
書

評植

西
浩

一
著

『聴

く

こ
と
と
対
話

の
学
習
指
導
論

』

棚

橋

尚

子

「聴
く

こ
と
、
対
話
」
を
超
え
た
国
語
科
教
育
全
体

の
在
り
方
を
示
す
書

本
書

の
読

了

後

、

実

践

と

理
論

と

の
往

還

の

中

で
試

行

錯

誤

を

重

ね

な

が

ら
子

ど
も

を
言

葉

の
高

み

に
誘

う

教

師

の
姿

が
立

ち

現

れ

た

。
真

摯

に
注

意

深

く

日

々

子

ど

も

た
ち

に
対

峙

す

る

そ

の
姿

は
、

私

自

身

が

目
標

と
し

理

想

と

す

る

教
師

の
姿

で
あ

る
。

「
聴

く

こ
と

」
、

「
対
話

」

と

い
う

切

り

口

で
構

想

さ

れ
た
本

書

は
、
そ

の
実

、

思

考
力

や
表

現

力

の
育
成

を

目
指

し

た

国
語

科

教
育

全

体

を
語

る
深

遠
な

内
容

に
満
ち

て

い
る
。

そ

の
ア
プ

ロ
ー

チ

は

見

事

で
あ

り

、

読

み

手

を

引

き
込

む
平

明

か

つ
精

緻

な

文

脈

は
、

後
半

部

に

示

さ

れ

た
子

ど

も

た

ち

の
言

葉

を

根

拠

に
説

得
力

を
加

速

さ

せ

て

い
く

。

筆
者
は
三
十
四
年
間
に
わ
た
り
奈
良
教
育
大

学

附

属

中

学
校

に
勤

務

し

た

。
年

若

く

情

熱

を

持

っ
て
教

壇

に
立

つ
者

の
多

く

が

そ
う

で
あ

る

よ
う

に

、

若

い
こ

ろ

は
教

材

を
分

か
り

や

す

く

楽

し

く
教

え

る

こ
と

に
夢
中

に
な

っ
た

と

い
う

。

そ

の
筆

者

が
、

「
読

む

こ
と

」
や

「書

く

こ
と

」

の
指

導

を

重

ね

、
多

分

平

成

元
年

の
学

習

指

導

要

領

の
改

訂

に
伴

っ
て

の

こ
と

で

あ

ろ
う

、

力

を

入

れ

た
音

声
言

語

の
指

導

の
中

で

「
学

習

者

が

話

せ

な

い

の
は
、

き
く

(、
)力

が

弱

い
か

ら

で

は
な

い
か

」
と

考
え

る

よ
う

に
な

っ
て

い

っ
た

。

本

書

は

そ

の
問

題

意

識

を

原
点

と

し

て

い
る

。

さ

ら

に

「
「
聴

く

こ
と
」

を

「
聴

く

こ
と
」

の
枠

内

で
収

め

る
な

ら
ぼ

、

聴

く

こ
と

の
学

習

指

導

の
深
化

・
拡

充

は
望

め

な

い
」
、

「
「聴

く

こ
と

」

は

「
話

す

こ
と

」
と

併
せ

て
考

え

る

こ
と

に
よ

っ

て
、
効
果

的

指
導

が
可

能

と
な

り

、

実

践

に
も
深

み
が
出

る
。

そ
れ

も

単

に

「話

す

」

こ
と
を

加

え

る

の

で
は

な
く

、

「
対
話

」

と

い
う
概

念

の
も

と

で
、

「
聴

く

こ
と

・
話

す

こ
と

」

を
考

え
、

実

践

を

進

め

て

い
く

こ
と

が
重

要

」

と

、
対

話

指

導

へ

と
歩

を

進

め

て

い
く

。

こ

の

こ
と

は

「
聴

く

こ

と
」

が

、

特

化

し

て
指

導

す

る
よ
う

な

単

独

な

行

為

で
は

な

く

、
話

す

こ
と

と

の
相

互

作

用

と

し

て
捉

え

る

べ

き
行

為

で
あ

る

こ
と
、

そ

の
結

果

と

し

て
、
能

動

的

な

行

為

で
あ

る

こ
と

と

い

う

認

識

に

立

脚

し

た
論

理

で
あ
り

、
納

得

で
き

る
展
開

だ

と
言

え

る
。

こ

の
よ
う

な

考

え

に
基

づ

き

論

じ

ら

れ

た

本

書

は
、

ま

え

が

き
、

あ

と

が

き
等

を
除

い

て
六

章

構

成

を

と

っ
て

い

る
。

大

き
く

区

分

す

る
と

前

半

が

理
論

構

築

、

後

半

が

実
践

の
記

録

と

そ
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の
検

討

で
あ

る
。

す
。

以
下

、

章

の
タ

イ

ト

ル

を
記

第

一
章

問
題
の
所
在
と

「き
く
こ
と
」
の

実
践
指
導
史

第
二
章

「聴
く
こ
と
」
の
理
論

第
三
章

聴
く
こ
と
の
指
導
の
系
統
化

第
四
章

「対
話
」
の
概
念
規
定
と
対
話
指
導

の
構
想

第
五
章

対
話
指
導
の
実
践

第
六
章

対
話
指
導
に
関
す
る
文
献
の
検
討

本
稿
で
は
章
ご
と
に
概
要
を
紹
介
し
つ
つ
国

語
科
教
育
に
お
け
る
意
義
や
課
題
を
述
べ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

