て生 徒 が 読み の 交 流 をす る こ とで 「 物 語 」の 二 重 の景 観 に 気付

い て い く と い う こ と も 考 え ら れ る 。 た と え ば ， 石 井 （ 2 0 0 6 ） で は ， 宮

澤 賢 治 「 やま な し 」の 授 業 で ，か に た ちの 世 界 に やま な し が落 ち て くる

と き の 「 とぶ ん 」 とい う オ ノ マト ペ を 話題 と し て 話し 合 う 子ど も た ちの

様 子 が 紹 介さ れ て いる 。 こ の オノ マ ト ペに つ い て それ ぞ れ の読 み を 交流

す る な か で， 認 知 の主 体 か ら 見た と き の対 象 の 相 対的 大 き さ， 対 象 との

距 離 ， そ の音 を 聞 いた 場 所 の 環境 な ど につ い て の 子ど も の 理解 が 言 語化

さ れ る ， その こ と は， か に の 意識 ， 語 り手 の 意 識 ，そ し て 自分 の 意 識を

通 し て こ の音 に 多 声的 な 意 味 をこ ど も が見 出 す こ とに つ な がる と 考 えら

れ る 。  

第 ２ は ， 生 徒 が ， 自 分 の 読 み と は 異 な る 「 声 」 か ら 創 り 出 さ れ た 他

者 の 読 み を， 自 分 の 「 声 」 に 基づ い て 編集 す る こ とで ， 結 果と し て 読み

が 深 ま ら ない 場 合 のあ る こ と を示 唆 し た こ と で あ る。 検 討 した 事 例 では，
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語 り 手 ／ 読み 手 か ら登 場 人 物 への 焦 点 の移 動 に と もな う 出 来事 に 対 する

意 味 づ け が部 分 的 に失 わ れ て いた 。 「 物語 」 の 読 みの 授 業 につ い て 研究

す る 際 に ，読 み を 創り 出 す 「 声」 と 言 説と し て 具 体化 さ れ た読 み と のこ

の よ う な 関係 を 踏 まえ る こ と で， 「 物 語」 に つ い ての 生 徒 の読 み の 深ま

り の 実 態 に迫 る こ とが で き る だろ う 。  

第 ３ は ， 一 人 の 登 場 人 物 の 内 部 で の 「 声 」 の 葛 藤 や 対 立 と い う 「 物

語 的 自 己 」（ リ ク ー ル ， 1 9 9 0 ） や 「 対 話 的 自 己 」（ ハ ー マ ン ス ＆ ケ ン ペ

ン ， 2 0 0 6 ） な ど の 自 己 論 に つ な が る 議 論 が 「 物 語 」 の 読 み の 授 業 過 程

で 行 わ れ て い る こ と を 生 徒 の 実 態 か ら 確 認 し た こ と で あ る 。 や ま だ

（ 2 0 0 6 ） の 言 う よ う に ， を ， 深 く 他 者 や 文 化 と 関 与 し て あ る 「 自 己 」

の 固 有 性 を 物 語 に よ っ て 紡 い で い く 存 在 と し て 人 を 捉 え る と き ，「 物 語 」

の 読 み の 授業 に お ける こ の よ うな 生 徒 の取 り 組 み は大 変 興 味深 い 。 ただ

し ， こ の よ う な 議 論 が 行 わ れ た の は ， 読 む と い う こ と の 対 象 で あ っ た

「 卒 業 ホ ーム ラ ン 」の 物 語 言 説に 登 場 人物 の 内 的 な葛 藤 が 直接 的 に 言及

さ れ て い た こ と と 強 く 関 連 し て い る と 思 わ れ る 。 た だ ，「 羅 生 門 」 が

「 下 人 が 盗人 に な る物 語 」 と 評さ れ る こと が 示 唆 する よ う に， い わ ゆる

主 人 公 の 変化 や 成 長を 主 題 と する 物 語 は少 な く な い。 こ の よう な こ とを

踏 ま え る と， 登 場 人物 の 他 者 との 社 会 的な 結 び つ き の 中 で ，そ の 登 場人

物 が 新 し い物 語 を 生成 し て い くこ と に つい て 行 わ れる 議 論 の 実 態 を 事例

の 検 討 を 積み 重 ね るこ と で 明 らか に し てい く 必 要 があ る と 思わ れ る 。   

以 上 ，「 物 語 」 と 生 徒 ， 談 話 過 程 の 個 別 具 体 性 と そ の 相 互 作 用 の 間 に

「 物 語 」 を読 む と いう 行 為 が 位置 付 く こと と 「 声 」の 観 点 から 見 た とき

の 「 物 語 」の 読 み の深 ま り に つい て 得 られ た 知 見 につ い て 議論 し た 。 こ

れ ら の 知 見は ， 交 流を 通 し て 「物 語 」 につ い て の 読み を 深 める 授 業 につ

い て の 研 究に 新 た な視 座 を 提 供し て い ると 考 え ら れる 。   

 

第３節  今後の課題  

 

最 後 に ， 本 研 究 で 残 さ れ た 理 論 的 ， 方 法 論 的 な 課 題 に つ い て 述 べ る 。  

理 論 的 な 課 題 の 第 １ は ，「 物 語 」 に つ い て の 物 語 学 （ n a r r a t o l o g y ）

や 心 理 学 にお け る 広範 に わ た る議 論 を 関連 付 け ， 整理 し て いく こ と であ

る 。 例 え ば ， 上 記 の ，「 声 」 の 観 点 か ら の 「 物 語 」 の 読 み の 深 ま り に つ

い て 得 ら れ た 知 見 の １ に か か わ っ て ， ジ ュ ネ ッ ト （ 1 9 8 5 ｂ ） は ， 物 語

が 言 説 で 描き 出 す 対 象 を 「 出 来事 」 と 「こ と ば 」 に区 分 し てい る 。 この

う ち 「 焦 点化 」 は 「出 来 事 」 を対 象 と する 物 語 言 説に 適 応 され る も ので，
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「 こ と ば 」に つ い ては 異 な る 議論 を 展 開し て い る ので あ る 。ジ ュ ネ ット

は ，「 言 葉 」 に つ い て の 物 語 言 説 は 言 説 の 再 生 産 に お け る 逐 語 性 の 度 合

い に 応 じ て 細 分 化 で き る と し て い る （ 1 9 8 5 ｂ ， p p . 4 7 - 6 7 ）。 こ こ で い

う 逐 語 性 とは ， 出 来事 の 当 事 者た る 登 場人 物 の こ とば を ， 語り 手 が どれ

だ け 忠 実 に 「（ 再 ） 生 産 」（ p p . 5 2 - 5 3 ） し て い る か と い う こ と を 指 し て

い る 。 こ の逐 語 性 の度 合 い は ，語 り 手 ／読 者 と 虚 構世 界 の 現実 と の 「 距

離 」（ ジュ ネ ッ ト ,  1 9 8 5 a ,  p p . 1 8 8 - 1 9 1 ） の 大 き さと 対 応し て い る 。

こ の 「 距 離 」 に か か わ っ て ， こ と ば に つ い て の 物 語 言 説 は ，「 再 現 さ れ

た 言 説 」，「転 記 さ れた 言 説 」，「物 語 化 され た 言 説 」の ３ 種 に分 類 される。  

 

