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1.はじめに

本稿は、国語科専門用語の意味記述のあり方を教

材開発的視座から提起するものである。

国語科専門用語とは、国語科の学習指導を展開す

るうえで指導者のみならず学習者にも、その習得・

活用が求められる国語科独自の基本的な用語のこと

である。

どのような用語が、国語科専門用語の候補として

挙がっているのか。カテゴリーを①語、 ②理解、

③表現、 ④読書と4つに分け、その一部を挙げる。

①には「主語」 「修飾語」 「段落」 「敬語」 「音読み」

「かかる」など　②には、 「説明」 「描写」 「登場人物」

「要点」 「伏線」 「心情」 「文章構成」 「翻訳」 「さす」

など　③には、 「意見」 「小見出し」 「引用」 「たとえ」

「箇条書き」 「結び」など　④には、 「書名」 「著者」

「図書カード」 「目次」 「読本」など。

上記のように、国語科専門用語には、名詞型の他

に動詞型があるのが特徴である。例えば「かかる」

と「うける」のように対をなすものや、 「さす」のよ

うに指示語的なものなどがある。学習者は、これら

の用語の意味を適確に習得していないと、指導者の

発間内容が理解できないばかりか学習者同士の話し

合いに加わることも困難になる。

国語科専門用語については、四半世紀前から甲斐

睦朗(例えば、 『語桑指導の方法㈲』光村
図書1983年)によって、その意義と重要性が指摘さ

れてきたが、大きな進展がないまま今日に至ってい

るのが現状である。

課題は2つある。一つは、国語科専門用語の選定

と系統化、もう一つは、学習者側に立った国語科専

門用語の意味記述のあり方である。

学習指導要領の改訂を機に刊行される用語角布鞄書

(例えば『これだけは身につけたい国語科基本用語』

瀬川柴志編明治図書2007年や『国語教育指導用語

辞典第4版』田近淘- ・井上尚美編教育出版2009

年など)は、国語科専門用語の選定と個々の定義付

けの一助にはなるが、指導者向けに記述された内容

をそのまま学習者に提示することは困難である。

そこで、本稿では、学習者にとって理解しやすい

国語科専門用語の意味記述のあり方を、具体的に教

材開発(読み物化-物語化)することによってその

可能性を探求することにした。

2.意味記述の実際

国語科専門用語の意味記述の一つとして、教材開

発的アプローチを試みた。もとより教材開発は、発

掘型と創作型に分類されるが、発掘型の場合、国語

科専門用語の理解を容易にするため、一部リライト

を行った。

私たちが目指すところは、 「主語とは何か?」と問

われたとき、例えば、次に掲げるような詩を用意(ま

たは暗唱)し、自分の言葉で詩の解釈と感想を述べ

たうえで「この詩の中の『ぼく(は)』が主語です。」

と答え、次に「このように、主語とは、文の中の『だ

れは-』 『何は-』にあたる言葉です。」と一般化で

きる学習者の育成にある。もちろん、この一般化の

内容は、学年進級とともに進展することになる。

以上のことから、国語科専門用語の意味記述にあ

たっては、学習者が具体と抽象を統合できるような

適切な内容であることが何よりも求められる。

練習問題　　阪田寛夫

「ぼく」は主語です

「っよい」は述語です

ぼくは　つよい

ぼくは　すばらしい

そうじゃないからつらい

「ぼく」は主語です
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「好き」は述語です

ぼくは　だれそれが　好き

ぼくは　だれそれを　好き

どの言い方でもかまいません

「だれそれ」は補語です

でもそのひとの名は

言えない(『サッちゃん』国土社2002年)

2.1.国語科専門用語「かかる」 (対象学年　小学校第3学年)

「かかる」って何?