第

一
章

問

題

の

所

在

と

「
き

く

こ

と

」

の

実

践
指

導

史

第

一
章

で
は

、

学

習

者

の
実
態

を
踏

ま
え

、

国
語

科

の

「
き

く

こ
と
」

が
抱

え

て

い
る
問

題

が
指

摘

さ
れ

る

と

と
も

に
、

増

田

信

一
の

『
音

声
言

語

教
育

実

践

史
研

究

』
(、
〉に
基

づ

き
、

「
き

く

こ

と
」

が

国

語
科

に

お

い

て
ど

の
よ
う

に
指

導

さ

れ

て
き

た

か

が
検

討

さ

れ

た

上

で

、
今

後

「
き

く

こ

と
」

の
指

導

が

ど

の

よ
う

に
発
展

し

て

い
く

べ
き
か

が
示

唆

さ
れ

て

い
る

。

学

習

者

の
授

業

中

の
話

し

合

い

の
中

に

見

ら

れ

る

「
き
く

力

」

の
弱

さ

は
中

学

生

だ

け

の
問

題

と

は
言

え

ず

、

成

人

に

も
見

ら

れ

る
と

し

、

そ

の
証
左

と

し

て

「
テ

レ
ビ

や
新

聞

紙

上

の
対

談

や
討

論

で
も

、

相

手

の
話

を
き

い

て

い
る

の

だ

ろ

う

か

と
疑

問

に
思
う

や
り

と

り

が

多

い
。

よ

く

か

み
合

っ
た

対

話

に

は
、

め

っ
た

に

出
会

え

な

い
」

と
述

べ

る
。
筆

者

は

こ

こ
か

ら

「
き

け

な

い
」

こ

と

は
成

長

と

と
も

に
自

然

消

滅

は

し

な

い
と
判

じ
、

国

語

科

に

お

け

る

「
き

く

こ

と

」

の
指

導

の
必

要

性

を
説

い
て

い

る
。

さ

ら

に

「
か

な
り

の
生

徒

た

ち

が
静

か

に
聞

い

て

い

る

ふ

り

を

し

て

い

る
だ

け
」

と

い
う

子

ど

も

た

ち

の
実
情

に
も

触

れ

て

い
る
。

私

自

身

も
筆

者

の

こ
れ

ら

の
指

摘

に

は
強

く

同

意

す

る

。

日
本

で
は
古

く

よ
り

「
き

く

こ
と
」

は
受

動

的

な
行

為

で

あ

る

と

さ
れ

、

学
習

指

導

の
場

で
も
態

度

的

な
側

面

以
外

重

視

さ

れ

て

こ
な

か

っ
た

。

き

い
て

い
る

そ

の
内

実

が
他

者

か
ら

は
分

か

り

づ

ら

く
評

価

し

に
く

い

こ
と
も

そ

の
傾

向

を

助

長

し

た

の

だ

ろ
う

。

本
章

第

三
節

に
あ

た

る

「
音

声

言
語

教

育

実

践
史

の
中

の

「
き

く

こ
と

」

1

増

田

信

一

『
音

声

言

語

教
育

実

践

史

研

究

』

を

拠

り

所

と

し

て

ー
」

で

は
、

そ

の
辺

り

の
事

情

を

増

田

の
論

考

を

も

と

に
丁

寧

に
論

究

し

て
お

り

、

総

体

的

に

は
軽

視

さ
れ

て

い
た

「
き
く

こ

と
」

の
指

導

に

も
幾

多

の
曲

折

点

が

あ

っ
た

こ

と
を

述

べ

て

い
る
。

そ

の
上

で
森

岡

健

二

の
見

解

を

引
き

な

が
ら

「
「
き
く

こ
と

」

に
関

し

て
言

え

ば

、

私

語

を

な
く

し

黙

っ
て
き
く

よ
う

に
し

つ
け

る

こ
と

が
、

「
き

く

こ
と
」

の
指

導

で
あ

る

と

い
う

見

方

が

、
今

も

一
般

化

し

て

い
る
」

と

断

じ

て

い
る

。
続

け

て
、

平
成

元
年

度

学

習

指

導

要

領

に

お

け

る
音

声

言

語

重
視

の
方

向

性

が

音

声
言

語
教

育

の
新

展

開

を
生

ん
だ

と
す

る
が
、

私

個

人

と

し

て

は

こ

の
部

分

は

少

し
く

議

論

し

た

い
部

分

で
も

あ

る
。

平

成

元
年

度

版

要

領

に

お

い

て
は

音

声
言

語

重

視

の
方
向

性

は
示

さ

れ

た

も

の

の
、

実
践

現

場

の
傾
向

と

し

て

は
、

コ

ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
能

力

の
育

成

に

は
意

識

が

向

か

ず

、
音

読

、

群

読

な

ど

の
よ
う

な

言

葉

を

発

す

る

活

動

が
脚

光

を

浴
び

て

い
た

の

で
は

な

か

っ
た

か

。
生

き
た

話

し

言
葉

で
あ

る

は
ず

の

ス
ピ

ー

チ

な

ど

の
活

動

で
も
原

稿

を

暗

唱

す

る

活

動

が
多

く

見
ら

れ

、

文
字

言

語

の
音

声

化

に

過

ぎ

な

か

っ
た

の

で

は
な

い
か
。

そ
れ

が

、
筆
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者
が
指
摘
す

る
よ
う
な
現
状
に
つ
な
が

っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
ー

。
平
成
十
年
度
版
学
習

指

導