A 「 実 力の 世 界 だから な 。」と 徹 夫 は言っ た 。（再 現 さ れた言 説 ）  

 B 徹 夫 は 野 球 が 実 力 の 世 界 だ と い う こ と を 言 っ た 。（ 転 記 さ れ た 言 説 ）  

 C 徹 夫は 智 を 補欠に し な い 理由 を 口 にし た 。（物 語 化 された 言 説 ）   

 

ジ ュ ネ ッ ト （ 1 9 8 5 ｂ ） は ， 語 り 手 が 物 語 の 出 来 事 を ど の よ う に 見 て

い る か と いう 「 叙 法」 の 内 容 に「 焦 点 化」 と 別 立 てで 「 距 離」 を 置 いて

い る 。「 距 離 」 は ， 物 語 言 説 の 描 き 出 す 虚 構 世 界 の デ ィ テ ー ル の 程 度 に

か か わ る カテ ゴ リ であ る 。「焦 点 化 」が物 語 情 報 の質 的 な 変調 （「 何を 媒

介 に し て 」） を 制 禦 す る の に 対 し て ，「 距 離 」 は 物 語 情 報 の 量 的 な 変 調

（「 ど のく ら い ？」）を 制 禦 す る（ p . 4 6 ）。  

こ の よ う な 議 論 に 対 し て 本 研 究 で は ， 物 語 内 容 の こ と ば も 出 来 事 と

し て と ら えて い る 。そ れ は 第 １に は ， 物語 に つ い ての 聞 き 手／ 読 み 手の

能 動 性 に 着 目 し た や ま だ （ 2 0 0 0 ） の 定 義 に 基 づ い て 議 論 を 進 め た た め

で あ る 。 や ま だ （ 2 0 0 0 ） は ， 出 来 事 を 筋 立 て る 行 為 が 物 語 で あ る と し ，

そ の 出 来 事は 文 脈 が与 え ら れ ，筋 書 き が創 ら れ る こと で 組 織さ れ ， 出来

事 １ つ １ つが ， そ して 出 来 事 を構 成 する 1 つ 1 つ の 文 章も 物 語 構 造を

も つ と 述 べ て い る 。 や ま だ （ 2 0 0 0 ） は ， あ る 登 場 人 物 が 何 ら か の セ リ

フ を 誰 か に向 け て いっ た と 言 うこ と は 出来 事 と し て読 み 手 ／聞 き 手 はと

ら え ， ジ ュ ネ ッ ト （ 1 9 8 5 ｂ ） は セ リ フ の 部 分 だ け は そ れ を 物 語 言 説 化

す る 語 り 手／ 話 し 手に と っ て 異質 な の で出 来 事 と しな い と いう の である。  

本 研 究 は ， 協 働 的 に 構 成 さ れ る 対 話 の 過 程 を 検 討 す る こ と で 人 の 認

知 過 程 に 迫 ろ う と す る ア プ ロ ー チ を と り ，「 物 語 」 の 読 み の 深 ま り を 学

際 的 な 立 場か ら 明 らか に し よ うと す る もの で あ っ た。 こ の よう な 理 論的

な 立 場 に 基づ く 研 究を 積 み 重 ねる こ と で， 複 数 の 学問 領 域 で見 出 さ れた

理 論 を 関 連付 け ， 整理 し て い くこ と が 今後 の 課 題 とし て 残 され て いる。  
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第 ２ は ， 教 室 談 話 を 分 析 す る 枠 組 み に つ い て 理 論 的 な 考 察 を 深 め ，

よ り 洗 練 し て い く こ と で あ る 。 本 研 究 で は ，「 物 語 」 の 出 来 事 に 対 し て

ど の よ う な 意 識 か ら 言 及 す る か と い う こ と に 絞 っ て ｢ 焦 点 化 ｣ 概 念 に 基

づ い て 発 話 の 分 析 を 行 っ た 。 し か し ， バ フ チ ン （ 1 9 8 8 ） の 発 話 の 対 話

的 定 位 の アイ デ ィ アに 見 ら れ るよ う に ，発 話 に は 対象 に 対 する 態 度 とそ

の 宛 先 に 対 す る 態 度 の 両 方 が 刻 ま れ て い る 。 ジ ュ ネ ッ ト （ 1 9 8 5 a ） も ，

こ の こ と にか か わ り， 誰 が 誰 に向 け て どの よ う に 語っ て い るの か と いう

こ と ， す なわ ち ， 物語 言 説 が 示す 語 り 手と 聞 き 手 の関 係 の あり 方 を 示す

概 念 と し て 「 態 」（ v o i x ） を 提 唱 し て い る 。 こ の よ う な ア イ デ ィ ア を

「 物 語 」 を読 む 授 業の 談 話 過 程を 分 析 する 概 念 枠 組み に 組 み込 ん で いく

こ と は ，「 物 語 」 を 読 む と い う 行 為 に つ い て の 新 た な 知 見 を も た ら す も

の と 考 え られ る 。  

 方 法 論 的な 課 題 とし て の 第 1 は ， 少 数の 授 業 事 例の 検 討 から 結 論 を導

き 出 し て いる た め ， そ の 一 般 化可 能 性 に 問 題 の あ るこ と で ある 。 今 後，

よ り 多 く の事 例 に つい て 検 討 を重 ね る こと が 必 要 であ る 。 さら に ， 第５

章 か ら 第 ７章 で の 観察 で は ， ワー ク シ ート を 回 収 し， 音 声 によ る 談 話過

程 と 関 連 付け な が ら分 析 を 行 った も の の， 第 ３ 章 第４ 章 で は こ の よ うな

手 続 き は 踏ま れ て いな い 。 授 業観 察 に 加え ， ワ ー クシ ー ト やノ ー ト 等の

文 書 類 の 収集 ， 教 師や 生 徒 へ のイ ン タ ビュ ー ， 質 問紙 調 査 など 多 角 的に

デ ー タ を 収集 し て トラ イ ア ン ギュ レ ー ショ ン を 行 い観 察 し た授 業 に 対す

る 解 釈 の 妥当 性 を 高め た 研 究 を行 う こ とが 必 要 で ある 。  

第 ２ は ，「 物 語 」 を 協 働 的 に 読 み 深 め る 授 業 の 過 程 を そ れ に よ る 子 ど

も の 読 む 能力 の 個 人的 な 伸 長 と関 連 さ せて 検 討 す るこ と で ある 。 ワ ーチ

( 2 0 0 2 ) は ， 学 習 を 文 化 的 道 具 の 「 専 有 （ a p p r o p r i a t i o n ）」 の 過 程 と

し て と ら える こ と を提 唱 し て いる 。 こ の概 念 は ， ヴィ ゴ ツ キー の 内 化概

念 を 発 達 や学 習 の 形態 と し て 精緻 化 す る， 比 較 的 長い 時 間 の学 習 を 想定

す る 概 念 と と ら え ら れ る （ 佐 藤 ， 2 0 0 7 ） 。 た と え ば ， 第 ５ 章 か ら 第 ７

章 で 検 討 した 事 例 では ， あ る 出来 事 に つい て 他 者 が行 っ た 特定 の 読 み方

を 自 分 の もの に し て別 の 出 来 事に つ い て意 味 づ け をす る 姿 が見 ら れ た。

そ れ を 「 専有 」 の 一部 過 程 と して と ら える こ と が でき る だ ろう 。 し かし，

同 じ 単 元 の内 部 ， ある い は 同 じ 「 物 語 」 と い う 枠 を越 え て ，読 む と いう

行 為 に か か わ る 文 化 的 道 具 を 子 ど も が ｢ 専 有 ｣ し て い く 過 程 を 記 述 し て

い く こ と は今 後 の 課題 と し て 残さ れ て いる 。  

第 ３ は ，「 物 語 」 の 物 語 言 説 の 多 様 な あ り 方 を 考 慮 し て 読 み の 深 ま り

を 追 究 す べき 事 で ある 。 本 研 究で は ， 重松 清 「 卒 業ホ ー ム ラン 」 と 芥川
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龍 之 介 「 羅 生 門 」 と い う 物 語 内 容 構 造 の 異 な る 「 物 語 」（ F i g u r e 6 ） に

つ い て の 生徒 の 読 むと い う 行 為を 検 討 した 。 虚 構 世界 の 出 来事 の 当 事者

を 対 象 化 する 存 在 が物 語 言 説 にお い て 明示 的 に 示 され て い るか 否 か によ

っ て ， 読 者の 景 観 の 二 重 性 に 対す る 意 識の 仕 方 は 異な っ て くる と 考 えら

れ る 。 物 語 言 説 に お け る こ の よ う な 違 い は ，「 物 語 」 に つ い て の 読 者 の

読 み が 深 まる 過 程 に影 響 を 与 える も の と考 え ら れ る。 今 回 ， 取 り 上 げた

事 例 の 範 囲で は ， この よ う な 構造 の 違 いが 生 徒 の 読む と い う行 為 に どの

よ う な 違 いを も た らす の か 十 分考 察 す るこ と が で きな か っ た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま た ， こ の よ う な 大 き な 枠 組 み だ け で は な く ， 物 語 言 説 の 特 定 の あ

り 方 に 応 じて 変 化 する ， 読 む とい う 行 為の あ り 方 につ い て も検 討 し てい

く 必 要 が ある 。 例 えば ， 第 ５ 章 で の 事 例の 検 討 で は， 「 物 語」 の 虚 構世

界 の 時 間 の流 れ が 止ま っ て い る物 語 言 説に 示 さ れ る出 来 事 につ い て 登場

人 物 の 意 識を 通 し て語 る こ と は困 難 で ある こ と が 示唆 さ れ た。 こ の よう

な ， 物 語 言説 の 部 分の 特 定 の あり 方 と 読む と い う 行為 の か かわ り に つい

て 検 討 す るこ と が 望ま れ る 。  

 

  

F i g u r e 6  「卒 業ホ ー ム ラ ン」 と 「 羅生 門 」 の 物語 内 容 の構 造  

 

語り手 読み手（生徒）

「徹夫」 「典子」

「最後の試合の日」の世界

「物語行為」の行われる世界

「下人」 「老婆」

「作者」

語り手 読み手（生徒）

「平安朝」の世界

「物語行為」の行われる世界

「作者」が語る世界
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付 ： よ り 大胆 に 可 能性 を 利 用 せよ 』 平 凡社  

B a r n e s ,  D .  ( 2 0 0 8 ) .  E x p l o r a t o r y  T a l k  f o r  L e a r n i n g .  I n  

N e a l  M e r c e r  a n d  S t e v e  H o d g k i n s o n  ( E d s . )  E x p l o r i n g  
T a l k  i n  S c h o o l .  S A G E  P u b l i c a t i o n .  P p . 1 - 1 6   

バ ル ト ,  R . 著 ／ 花 輪光 訳  ( 1 9 7 9 ) 『 物 語 の 構 造 分 析 』 み す ず 書 房  

B r o w n ,  A . L . ,  &  C a m p i o n e ,  J . C .  ( 1 9 9 6 ) .  P s y c h o l o g i c a l  

t h e o r y  a n d  t h e  d e s i g n  o f  i n n o v a t i v e  l e a r n i n g  

e n v i r o n m e n t s :  O n  p r o c e d u r e s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  

s y s t e m s .  I n  L .  S c h a u b l e  &  R .  G l a s e r  ( E d s . ) ,  

I n n o v a t i o n s  i n  l e a r n i n g :  N e w  e n v i r o n m e n t s  f o r  
e d u c a t i o n  ( p p .  2 8 9 – 3 2 5 ) .  M a h w a h ,  N J :  E r l b a u m  
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B r u n e r ,  J e r o m e  S .  ( 1 9 8 6 ) .  A c t u a l  M i n d s ,  P o s s i b l e  
W o r l d s .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  

M a s s a c h u s e t t s  L o n d o n ,  E n g l a n d . （ 田 中 一 彦訳 （ 1 9 9 8 ）

『 可 能 世 界の 心 理 』み す ず 書 房）  

B r u n e r ,  J e r o m e  S .  ( 1 9 9 0 ) .  A c t s  o f  m e a n i n g .  H a r v a r d  

U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s  

L o n d o n ,  E n g l a n d . （ 岡 本 夏 木・ 仲 渡一 美 ・ 吉 村啓 子 訳

（ 1 9 9 9 ）『 意 味 の復権 ： フ ォ ーク サ イ コロ ジ ー に 向け て 』 ミネ ル

ヴ ァ 書 房 ）  

C a z d e n ,  C .  ( 2 0 0 1 ) .  C l a s s r o o m  d i s c o u r s e :  T h e  l a n g u a g e  o f  

t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  2 n d  e d i t i o n .  N J :  H e i n e m a n n  

C h a n ,  C . K . K .  ( 2 0 0 0 ) .  協 働 に よ る 科学 学 習 に おけ る 問 題を 中 心 に 据

え た 探 索  上 田 一 博 ・ 岡 田 剛 編 『 協 働 の 知 を さ ぐ る : 創 造 的 コ ラ ボ

レ ー シ ョ ンの 認 知 科学 』 共 立 出版  p p . 1 0 8 - 1 3 3  

中 央 教 育 審議 会 教 育課 程 部 会 （ 2 0 0 7 ）教 育 課 程 部会 に お ける こ れ ま で

の 審 議 の まと め

（ h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u / s h i n g i / c h u k y o / c h u k y o