要

領

で

は
、

昭

和

五

二
年

度

、

平

成

元
年

度

と
続

け

た

「表

現

」

「
理
解

」

の

二
領
域

を

、

「
話

す

こ

と

・
聞

く

こ
と

」

「
書

く

こ
と
」

「読

む

こ
と

」

の
言

語

活

動

に
基

づ
く

三

領

域

に

改

編

し

た

。

ま

た
、

国
語

科

の
目
標

の
中

に

「伝

え

合

う

力

」
と

い
う
文

言

を
割

り

込

ま

せ

、

双

方

向

型

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
能

力

の
育
成

を

図

る

こ
と

を
明

示

し

た

。
大

方

の
教

員

は

こ
こ

に
至

っ
て
初

め

て

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
を

い

か

に

指
導

す

べ
き

か

模
索

し
始

め
た

よ

う

に
感

じ

る

。

つ
ま
り

、

音

声
言

語

の
指

導

は

教

員

に

と

っ
て
も
方

策

を

持

ち

え

な

い
大

き
な

障
壁

で

あ

っ
た

わ

け

で
あ

る
。

第

四
節

に

お

い

て

は
筆

者

か

ら

も

「伝

え

合

う

力

」

が
学

習

指

導

要

領

の
目
標

に
加

わ

っ
た

こ
と

で

の
影

響

の
大

き

さ

が
示

さ

れ

て

い
る

。

第

二
章

「
聴

く

こ

と
」

の

理
論

本

章

で

は
筆

者

自

身

の

「
き

く

こ
と

」

の
理

論

構

築

に
向

け

て
、

三

人

の
先

人

の
論

を
検

討

し

、

そ

こ
か

ら

「
対

話

を
築

く
、

能

動

的
受

信

と

し

て

の

「
聴

く
」

こ
と
L
を
提

示

し

て

い
る
。

そ

の
三

人

と

は

ユ
ル
ゲ

ン

・
ハ
ー

バ

ー

マ
ス
と

斎

藤
美

津

子
、
ミ

ハ
イ

ル

・
パ

フ
チ

ン
で
あ

る
。

三
者

の
論

か

ら
筆

者

が
帰

結

す

る
点

は

「
聴

く

こ
と

」

の
能
動

的

側

面

で
あ

る

。

ハ
ー

バ
ー

マ
ス
は

「
近
代

の
主

観

的

な

理
性

の
あ
り

方

に

反

省

を

加

え

」

た
ド

イ

ツ

の
哲

学
者

で
あ

る
。

彼

は

、
「成

果

志
向

的
行

為

」
と

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
的

行
為

」

と

に
大

別

す

る

「人

間

の
相

互

的

行

為

」

の
う

ち

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

的

行

為

の
意
義

と
、

そ
れ

に
よ

っ
て
達

成

さ

れ

る

「
了

解

」

の
価

値

を

説

」

く

。

そ

こ

に
付

随

す

る

き
き
方

は
、

「
自
己

に
引

き

つ
け
た

一
人

よ

が
り

の
も

の
」

で

は
な

く

、

他

の
文

化

を

受

け

入

れ

自

己

の
変

容

を
も

促

す

き

き
方

で
あ

る
。

筆

者

は
そ

の
た

め

に

「
対
話

者
相

互

の
能

動
的

・

積

極
的

働

き

か
け

が

い
る
」

と

し

て

い
る
。

筆

者

は

次

に
斎

藤

美

津

子

の

『
き

き

方

の
理

論

』

を
紐

解

い
て

い
る
。
ぎ
繕

と

房
8
昌

を

区

別

す

る
斎
藤

の
考

え
を

、
筆

者

は

「
「
き
く

こ
と

」

の
指

導

を
考

え

る
上

で
重

要

L

と
位

置

づ

け

、

検

討

を

重

ね

る

。
耳

か
ら

入

っ
た
音

が
自

分

の

頭

の
中

で

フ
ィ

ル

タ

ー

を
通

し

て
自

分

流

に
変

換

さ

れ

る
と

す

る

斎
藤

の

い
う

能

動
的

な

「
聴

く

(一巨
9

)
」

の

モ

デ

ル

を

「
そ

の
ま

ま

受

け

入
れ

る

こ
と

に

は
問

題

が

あ

る

」

と

し
な

が

ら

も

、

そ

の
行
為

の
恣

意

性

に
は
十

分

注

意

を

払

わ

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
と
も

論

じ

る
。
そ
し

て
、

最

終

的

に

は

「能

動

的

な

行

為

と

し

て

「
き

く

こ

と
」

を

把

握

し

、

そ
れ

ゆ
え

の
恣

意

性

も

考

慮

に
入

れ

た

上

で
、

訓

練

し

て
身

に

つ
け

て

い

く

べ
き

き
き
方

を

「
聴

く
」
」

こ
と

だ
と

す

る
斎

藤

の
考

え

を

土

台

に

「
聴

く

力

」

の
育

成

を

目

指

す

こ
と

を
宣

言

す

る

の
で
あ

る
。

パ

フ
チ

ン
に

つ

い
て

は
、

そ

の
対

話

理

論

に

着

目

し

、

話

し

手
聞

き
手

「
相
互

の
働

き

か

け

を
経

た

、

対
等

の
関

係

で

の
知

の
構

築

」

こ
そ

が
今

ま

さ

に
求

め

ら

れ

る