3 / s i r y o / 0 7 1 1 0 6 0 6 / 0 0 1 . p d f ）  

ク ラ ー ク ,  K .  ＆  ホ ル ク イ ス ト ,  M . 著 ／ 川 端 香 男里 ， 鈴 木晶 訳 （ 1 9 9 0 ）

『 ミ ハ イ ール ・ バ フチ ー ン の 世界 』 せ りか 書 房  

コ ー ル ,  M .  著 ／ 天 野 清 訳 （ 2 0 0 2 ）『文化 心 理 学 ：発 達 ・ 認知 ・ 活 動 へ

の 文 化 - 歴 史 的 アプロ ー チ 』 新曜 社      

C o r n e l i u s ,  L .  &  H e r r e n k o h l ,  L .  R .  （ 2 0 0 4 ）  P o w e r  i n  t h e  

c l a s s r o o m :  H o w  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  s h a p e s  

s t u d e n t s ’  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  

c o n c e p t s .  C o g n i t i o n  a n d  I n s t r u c t i o n ,  2 2 ( 4 ) ,  4 6 7 - 4 9 8  

カ ラ ー ,  J . 著 ／ 荒 木 映 子 ・ 富 山 太 佳 夫 訳 （ 2 0 0 3 ）『 文 学 理論』 岩 波 書

店  

カ ラ ー ,  J . 著 ／ 折 島 正 司 訳 （ 2 0 1 1 ）『 文学 と 文 学 理論 』 岩 波書 店  

ダ ニ エ ル ズ ,  H . 著 ／ 山 住 勝 弘 ・比 留 間 太白 訳 （ 2 0 0 6 ）『 ヴィゴ ツ キ ー

と 教 育 学 』関 西 大 学出 版 部  

D i j k s t r a ,  K . ,  Z w a a n ,  R . A . ,  G r a e s s e r ,  A . C . ,  &  M a g l i a n o ,  

J . P .  ( 1 9 9 4 ) .  C a r a c t e r  a n d  r e a d e r  e m o t i o n s  i n  

l i t e r a r y  t e x t s .  P o e t i c s  2 3 ,  1 3 9 - 1 5 7  

エ ー コ ,  U . 著 ／ 篠 原資 明 訳 （ 2 0 1 1 ）『 物語 に お け る読 者 』 青土 社  

E r i c k s o n ,  F .  ( 1 9 8 2 ) .  C l a s s r o o m  d i s c o u r s e  a s  

i m p r o v i s a t i o n :  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a c a d e m i c  t a s k  

s t r u c t u r e  a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  s t r u c t u r e  i n  

l e s s o n s .  I n  L .  C .  W i l k i n s o n .  ( E d . ) ,  C o m m u n i c a t i n g  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  N e w  Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s .  P p . 1 5 3 -

1 8 1  

E r i c k s o n ,  F .  ( 1 9 9 6 ) .  G o i n g  f o r  t h e  z o n e :  t h e  s o c i a l  a n d  

c o g n i t i v e  e c o l o g y  o f  t e a c h e r - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  i n  

c l a s s r o o m  c o n v e r s a t i o n s .  H i c k s  D .  ( E d . )  D i s c o u r s e ,  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/07110606/001.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/07110606/001.pdf
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L e a r n i n g ,  a n d  S c h o o l i n g .  N e w  Y o r k :  C a m b r i d g e  

U n i v e r s i t y  P r e s s .  P p . 2 9 - 6 2  

F i s h ,  S .  ( 1 9 8 0 ) .  I s  T h e r e  a  T e x t  i n  T h i s  C l a s s ?  :  T h e  

A u t h o r i t y  o f  I n t e r p r e t i v e  C o m m u n i t i e s .  H a r v a r d  

U n i v e r s i t y  P r e s s  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s  L o n d o n ,  

E n g l a n d .  