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
の
あ

り

様

だ

と
考

え

る
。

そ

れ

は

「
話

す

こ

と

に
片

寄

り

す
ぎ

た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン

の

力

点

を

聴

く

側

に
ず

ら

し

、

能

動
的

に
聴

く

こ

と

の
意

味

を

見
直

さ
な

け

れ

ぼ

な

ら
な

い
」

と

の
決

意

に

つ
な

が

っ
て

い
く

。

さ

ら

に

パ

フ
チ

ン
の

「
他
者

の
声
」
、
「多

声
性

」

の
問
題

か

ら
、

そ
も

そ

も

「言

葉

も

思

想

も

、

一
人

の
人

間

の

頭

の
中

で
作

ら

れ

る

の

で

は
な

く
、

社

会

集

団

の
中

で
、

多

く

の
声

が
響

き

合
う

中

で
生

成

さ

れ

て

い
く

」

と

し

、
従

来

型

の

「伝

達

的

モ
デ

ル
」

の
問

題
点

を

指
摘

す

る
。
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聴

く

こ
と

の
能

動
的

側

面

に

つ
い

て

は
、

こ

の
三

者

の
ほ

か

に
も

エ
ル

ン

ス
ト

に
基

づ

く

安

直

哉

(3
)な

ど

の
指
摘

も

あ

る

が
、

本

書

で

は
三

者

の
論

点

を
適

切

に
整

理

し

て
述

べ

る

こ
と

で

読

み
手

の
同
意

を

得

る
流

れ

が

巧

み

に
編

み
出

さ
れ

て

い
る

と
感

じ

る
。

第

三
章

聴

く

こ

と

の
指

導

の
系

統

化

本
章

に

お

い
て
筆

者

は
、

前

章

の
検

討

に
基

づ

い
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
モ
デ

ル
、

「聴

く

こ
と

の

モ
デ

ル
」

を

構

築

し

、

さ

ら

に

「
聴

く

こ
と

の
能

力
表

」

を

提

示

し

て

い
る
。

従

来

存

在

し

た

多

く

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
モ
デ

ル

が

「発

信

者

の
側

か
ら

の
、
直

接
的

働

き

か
け

」
、

「
話

し

手

を
中

心

と
し

た

発

想

」

と

い
う

「
線

・
的

一
方

向
性

」

を
有

す

る
に

過
ぎ

な

い
も

の

で

あ

っ
た

の
に
対

し

、

「能

動

的

に
話

し

・
聴
く

」

と

い
う

相
互

行

為

と

い
う

認

識

に
依

拠

し

た

筆

者

の

モ
デ

ル

の
特

徴

は
、

話

し

手
、

聞

き

手

の

双
方

が

「
共

同

し

て
意

味

を

作

り
出

す
」

こ
と

を
基

盤

と

し

て

い
る
。

対

話

の
中

で
新

し

い
意

味

が

生

成

し
進

化

し

て

い
く

過

程

を

フ

ィ
ー

ド

バ

ッ
ク

と
自

己
変

革

と

い
う

キ

ー

ワ

ー
ド

を

使

い
な

が

ら

図

示

し

て

い

る

モ
デ

ル

は
、

簡

潔

な

が
ら
首

肯

で

き
る
。

「聴

く

こ
と

の
モ
デ

ル
」

で

は
、

ま
ず

「聴

く

こ
と

」

を
①

受

信

準

備

、

②

受

信

、

③

吟
味

、

④

創

造

、
⑤

発
信

と

い
う

五

般

階

に
分

け

て

い
る

が
、

⑤

の
発
信

を
も

「
聴

く

こ

と
」

に

組

み
込

ん

で

い

る

の
は

、

そ

の
能

動

性

を

強

く

意
識

し

た

こ
と

の
反

映

だ

と
考

え

ら
れ

る
。
ま

た
、
「②

受
信

、
③

吟
味

、
④

創
造

」

と

い
う

過
程

(、
)の
中

に
す

で
に
次

の
発
信

に

つ

な

が

る
能

動
性

を
看

取

す

る

こ
と

も

で

き

る
。

筆

者

は
、

こ
れ

ら

の
過

程

の
中

で
自

己
変

革

が

促

さ
れ

て

い
く

と

し

て

お
り

、

そ

れ

は
本

モ
デ

ル

の
究

極

の
目
標

だ

と

言

え

る

。
自

己
変

革

を

促

す

よ
う

な
主

体
的

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
、

そ
し

て

「
聴
く

こ
と
」
、

こ
れ
ら

は
音

声

言
語

や

国
語

科

の
学

習
内

容

に
と

ど

ま

ら
ず

学

校

生

活

全

体

に
展

開

し

て

い
く

ダ

イ

ナ

ミ

ッ
ク

さ

を
有

し

て

い
る
。

「
聴

く

こ
と

の
能

力

表

」

に

つ
い

て
も

、

上

記

モ
デ

ル
と

同
様

、

こ
れ

ま

で
話

し
手

の
独

話

を
聞

く

と

い
う

受

け
身

の
も

の
だ

っ
た

「
聴

く

こ

と
」

を

、
能

動

的

な

も

の
と

と

ら

え

た
上

で

そ

の
構

築

を
試

み

て

い

る
。

筆

者

の
能

力

表

は

昭
和

二
六

年
度

の
学

習

指

導

要

領

(試

案

)