藤 江 康 彦 （ 2 0 0 0 ） 一 斉 授 業 の 話 し 合 い 場 面 に お け る 子 ど も の 両 義 的 な

発 話 の 機 能－ 小 学 ５年 の 社 会 科授 業 に おけ る 教 室 談話 の 分 析－  教

育 心 理 学 研究  4 8 ,  2 1 - 3 1  

藤 江 康 彦 （ 2 0 1 0 ）「共 同 学 習 支援 の 学 習環 境 」 秋 田喜 代 美 ・藤 江 康 彦

『 授 業 研 究と 学 習 過程 』 放 送 大学 教 育 振興 会  p p . 1 4 3 - 1 5 7  

藤 森 裕 治 （ 2 0 0 5 ）文 学 的 文 章の 〈 読 み〉 と 話 し 合い － そ の本 質 的 関 連

性 に お け る一 考 察 －  『 国 語 科教 育 』 5 8 ,  1 8 - 2 5  

藤 森 裕 治 （ 2 0 0 7 ）『バ タ フ ラ イ・ マ ッ プ法 － 文 学 で育 て る 〈美 〉 の 論

理 力 』 東 洋館 出 版 社  

藤 森 裕 治 （ 2 0 1 3 ）『す ぐ れ た 論理 は 美 しい ： B マッ プ 法 でひら く こ と

ば の 学 び 』東 洋 館 出版 社  

藤 村 宣 之 ・太 田 慶 司（ 2 0 0 2 ） 算 数授 業は 児 童 の 方略 を ど のよ う に 変 化

さ せ る か －数 学 的 概念 に 関 す る方 略 変 化の プ ロ セ ス－  教 育心 理 学

研 究 ， 5 0 ( 1 ) ,  3 3 - 4 2  

府 川 源 一 郎 （ 1 9 9 5 ）『 文 学 す る こ と ・ 教 育 す る こ と ： 文 学 体 験 の 成 立

を 目 指 し て』 東 洋 館出 版 社  

福 田 由 紀 （ 1 9 9 5 ）『物 語 理 解 にお け る 視覚 的 イ メ ージ の 視 点の 役 割 』

風 間 書 房  

古 屋 喜 美 代・ 田 代 康子 （ 1 9 8 9 ） 幼児 の絵 本 受 容 過程 に お ける 登 場 人 物

と 読 者 の かか わ り  教 育 心 理 学研 究 ， 3 7 ( 3 ) ， p p . 2 5 2 - 2 5 8  

ジ ュ ネ ッ ト ,  G . 著 ／ 花 輪 光 ・ 和泉 涼 一 （ 1 9 8 5 a ）『物 語 の ディ ス ク ー

ル 』 水 声 社  

ジ ュ ネ ッ ト ,  G . 著 ／ 和 泉 涼 一 ・神 郡 悦 子（ 1 9 8 5 b ）『 物 語 の詩 学 』 書 肆

風 の 薔 薇  

濵 田 秀 行 （ 2 0 0 7 ）『ク リ テ ィ カル な 思 考を 育 む 国 語科 学 習 指導 』 溪 水

社  

濵 田 秀 行 （ 2 0 0 8 ）テ ク ス ト を批 評 的 に読 解 す る 力を 育 成 する  日 本 国

語 教 育 学 会主 催  第 7 1 回 国 語教 育 全国 大 会  校種 別 分 科会 高 等 学

校 部 会 配 付資 料  

濵 田 秀 行 （ 2 0 1 0 ）単 元 「 ク リテ ィ カ ルに 読 む 」  日 本 国 語教 育 学 会 監

修 『 豊 か な言 語 活 動が 拓 く  国語 科 単 元学 習 の 創 造  Ⅶ  高等 学 校

編 』 東 洋 館出 版 社  

濵 田 秀 行 （ 2 0 1 3 a ） 交 流 を 通し て 物 語を 協 働 的 に読 み 深 める  授 業 に

お け る 生 徒の 「 読 み」 の 特 徴  月 刊 国 語教 育 研 究 ,  4 8 9 , 5 0 - 5 7  

濵 田 秀 行 （ 2 0 1 3 b ） 物 語 に つい て の 読み の 交 流 過程 の 特 徴： 中 学 校 国

語 の 授 業 事例 分 析 を通 し て 『 語学 と 文 学』 4 9 ,  p p . 1 - 1 5  

ハ ー マ ン ス & ケ ンペン 著 ／ 溝 上慎 一 ･ 水間 玲 子 ･ 森 岡正 芳 訳（ 2 0 0 6 ）

『 対 話 的 自己  デ カル ト ／ ジ ェー ム ズ ／ミ ー ド を 超え て 』 新曜 社  

H i c k s ,  D .  ( 1 9 9 6 ) .  C o n t e x t u a l  i n q u i r i e s :  a  d i s c o u r s e -
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o r i e n t e d  s t u d y  o f  c l a s s r o o m  l e a r n i n g .  I n  H i c k s ,  

D . ( E d . ) .  D i s c o u r s e ,  l e a r n i n g ,  a n d  s c h o o l i n g .  N e w  

Y o r k .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,   p p . 1 0 1 - 1 4 4  

一 柳 智 紀 （ 2 0 0 9 ） 教 師 の リ ヴ ォ イ シ ン グ の 相 違 が 児 童 の 聴 く と い う 行

為 と 学 習 に与 え る 影響 .  教 育 心 理 学 研 究 , 5 7 , 3 7 3 - 3 8 4  

一 柳 智 紀 （ 2 0 1 2 ）『 授 業 に お け る 児 童 の 聴 く と い う 行 為 に 関 す る 研 究 』

風 間 書 房  

一 柳 智 紀 （ 2 0 1 3 ）児 童 の 話 し方 に 着 目し た 物 語 文読 解 授 業に お け る 読

み の 生 成 過程 の 検 討 ― D . バ ー ン ズ の 「探 究 的 会 話」 に 基 づく 授 業

談 話 と ワ ーク シ ー トの 分 析 ―  教 育 方 法学 研 究  3 8  p p . 1 3 - 2 3  

I n a g a k i  K . ,  H a t a n o  G .  &  M o r i t a  E .  ( 1 9 8 8 ) .  C o n s t r u c t i o n  

o f  M a t h e m a t i c a l  K n o w l e d g e  t h r o u g h  W h o l e - C l a s s  

D i s c u s s i o n .  L e a r n i n g  a n d  I n s t r u c t i o n ,  8 ( 6 ) ,  5 0 3 - 5 2 6 .    

井 上 尚 美 （ 2 0 0 7 ）『 思 考 力 育 成 へ の 方 略 － メ タ 認 知 ・ 自 己 学 習 ・ 言 語

論 理 － 〈 増補 新 版〉』 明 治 図 書  

イ ー ザ ー ,  W . 著 ／ 轡 田 収 訳 （ 1 9 9 8 ）『行為 と し て の読 書  美的 作 用 の

理 論 』 岩 波書 店  

石 原 千 秋 （ 2 0 0 4 ）『テ ク ス ト はま ち が わな い － 小 説と 読 者 の仕 事 』 筑

摩 書 房  

石 原 千 秋 （ 2 0 0 9 ）『読 者 は ど こに い る のか － 書 物 の中 の 私 たち 』 河 出

書 房 新 社  

石 井 順 治 （ 1 9 8 8 ）『子 ど も と とも に 読 む授 業 － 教 師主 導 型 から の 脱

皮 』 国 土 社  

石 井 順 治 （ 2 0 0 4 ）『「 学 び あう 学 び 」が生 ま れ る とき 』 世 織書 房  

石 井 順 治 （ 2 0 0 6 ）『 こ と ば を 味 わ い 読 み を ひ ら く 授 業 ： 子 ど も と 教 師

の 「 学 び 合う 学 び」』 明 石 書 房  

石 井 順 治 （ 2 0 1 2 ）『「 学 び 合う 学 び 」が深 ま る と き』 世 織 書房  

伊 東 一 郎 （ 2 0 0 8 ）〈 音 楽 〉 形 式 か ら 〈 声 〉 の 現 象 へ ― バ フ チ ン 『 ド ス

ト エ フ ス キー の 創 作の 諸 問 題 』に お け る「 ポ リ フ ォニ ー 」 概念 を め

ぐ っ て ―  早 稲 田 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 紀 要  第 ２ 分 冊  5 3  

p p . 1 7 - 3 4  

岩 田 純 一 （ 1 9 9 2 ）『発 達 心 理 学』 有 斐 閣  

岩 田 純 一 （ 1 9 9 6 ）物 語 と し ての 発 達 へ： ブ ル ー ナー  『 別冊 発 達  

2 0 』 ミ ネ ルヴ ァ 書房  p p . 3 3 - 5 3  

鍛 冶 哲 郎 （ 2 0 0 4 ） 読 む こ と の 個 別 性 と 社 会 性 － ブ ー ス ， フ ィ ッ シ ュ ，

イ ー ザ ー の読 者 反 応論 を め ぐ って  小 森陽 一 ・ 富 山太 佳 夫 ・沼 野 充

義 ・ 兵 藤 裕己 ・ 松 浦寿 輝 『 岩 波講 座  文学  別 巻  文 学 理 論』 岩 波

書 店  p p . 7 3 - 9 4  

上 谷 順 三 郎（ 1 9 9 7 ）『 読 者 論 で国 語 の 授業 を 見 直 す』 明 治 図書  

河 野 麻 沙 美（ 2 0 0 7 ） 算 数 授 業に お け る図 が 媒 介 した 知 識 構築 過 程 の 分

析 ；「 立ち 戻 り 」過程 に 支 え られ た 子 ども た ち 同 士の 足 場 がけ に 注
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目 し て  『質 的 心 理学 研 究 』， 6 ， p p . 2 5 - 4 0  

K n o e l l e r ,  C .  ( 1 9 9 4 ) .  N e g o t i a t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  

T e x t :  T h e  R o l e  o f  S t u d e n t - L e d  D i s c u s s i o n s  i n  

U n d e r s t a n d i n g  L i t e r a t u r e .  J o u r n a l  o f  R e a d i n g ,  3 7 ( 7 ) ,  

p p . 5 7 2 - 8 0   

K n o e l l e r ,  C .  ( 1 9 9 8 ) .  V o i c i n g  o u r s e l v e s :  w h o s e  w o r d s  w e  

u s e  w h e n  w e  t a l k  a b o u t  b o o k s .  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  

N e w  Y o r k  P r e s s ,  A l b a n y .  