を

は

じ

め

い
く

つ
か

の
系

統

表

や

カ

リ

キ

ュ
ラ

ム

に
基

づ

い

て

い
る

も

の
で
あ

る
が

、

幼
稚

園

か

ら
高

等

学

校

ま

で

の
約

十

五

年

間

を

通

し

て
能

力

と

し

て
身

に

つ
け

る
学

習

事

項

を

示

し

て

お

り
、

「聴

く

こ
と

」

の
指
導

の
目
安

と

し

て
学
校

現

場

に
大

き
く

貢

献

す

る
も

の
だ

と

評

価

で
き

る

。

ま

た
、

一
つ

一
つ

の
項

目

の
大

半

は

、

小

学

校

の
低

・
中

学

年

に

わ

た

っ
て
学

習

す

る

な

ど

の

よ
う

に
、

比

較
的

長

い
期

間

を

費

や

し

て

指
導

を
行

う

設

定

と

な

っ
て

お
り

、

繰

り

返

し

学

習
す

る
中

で
能

力

を
身

に

つ
け

る
国

語

科

の

螺

旋

型
学

習

構

造

を

意

識

し

て

の

こ
と

だ

と

理

解

で

き

る
。

筆

者

の
示

す

こ

の

よ
う

な

指
導

が

不

断

に

で

き

て

い
け
ば

、

前

述

し

た

「
テ

レ

ビ

や
新

聞

紙

上

の
か

み
合

わ
な

い
対

談

や
討

論

」

な

ど

の
成

人

の
問

題

も
減

少

し

て

い
く

こ
と

は

明
白

で
あ

る
。

ま
た

、

「
必
要

な
情

報

を
選
択

し

て
聴

く
」

「話

の
展
開

を
予

想

し

て
聴

く
」

な

ど

従

来

の
能

力

表

に

は

な

か

っ
た

項

目

も

示

さ

れ

厚

み

の
あ

る
能
力

表

と
な

っ
て

い
る
。

第

四

章

「
対

話

」

の
概

念

規

定

と
対

話

指

導

の

構

想

国
語

科

教

育

の
中

で

「
対

話

」

と

言

え
ば

、

長

ら
く

西

尾

実

の
論

が
引

き
合

い
に

出

さ

れ
、
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半
ば

定
説

の
よ
う

に
扱

わ

れ

て
き

た
。

筆

者

は
西

尾

理

論

に

、

対
話

は

「
単

な

る
話

し

合

い

の
形

態

、

話

し
合

い

の
技

能

と

い

っ
た

レ
ペ

ル

で
捉

え

て

い
く

こ
と

は

適

切

で
な

い
」

と

異
議

を

唱

え

る
大

内

善

↓
の
言

説

を

パ

フ
チ

ン
の
対

話

論

と

対
照

さ
せ

る
。

加

え

て
多

田

孝

志

や
平

田

オ

リ
ザ

の
対

話

観

を

検
討

す

る

こ
と

を
通

し
、

対

話

に

つ

い
て
以

下

の
よ
う

な

概

念

規
定

を
行

う

。

入

と

人

と

が
真

摯

に
向

き

合

い
、

互

い

に

言

葉

を

つ
く

し
な

が
ら

、

価

値
観

や

も

の

の

見

方

・
考

え
方

の
相

違

を

乗

り
越

え

て
、

相

互

理
解

を
深

め
、

関

係

を

編

み
直

し
、

新

た

な

知
を

創
出

す

る
言

語
行

為

。

多

田

や

平

田

の
見
解

に

は
、

入

そ
れ

ぞ

れ

の

考

え

方

は
異

な

る

と

い
う

こ
と

を
前

提

と

し

た

従

前

日

本

で
は

あ

ま
り

配

慮

さ

れ

て

こ
な

か

っ

た
対

話

観

が

あ

る
。

自

身

の
意

見

を
述

べ

る

こ

と

が
よ

し

と

さ

れ
な

か

っ
た

長
年

の
日

本

の

コ

ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
様

態

が

、

異
文

化

の
中

で

生

き

る

こ
と

を
求

め
ら

れ

る

よ
う

に
な

っ
て
な

お

さ
ら

克

服

さ

れ
な

け

れ

ぼ

な

ら
な

い
課

題

と

し

て
浮

か
び

上

が

っ
て
く

る
。

一
方

、

筆

者

は

「聴

く

こ
と

」

の
、

二
義

的

な

概

念

規

定

と

し

て

「
も

の
や

こ
と

、

自

分
自

身

と
真

摯

に

向

き

合

い
、
思

索

を

深

め
、
認

識

を
新

た

に
す

る

行

為
」

を

挙
げ

る
。

つ
ま
り

、

「
対
話

」

と

は

「
も

の

・
こ

と

・
ひ
と

と

の
対
峙

の
仕

方

に
か

か

わ

る

も

の

で
あ

り

、

た

と

え
沈

黙

が

支

配

し

て

い

て
も
、

内

面

的

な

対

話

が
進

行

す

る

こ
と

に

な

る

の

で
あ

る
」

と

す

る

。

こ
れ

は
大

内

の
提
言

を

踏

ま
え

た

言

説

で
あ

る

と
思

う

が

、
筆

者

も

述

べ

て

い

る

よ
う

に

対

話

に
関

す

る

「
論

を
拡

散

さ

せ

る
」

と

い
う
筆

者

自

身

の
危

惧

は
拭

い

去

れ
な

い
。

人

と

人

と

の
間

で
行

う

コ
ミ

ュ
ニ

ケ

ー

シ

ョ
ン
行

為

と
自

己
内

の
省

察

と

い

っ
た

行
為

は

同

一
の
位
相

で
論

じ
な

い
方

が

よ

い
の

で

は
な

い
か

と

い
う

の
が
私

の
考

え

で
あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

こ
と

は
対

話

指

導

を

話

す

・
聴

く

と

い
う

音

声

言
語

の
活

動

に
閉

じ

込

め

な

い

で
、

書

い
た

り
読

ん

だ
り

と

い
う

活

動

、

つ
ま

り

国
語

科

全

体

へ
広

が

る

と

い
う

側
面

も
有

す

る
。

本

書

の
場

合

、
実

践

部

分

で
は

こ
の
前

提

が
効

い

て
く

る

こ
と

に
な

る

(後

掲

「
阿
修

羅

と

の
対
話

」
)
。

本

節

で
は

続

け

て
対

話
指

導

の
構

想

を
論

じ

て

い
く

が

、
そ

の
中

で

「対

話

は
社

会
的

行
為

」

で
あ

る
と

す

る
山
元

悦

子

の
説

を
引

き
な

が

ら
、

対

話

は

「
民
主

的

に
開

か

れ

た
学

校

文

化

の
中

で
、

国

語

科

を
中

心
と

し

た
系

統

的

指

導

を

継

続

的

に

行

う

こ

と

に

よ

っ
て
、
育

っ
て

い
く

」

と
述

べ

て

い
る
。

「
民
主

的

」
と

い
う

文
言

に
象

徴

さ

れ

る

学
校

の
在

り

方

、

つ
ま
り

、

教

師

や

年

長

者

な

ど

に

よ

る
締

め

付

け

や
管

理

を

排

除

し

た

風

通

し

の
良

い
集

団

の
在

り

方

は
全

編

を

通

じ

て
流

れ

る
筆

者

の
教
師

と

し

て

の

い
わ

ぼ

衿

持

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

な

風
土

を

持

ち

得

て

初

め

て
実

を
持

っ
た

活

動

に

な

る

で
あ

ろ

う

対

話

に

つ

い
て
筆

者

は
、

「
対

話

に

よ

る
相

互

理

解

」
、

「
対

話

に

よ

る
関

係

の
編

み
直

し

と

知

の

創

出

」

と

い
う

二

つ
の

ス
テ

ッ
プ

を
措

定

し

、

系

統

観

を
持

っ
た

指

導
構

想

と

そ

の
計

画

を

導

い
て

い
く

の

で
あ

る
。

第
五
章

対
話
指
導
の
実
践

本
章
で
は
奈
良
教
育
大
学
附
属
中
の
同
僚
で

あ

っ
た
八
尋
薫
子
の
実
践
も
含
め
、
対
話
に
関

係
す
る
実
践
に
つ
い
て
節
を
設
け
述
べ
て
い
る
。

以
下
、
列
挙
す
る
。
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第