小 岩 井 嘉 蓉子 （ 2 0 0 1 ）『 物語 と こ とば のイ ン タ ー フェ イ ス 』今 日 の 話

題 社  

K o m e d a ,  H .  ,  K a w a s a k i ,  M .  ,  T s u n e m i ,  K . ,  &  K u s u m i ,  T .  

( 2 0 0 9 ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e s t i m a t i n g  

p r o t a g o n i s t s ’  a n d  e v a l u a t i n g  r e a d e r s ’  e m o t i o n  i n  

n a r r a t i v e  c o m p r e h e n s i o n .  C o g n i t i o n  a n d  E m o t i o n ,  

2 3 ( 1 ) ,  1 3 5 - 1 5 1   

米 田 英 嗣 ・楠 見 孝 （ 2 0 0 7 ） 物 語 理解 にお け る 感 情過 程 ： 読者 － 主 人 公

相 互 作 用 にお け る 状況 モ デ ル 構築  心 理学 評 論 ， 5 0 ( 2 ) ， 1 6 3 -

1 7 9  

桑 野 隆 （ 2 0 1 1 ）『 バフ チ ン ： カー ニ ヴ ァル ・ 対 話 ・笑 い 』 平凡 社 新 書  

小 森 陽 一 （ 1 9 9 1 a ） テ ク ス ト :  t e x t  石 原 千 秋 ・木 股 知 史・ 小 森 陽

一 ， 島 村 輝， 高 橋 修， 高 橋 世 織（ 1 9 9 1 ）『 読 む た めの 理 論 ―文

学 ・ 思 想 ・批 評 ― 』世 織 書 房  p p . 4 - 1 1  

小 森 陽 一 （ 1 9 9 1 b ） 語 り :  n a r r a t i o n  石 原 千秋 ・ 木 股知 史 ・ 小 森陽

一 ， 島 村 輝， 高 橋 修， 高 橋 世 織（ 1 9 9 1 ）『 読 む た めの 理 論 ―文

学 ・ 思 想 ・批 評 ― 』世 織 書 房  p p . 9 4 - 9 9  

小 森 陽 一 （ 2 0 0 9 ）『大 人 の た めの 国 語 教科 書 』 角 川書 店  

ク リ ス テ ヴァ ,  J .  著 ／ 原 田 邦夫 訳 （ 1 9 8 3 ）『 記号 の 解体学 ： セ メ イオ

チ ケ １ 』 せり か 書 房  

L a n g e r ,  J . A .  ( 2 0 1 1 ) .  E n v i s i o n i n g  L i t e r a t u r e :  L i t e r a r y  

U n d e r s t a n d i n g  a n d  L i t e r a t u r e  I n s t r u c t i o n  2 n d  

E d i t i o n .  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s , 1 2 3 4  A m s t e r d a m  

A v e n u e ,  N e w  Y o r k .  

L e e ,  C . D .  &  S m a g o r i n s k y ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  I n t r o d u c t i o n :  

C o n s t r u c t i n g  M e a n i n g  t h r o u g h  C o l l a b o r a t i v e  

I n q u i r y .  I n  L e e ,  C . D .  &  S m a g o r i n s k y ,  P .  ( E d s . ) ,  

V y g o t s k i a n  P e r s p e c t i v e s  o n  L i t e r a c y  R e s e a r c h :  
C o n s t r u c t i n g  M e a n i n g  t h r o u g h  C o l l a b o r a t i v e  
I n q u i r y .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  N Y ,  

U S A .   

ロ ッ ジ ,  D . 著 ／ 伊 藤 誓 訳 （ 1 9 9 2 ）『 バ フ チ ン 以 後 ：〈 ポ リ フ ォ ニ ー 〉 と

し て の 小 説』 法 政 大学 出 版 局  

マ ク ナ ミ ー ， S . ＆ ガ ー ゲ ン ,  K . J . ほ か 著 ／ 野 口 裕 二 ・ 野 村 直 樹 訳

（ 1 9 9 8 ）『 ナ ラ テ ィ ブ ・ セ ラ ピ ー  社 会 構 成 主 義 の 実 践 』 金 剛 出
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版  

松 尾 剛 ・ 丸 野 俊 一 （ 2 0 0 7 ） 子 ど も が 主 体 的 に 考 え ， 学 び 合 う 授 業 を 熟

練 教 師 は いか に 実 現し て い る か  － 話 し合 い を 支 える グ ラ ウン ド ・

ル ー ル の 共 有 過 程 の 分 析 を 通 じ て －  教 育 心 理 学 研 究 ， 5 5 （ 1 ），

9 3 - 1 0 5  

M e a n s ,  M .  L . ,  &  V o s s ,  J .  F .  （ 1 9 9 6 ） . W h o  r e a s o n s  w e l l ?  

T w o  s t u d i e s  o f  i n f o r m a l  r e a s o n i n g  a m o n g  c h i l d r e n  o f  

d i f f e r e n t  g r a d e ,  a b i l i t y ,  a n d  k n o w l e d g e  l e v e l s .  

C o g n i t i o n  a n d  I n s t r u c t i o n ,  1 4 （ 2 ） , 1 3 9 - 1 7 8  

M e h a n .  H . （ 1 9 7 9 ） L e a r n i n g  l e s s o n s .  C a m b r i d g e ,  M a s s :  

H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  

箕 浦 康 子 （ 1 9 9 9 ）フ ィ ー ル ドワ ー ク の基 礎 的 ス キル  箕 浦康 子 編 著

『 フ ィ ー ルド ワ ー クの 技 法 と 実際 － マ イク ロ ・ エ スノ グ ラ フィ ー 入

門 』 ミ ネ ルヴ ァ 書 房  p p . 2 1 - 4 0  

宮 崎 清 孝 （ 1 9 8 8 ）「想 像 の 世 界を 作 る －文 学 の 理 解と “ 語 り” － 」  

岩 波 講 座  教 育 の 方法 ７  『 美の 享 受 と創 造 』 岩 波書 店  

宮 崎 清 孝 （ 2 0 0 8 ）「視 点 の 働 き－ よ り 深い 理 解 に 向け て 」 宮崎 清 孝 ・

上 野 直 樹 『視 点 』 東京 大 学 出 版会  p p . 1 0 1 - 1 8 9  

溝 上 慎 一 （ 2 0 0 8 ）『 自 己 形 成 の 心 理 学  他 者 の 森 を か け 抜 け て 自 己 に

な る 』 世 界思 想 社  

文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8 a ）『 小 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  国 語 編 』 東 洋 館 出 版

社  

文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8 b ）『 中 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  国 語 編 』 東 洋 館 出 版

社  

 

文 部 科 学 省（ 2 0 1 1 ）『 言 語 活 動の 充 実 に関 す る 指 導事 例 集 【小 学 校

版 】』 教育 出 版  

文 部 科 学 省（ 2 0 1 2 ）『 言 語 活 動の 充 実 に関 す る 指 導事 例 集 【中 学 校

版 】』 教育 出 版  

茂 呂 雄 二 （ 1 9 9 7 ） 談 話 の 認 知 科 学 へ の 招 待  茂 呂 雄 二 編 『 対 話 と 知 ：

談 話 の 認 知科 学 入 門』 新 曜 社 .  P p . 1 - 2 0  

茂 呂 雄 二 （ 1 9 9 9 ）『具 体 性 の ヴィ ゴ ツ キー 』 金 子 書房  

村 瀨 公 胤 （ 2 0 0 5 ） 授 業 の デ ィ ス コ ー ス 分 析  秋 田 喜 代 美 ・ 恒 吉 僚 子 ・

佐 藤 学 編 『 教 育 研 究 の メ ソ ド ロ ジ ー 』 東 京 大 学 出 版 会  p p . 1 1 5 -

1 3 7  

米 国 学 術 研 究 推 進 会 議 （ N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ） 編 著 ／ 森

敏 昭 ・ 秋 田 喜 代 美 監 訳 （ 2 0 0 2 ）『 授 業 を 変 え る ： 認 知 心 理 学 の さ

ら な る 挑 戦』 北 大 路書 房  



143 

 

野 口 裕 二 （ 2 0 0 2 ）『 物 語 と し て の ケ ア  ナ ラ テ ィ ブ ･ ア プ ロ ー チ の 世 界

へ 』 医 学 書院  

N y s t r a n d ,  M .  &  G a m o r a n ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  B i g  P i c t u r e :  

L a n g u a g e  a n d  L e a r n i n g  i n  H u n d r e d s  o f  E n g l i s h  

L e s s o n s .  I n  M .  N y s t r a n d ,  A .  G a m o r a n ,  R .  K a c h u r ,  a n d  

C .  P r e n d e r g a s t .  O p e n i n g  D i a l o g u e .  T e a c h e r s  C o l l e g e  

P r e s s ,  N e w  Y o r k .  P p . 3 0 - 7 4  

N y s t r a n d ,  M . ,  W u ,  L .  L .  &  G a m o r a n ,  A . ,  &  Z e i s e r ,  S .  

( 2 0 0 3 ) .  Q u e s t i o n s  i n  t i m e :  I n v e s t i g a t i n g  t h e  

s t r u c t u r e  a n d  d y n a m i c s  o n  u n f o l d i n g  c l a s s r o o m  

d i s c o u r s e ,  D i s c o u r s e  P r o c e s s e s ,  3 5 ( 2 ) ,  1 3 5 - 1 9 6  

O ’ C o n n o r ,  M .  C . ,  &  M i c h a e l s ,  S .  1 9 9 6  S h i f t i n g  

p a r t i c i p a n t  f r a m e w o r k s :  O r c h e s t r a t i n g  t h i n k i n g  

p r a c t i c e s  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  I n  D .  H i c k s ( E d . ) ,  

D i s c o u r s e ,  l e a r n i n g ,  a n d  s c h o o l i n g  p p . 6 3 - 1 0 3  N e w  

Y o r k :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  

O E C D （ 2 0 0 9 ） P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  

A s s e s s m e n t  ( P I S A )  2 0 0 9 .  

h t t p : / / p i s a 2 0 0 9 . a c e r . e d u . a u / d o w n l o a d s . p h p  

大 西 道 雄 （ 1 9 9 1 ） 授 業 過 程 に お け る 児 童 の 文 章 理 解 － 読 み の 傾 向 性 と

認 知 ス タ イル －  福岡 教 育 大 学紀 要 ， 4 0 （ 第 1 分 冊） ,  7 5 - 9 1  

太 田 正 夫 （ 1 9 7 0 ）『想 像 力 と 文学 教 育 』三 省 堂  

小 山 内 秀 和・ 楠 見 孝  （ 2 0 1 4 ） 物 語 世 界へ の 没 入 体験 ― 読 解過 程 に おけ

る 位 置 づ けと そ の 機能  心 理 学評 論 ,  5 6 ,  4 5 7 - 4 7 3 .  

朴 東 燮 ・ 茂 呂 雄 二 ,  ( 2 0 0 7 )  “ バ フ チ ン の 対 話 性 概 念 に よ る 社 会 心 理 研

究 の 拡 張 ” ,  実 験 社 会 心 理 学 研 究 , 4 6 ( 2 ) , p p . 1 4 6 - 1 6 1 .   

P a l i n c s a r ,  A .  S .  ( 2 0 0 3 ) .  C o l l a b o r a t i v e  A p p r o a c h e s  t o  

C o m p r e h e n s i o n  I n s t r u c t i o n .  A n n e  P o l s e l l i  S w e e t  a n d  

C a t h e r i n e  E .  S n o w  ( E d s . )  r e t h i n k i n g  r e a d i n g  

c o m p r e h e n s i o n .  N e w   Y o r k :  T h e  G u i l f o r d  P r e s s .  P p . 9 9 -

1 1 4  

レ イ ボ ウ ,  J . ・ チ ャ ー ネ ス ,  M . A . ・ キ ッ パ ー マ ン ,  J . ・ ベ イ シ ル ,  S . R .