一
節

ノ
ー
ト
を
軸
に
し
た
聴
く
こ
と
の

継
続
的
指
導

第
二
節

対
話
入
門

第
三
節

詩
を
題
材
に
保
護
者
を
交
え
て
話

し
合
う

第
四
節

阿
修
羅
と
の
対
話

第
五
節

「模
擬
市
民
会
議
」
を
通
し
て
見
方

を
広
げ
考
え
を
深
め
る

ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
深
夜

営
業
見
直
し
を
題
材
に
1

第
六
節

異
文
化
と
の
対
話

こ

れ
ら

の
実

践

は

い
ず

れ

も

掛

け

値

な

し

に

「素

晴

ら

し

い
」

実

践

で

あ

る
。

殊

に
第

三

節

に

お
け

る

「保

護

者
」
や
第

六
節

に

お
け

る

「外

国

人
留

学

生

」

な

ど

、

他
者

性

の
強

い
対

話
者

を

用
意

す

る

こ
と

を

通

し
対

話

の
本

質

を

挟

る

実

践
な

ど

は
、

準

備

段

階

か
ら

の

工
夫

や

苦
労

が
手

に
取

る
よ

う

に

わ

か

る
。

対

話

を

成

立

さ

せ

る
授

業

は
た

だ

対

話

を

さ

せ

れ
ば

よ

い

の

で

は

な
く

、

対

話

に
至

る

過
程

を

ど

の
よ

う

に

デ

ザ

イ

ン
で
き

る
か

に

か

か

っ
て

い

る

こ
と

を

改

め

て
痛

感

す

る
内

容

で
あ

る
。

ま
た

、

第

一
節

に
示

さ
れ

た

「
ノ
ー

ト
指

導

」

は
、

筆

者

の
担

当

学
級

で
実

施

し

て
き

た

「
聴

き

書

き

」

を
授

業

の
基

盤

に
据

え

る

方
式

で
、

ボ

ー

ル
ペ

ン
な

ど

の
消

え
な

い
筆

記

具

で
聴

き
取

っ
た

こ
と

を

ノ
ー

ト

す

る

と

い

っ
た

も

の

で
あ

る
。

生

徒

は

自

ら
他

者

の
発

言

を

主

体
的

、

能

動

的

に

聞

き

取

り

、

さ
ら

に

コ
メ

ン
ト

を
加

え

て

ノ
ー

ト

を

作

っ
て

い
く

の

で
あ

る

。

も

ち

ろ

ん
生

徒

た

ち

は
聞

き

な

が
ら

発

言

内

容

を

「
吟

味

」

し

て

い

く

こ
と

に

な

る
。

私

自
身

何
度

か
筆

者

の
授

業

で
目

に
し

た

こ
と

が

あ

る

が

、

三
年

間

の
継
続

を

経

て
目

を
見

張

る
ほ

ど
速

く
適

切

な
筆

写

が

で
き

る
よ
う

に
な

っ
て

い
く

。
そ
し

て
、
「対

話

」

を

意

識

し

た
授

業

を

継

続

し
積

み
重

ね

る

こ
と

に
よ

り

、
生

徒

た

ち

は

第

五
節

「
模

擬

市

民
会

議

」

の
実
践

に
見

ら

れ

る

よ
う

な

根

拠

を
持

っ

た

建

設

的

な

意

見

の
応

酬

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ
て

い
く

の

で
あ

る

。

第

六

章

対

話

指

導

に

関

す

る
文

献

の

検

討

多

田

や
平

田
、

さ
ら

に

は

フ

ィ

ン
ラ

ン
ド
教

育

を

日
本

に
紹

介

し

た

北

川
達

夫

な

ど

の
、

日

本

人

に

と

っ
て

は

「
新

し

い
」
対

話

観

の
台
頭

に
よ

り

、
近

年

で

は
対

話

指
導

に
関

す

る
文

献

の
出

版

が
相

次

い
で

い
る

。
本

章

は

「
対

話
指

導
系

統

化

の
試

み

(第

一
節

)
」
、

「対

話
指

導

の

展
開

と
深
化

(
第

二
節

)
」

と

い
う
観

点

か
ら

そ

れ

ら

の
文

献

に

つ
い

て
検

討

を

加

え

て

い

る
。

詳

細

は
本
書

そ

の
も

の
を
参

照

さ
れ

た

い
。

本
書

の

あ

と

が

き

に
出

版

元

の
社

長

と

の
や

り

と

り

が
載

せ

ら

れ

て

い

る
。

本
書

の
タ

イ

ト

ル
を

「論

」

を
取

っ
た

形

で

『
聴

く

こ

と
と

対

話

の
学

習

指
導

』

と
し

て
は

ど

う

か

と

い
う

助

言

が
あ

っ
た

と

の

こ
と

で
あ

る

。

「
「論

」

が
あ

る
と

、

固

い
印

象

を

与

え

、

広

く
受

け

入

れ
ら

れ
な

い

の

で
は
な

い
か
と

心

配

し

て
く

だ

さ

っ

た

」

と
筆

者

は
言

う

。

そ
れ

に

も

か

か

わ
ら

ず

筆

者

が

「論

」

に

こ
だ

わ

っ
た

の
は

「
す
ぐ

に

使

え

る

こ
と

を

セ

ー

ル

ス
ポ

イ

ン
ト

と

し

た

ハ

ウ

ツ
ー

的

な

教
育

書

が
数

多

く

出

る
中

に

あ

っ

て
、
単

な

る
実

践
や

方

法

の
提

示

に
終

わ
ら
ず

、

実

践

か

ら

帰
納

し
た

「
論

」

を

提

起

し

た

い
と

い
う
願

い
か

ら
」
で
あ

っ
た
。
「聴

く

こ
と

」
、
「対

話

」

そ

し

て
そ

の
関

係

性

や

系

統

に

つ

い
て
先

行

研
究

を

丹
念

に
考

察

し

、

学

習
指

導

に

お
け

る

そ

の
必
然

性

を
提

示

し

た

道

筋

や

、
実

践

に

お
け

る
克

明

な
検

証

な

ど

が

示

す

よ
う

に
、

本

書

は

「論

」

と

し

て
読

む

者

を

説

得

す

る
力

を

一
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持

つ
て
い
る
。

筆

者

の
附

属

中

勤

務
時

代

、

私

は
何

度

か

筆

者

の
授

業

を

見

る
機

会

に
恵

ま

れ

た
。

生

徒

を

受

容

し
、

教
師

自

ら

が
丁

寧

に

生
徒

の
言

葉

に

耳

を
傾

け

る
温

か
く

そ
れ

で

い

て
凛

と
し

た

雰

囲
気

を
感

じ

さ

せ

る
授

業

は
、

本
書

の
随

所

に

明

に
暗

に
示

さ

れ

る
筆

者

の
教
師

と

し

て

の
誠

実

な

「
心

」

の
反

映

そ

の
も

の
で

あ

っ
た

と

感

じ

る
。

〔
A

5
判

・

一
八
九

頁

・
漢

水
社

・
二
〇

一
五

年

二
月
刊

〕

場
合

を
述

べ
た
り

す
る
場
合
を
指
す

こ
と
に
な

る
。

(
2
)増
田
信

一

『
音
声

言
語
教
育
実
践
史
研
究

』
学

芸
図
書
、

一
九
九
四

(3
)安
直
哉

『
聞
く

こ
と
と
話
す

こ
と

の
教

育
学

』

東
洋
館
、

一
九
九
六

(
4
)
こ
の
過
程

は

『国
語

教
育
指
導
用
語
辞
典
第

四

版
』

(教
育
出
版
、
二
〇

一
三
)
な
ど

で
も
聴
く

こ
と

に
お
け

る
能
動
性

の
根
拠
を
表
す

モ
デ

ル

と
し

て
取
り
上
げ

て

い
る
。

(本
学
教
授
)

一
66一

注(1

)こ

の
場

合

の

「
き

く

」

は
、

「聴

こ
う

」

と

す

る

目
的

を

持

っ

て
話

し

手

に
臨

む

行

為

に

は
限

定

さ

れ

な

い
た

め

平

仮

名

書

き

と

さ

れ

て

い

る
。

こ
う

い

っ
た

表

記

は
国

語

科

教

育

に

お

い

て
意

識

的

に
使

わ

れ

る

も

の

で
、

「き

く

」

と

平
仮

名

書

き

す

る

場

合

は

、
通

常

「
聞

く

(す
①
母

)
」
「聴

く

(
=

。。
8
コ
)
」

「
訊

く

(
霧

『
)
」

と

、

三

段

階

に
分

け

て

捉

え

る

音

声

言

語

の
受

信

行

為

の
全

体

を

指

し

た

り

、

い
ず

れ

か

に

限

定

さ

れ

な

い