著 ／ 丸 野 俊 一 ・ 安 永 悟 訳 （ 1 9 9 6 ）『 討 論 で 学 習 を 深 め る に は 』 ナ

カ ニ シ ヤ 出版  

ラ イ チ ェ ン ,  D .  S .  ＆  サ ル ガ ニ ク ,  L .  H .  編 著 ， 立 田 慶 裕監 訳 『 キ

ー ・ コ ン ピテ ン シ ー： 国 際 標 準の 学 力 をめ ざ し て 』明 石 書 店  

ポ ー ル ・ リク ー ル 著  久 米 博 訳（ 2 0 0 4 ）『 時 間 と 物語 【 Ⅲ 】物 語 ら れ

る 時 間 』 新曜 社  

佐 伯 胖 （ 1 9 7 8 ）『イメ ー ジ 化 によ る 知 識と 学 習 』 東洋 館 出 版社  

http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_32252351_32236225_39758660_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_32252351_32236225_39758660_1_1_1_1,00.html
http://pisa2009.acer.edu.au/downloads.php
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佐 伯 胖 （ 2 0 0 4 ）『「わ か り 方 』の 探 究 ：思 索 と 行 動の 原 点 』小 学 館  

西 郷 竹 彦 （ 1 9 9 8 ）『西 郷 竹 彦 ・教 育 全 集  第 1 4 巻  文 芸 学講 座 （ Ⅰ ）  

視 点 ・ 形 象・ 構 造 』恒 文 社  

佐 藤 公 治 （ 1 9 9 6 ）『 認 知 心 理 学 か ら 見 た 読 み の 世 界 － 対 話 と 共 同 的 学

習 を 目 指 して － 』 北大 路 書 房  

佐 藤 公 治 （ 1 9 9 9 ）『対 話 の 中 の学 び と 成長 』 金 子 書房  

佐 藤 公 治 （ 2 0 0 7 ）国 語 教 育  『 児 童 心理 学 の 進 歩 4 6 』  p p . 1 2 0 - 1 4 2 .  

佐 藤 学 （ 1 9 9 4 ） 教 室 と い う 政 治 空 間 － 権 力 関 係 の 編 み 直 し へ  森 田 尚

人 ・ 藤 田 英典 ・ 黒 崎勲 ・ 片 桐 芳雄 ・ 佐 藤学 編 『 教 室の 中 の 政治  教

育 学 年 報 （３ ）』世織 書 房  p p . 3 - 3 0  

佐 藤 学 （ 2 0 0 3 ）『 教師 た ち の 挑戦 ― 授 業を 創 る 、 学び が 変 わる 』 小 学 館  

佐 々 木 正 人（ 1 9 9 4 ）『 ア フ ォ ーダ ン ス ：新 し い 認 知の 理 論 』岩 波 書 店  

澤 田 英 三 ・南 博 文 （ 2 0 0 1 ） 質 的 調査 －観 察 ・ 面 接・ フ ィ ール ド ワ ー ク  

南 風 原 朝 和・ 市 川 伸一 ・ 下 山 晴彦 編 『 心理 学 研 究 法入 門 － 調査 ・ 実

験 か ら 実 践ま で 』 東京 大 学 出 版会  

S a w y e r ,  R .  K . （ E d . ） .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  C a m b r i d g e  h a n d b o o k  o f  

t h e  l e a r n i n g  s c i e n c e s .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .

（ 森 敏 昭 ・ 秋 田 喜 代 美 監 訳 （ 2 0 0 9 ）『 学 習 科 学 ハ ン ド ブ ッ ク 』 培

風 館 ）  

S c h a n k ,  R . C .  ( 1 9 7 9 ) .  I n t e r e s t i n g n e s s :  C o n t r o l l i n g  

I n f e r e n c e s .  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e ,  1 2 ,  2 7 3 - 2 9 7  

白 水 始 （ 2 0 0 6 ） 教室 の 中 で の学 習 － 協調 に よ る 理解 深 化 －『 児 童 心 理

学 の 進 歩 4 5 』  p p . 8 5 - 1 1 1  

田 近 洵 一 （ 1 9 9 6 ）『創 造 の 〈 読み 〉 － 読書 行 為 を ひら く 文 学の 授 業 』

東 洋 館 出 版社  

田 近 洵 一 （ 2 0 1 3 ）『創 造 の 〈 読み 〉 新 論－ 文 学 の 〈読 み 〉 の再 生 を 求

め て 』 東 洋館 出 版 社  

田 島 信 元 （ 2 0 0 3 ）『共 同 行 為 とし て の 学習 ・ 発 達 －社 会 文 化的 ア プ ロ

ー チ の 視 座』 金 子 書房  

高 木 光 太 郎（ 1 9 9 8 ） 学 び と 対話 － 「 唯一 の 声 」 から 発 達 を考 え る －  

佐 伯 胖 ・ 黒崎 勲 ・ 佐藤 学 ・ 田 中孝 彦 ・ 浜田 寿 美 男 ・藤 田 英 典編 集

『 授 業 と 学習 の 転 換』 岩 波 書店 p p . 5 0 - 6 9  

高 橋 良 久 （ 2 0 0 7 ）『 生 徒 の 読 ん だ ｢ 羅 生 門 ｣ － 新 し い 解 釈 を 求 め て － 』

溪 水 社  

武 田 忠 （ 2 0 0 8 ）『「 生 き る 力 」 を 育 む 授 業  い ま 、 教 育 改 革 に 問 わ れ る

も の 』 新 曜社  

竹 長 吉 正 （ 2 0 0 2 ）読 む こ と の指 導 過 程論 の 成 果 と展 望  全国 大 学 国 語

教 育 学 会 『国 語 科 教育 学 研 究 の成 果 と 展望 』 明 治 図書  p p . 2 3 7 -

2 4 4  

田 中 孝 一 ・ 町 田 守 弘  編 集 ・ 監 修 （ 2 0 0 6 ）『 い ま 求 め ら れ る 読 解 指 導 開

発 マ ニ ュ アル 』 東 京法 令 出 版  
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田 中 実 （ 1 9 9 6 ）『小説 の 力 ： 新し い 作 品論 の た め に』 大 修 館書 店  

田 中 実 ・ 須 貝 千 里 篇 （ 2 0 1 2 ）『 文 学 が 教 育 に で き る こ と － 「 読 む こ と 」

の 秘 鑰 』 教育 出 版  

丹 藤 博 文 （ 2 0 1 0 ）「 羅 生 門 」（ 芥 川 龍 之 介 ） の 授 業 実 践 史 ：『 羅 生 門 』

の 行 方 は 誰も 知 ら ない  浜 本 純逸 監 修 『文 学 の 授 業づ く り ハン ド ブ

ッ ク ： 授 業 実 践 史 を 踏 ま え て  第 4 巻  中 ・ 高 等 学 校 編 』 溪 水 社   

p p . 1 1 8 - 1 3 8  

T o u l m i n ,  S .  E .  ( 2 0 0 3 ) .  T h e  U s e s  o f  A r g u m e n t :  U p d a t e d  
E d i t i o n .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  

塚 田 泰 彦 （ 2 0 0 5 ）ど の よ う な文 脈 を 包摂 し て 文 学教 育 を 再構 築 す る か  

田 中 実 ・ 須貝 千 里  編 著 『「こ れ か らの文 学 教 育 」の ゆ く え』 右 文

書 院  p p . 2 7 5 - 2 8 7  
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