「次の言葉は、あとのどの言葉にかかっていますか?」という問題がありますO 「かかる」とは、どういうこ

とでしょうか。

次の文章を読んで、 「えりまき」という言葉を手がかりに、 『かかる』について考えてみましょう。

たろのえりまき

きたむら　えり

子ぐまのたろは、お母さんにえりまきをあんでもらい

ました。毛糸はひつじさんからもらった毛を赤い色にそ

めたのです。えりまきのはしには、たろの名前が書いて

ありました。 「さあ、あたたかいのができました。大切

にするんですよ」と、お母さんは言いました。

うさぎのな-ちゃんがあそびに来たので、たろはえり

まきをして、うら山-そりすべりに行きました。

たろがそりのうしろにすわって、ひもをもち、な-ち

やんをだっこしましたoそしてふたりは、 LLlのてっぺんからすべりおりましたo　ぴゆ-ん!風を切っ

てすべります。雪けむり

そこへ強い風がふいてきて、たろのえり

があがって、まっ白し 、雲の中をとんでL,

さっとふきと

、るようです。

ばされてしまいました。さあたいへん。

たろとな-ちゃんはそりすべりをやめて、いそいでおいかけました。赤いえりまきはどんどんとんでい

きます。そして山のむこうに見えなくなってしまいました。

たろとな-ちゃんが北の林までくると、すずめさんがたくさんいたので、たろは聞きました。 「すず

めさんOすずめさんoぼくのえリまき見なかったO赤いえりまきだよ」 「赤いえりまきだって。うーん。

そういえば、どこかで赤いものを見たな」 「ああそうだ。東の林の中でなにか赤いものを見たよ。きっ

とそのえりまきかもしれない」と、すずめさんたちは言いました。

「すずめさんありがとう」といって、たろとな-ちゃんは東の林に行ってみました。

すると林の木のえだにひっかかっていたのは山ぶどうの赤いかれはでしたO　たろはがっかりしましたO

そこ-ちょうど通りかかったりすのおばさんに、たろは聞きましたo　りすのおばさんは、 「赤いえりま

き、そうそう、なにか赤いものを南の林の中で見ましたよ。きっとあれがえりまきだわ」と言いました。

「おばさんありがとう」といって、たろとな-ちゃんが南の林に行ってみると、きつつきさんたちが木の

上にあっまって、にぎやかに話をしていました。りすのおばさんが見たのは、きつつきさんのたちの赤い

頭でした。

たろはがっかりして、きつつきさんたちに聞きました。すると-わのきつつきさんが、 「赤いえりまき

だってOふーんOなにか赤いものを西の林で見たよ。あれがきみのえりまきかもしれない」と言いましたO

「きつつきさんありがとう」と言って、たろとな-ちゃんが西の林-行ってみると、それはななかまどの

赤いみでした。

ふたりががっかりして立っていると、 「元気がないね。どうしたの」と、空から声が聞こえました。た

ろとな-ちゃんが見上げると、とびのおじさんが空をまわっていました。 「たろの赤いえりまきが風にと

ばされたの。さがしてもどこにもないの」と、な-ちゃんは言いました。すると、とびのおじさんは、 「赤

いえりまきだって。山のふもとのうんどう場で、赤いえりまきをしている子牛を見かけたよ」と言いまし

たO 「えっ。子牛さんが」たろとな-ちゃんは大声をあげました。 「おじさんありがとうOぼくたちすぐ行

ってみます」と言って、たろとな-ちゃんはそりにのって、びゅんびゅんとばしておりていきましたO
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うんどう揚が近づいてくると、白と黒の牛さんたちのなかに、赤いえりまきをした子牛さんが見えました。

一子牛さん、子牛さん二:そのえりまき、ぼくのだよ」と、たろはさくのそばにかけて行って言いました(.

すると子牛さんはかなしそうに、 「これきみのえりまきだったの言まく、前からこんなえりまきはしかっ

たんだ,だからちょっとしてみたの-‥,ごめんなさい」といって、えりまきをたろにかえしてくれました-‥, 「う

うん、いいんだよ。 i'まくもう見つからないのかとおもっていたんだ。ひろってくれてありがとう」と、たろ

ばおれいを言いました(二:

そして、たろとな-ちゃんは山-帰りました.,

つぎの日、だれかがとんとんと、たろの家の戸をたたきました.:.たろがあけてみると、大きなめ牛さんが

立っていましたo　め牛さんはひつじさんからもらった毛糸をたろのお母さんにさし出して、 「きのうはうち

の子がたろちゃんのえりまきをおかりしましてありがとうございました一二、わたしはいそがしくてあの子にあ

んでやれませんo　どうぞおなじようなえりまきをあんでやってくださいませんか1毛糸はたっぷりあるとお

もいますから、あまったらおっかいください」と言いました。

たろのお母さんは、その毛糸を赤くそめてあみました二,ふわふわしたあたたかいたろとおなじえりまき】
です二のこりの毛糸で、お母さんは小さいえりまきをあんで、な-ちゃんにもあげました=　　　　:

】

たろとな-ちゃんは、えりまきを子牛さんにとどけに行きました。.ふたりともえりまきをしっかりくびi

辿王またそりですべって行きました=子牛さんは大よろこびで、 「ありがとう」と言いましたo 「みんi

なおそろいだね」と、たろとな-ちゃんは言いました。‥l 「とてもよくにあうよ」と、牛さんたちは言いま;
l

した=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

それから、たろとな-・ちゃんはミルクをたくさんおみやげにもらって、うち-帰りました1:

(きたむらえり作「たろのえりまき」　福音鯨書店1973年・筆者が一部ひらがなを漢字に改変)

「えりまき」という言葉が、たくさん出てきましたねコ点線でかこんだ中で、 「えりまき」をせつ明してい

る言葉をさがしてみると、 「たろのえりまき」 「赤いえりまき」 「ぼくのえりまき」 「そのえりまき」 rふわふわ

したあたたかいたろとおなじえりまき」などがありました= 「たろの」 r赤い」 「ぼくの」 「その」 「ふわふわし

たあたたかいたろとおなじ」は、すべて「えりまき」をせつ明している「しゆうしょく語(部)」です一二、

それを『かかる」という言葉を使って言うと、たとえば「たろの」は「えりまき」に『かかる』、 「赤い」

は「えりまき」に『かかる』、 「ぼくの」は「えりまき」に『かかる』、 「その」は「えりまき」に『かかる』

となります:.また、つぎのようにいくつかの言葉が、ひとつの言葉に『かかるE]場合もあります:.

「ふわふわした あたたかい たろとおなじ えりま です㌔」
I I

では、 「えりまき」が何かにFかかる』場合はないでしょうか。それもあります。たとえば、 「えりまき

をあんで」では、 「えりまきを」は「あんで」にかかります。また、 「えりまきを子牛さんにとどけに行き

ました=」 「えりまきをしっかりくびにまいて」では、 「えりまきを」は「とどけに」や「まいて」にかかっ

ています=.これらの場合「えりまきを」どうしたかと考えるのです=

このように-つの言葉が他の言葉とむすぴつく場合に、前の言葉は、後の言葉にrかかる」といいます。

また、後の言葉は、前の言葉を「うける」といいます。しゆうしょく語はひしゆうしょく語に「かかり」、

ひしゆうしょく語ほしゅうしょく語を「うける」といいます。

(上明代千恵子)
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2.2.国語科専門用語「意見」 (対象学年　小学校第3学年)

みなさんは、話し合いをするときに、自分の「意見(いけん)」を友だちにったえますね。話し合いをじょ

うずにすすめるには、どのように「意見」をったえるとよいのでしょう。 「きらきら森の動物会ぎ」の話し合

いをもとに考えてみましょう。
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どうやら、 「きらきら森の動物会ぎ」では、動物たちの意見がまとまったようです。そもそも、 「意見」とは、

いったい何のことでしょうO

「意見」とは、何かの問題について自分が考えたことです。

その「意見」に、さんせいの人も反対の人もいます。ちがう立場の人にも、自分の意見を「なるほど。」と思

ってもらうには、 「なぜそう考えたのかきちんと理由がったえられる」ことが大切です。

みなさんも、話し合いをするときに、自分の「意見」がうまくったわるように考えて、話し合いにさんかし

ましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(岡島直寿美)

2.3.国語科専門用語「訳」 (対象学年　小学校第5学年)

「訳」とは、どういうことでしょうか。

英語で書かれた「Leo Iionni (レオ-レオニ)」の「Swimmy」 (スイミ-)と、日本語の「谷川俊太郎訳」

の「スイミ-」を比べてみましょう。

Leo lionii, 「励加my]
Random house, Inc.

rlヽ　　　　　へ　こ　-　ハ".一　・.!蝣)サ　J　-サ/"　ォ. ヽ

u513　Empsiに　-etsaaち　mcvj.-jumra

でも　お*<蝣の[J fftlよりも　はやかった。

5R90ン

ご1㌔、^(t

f? †壷三.書芸
-ViS

巴頚E5U

、・~三溝デi=

i=ド・

レオ-レオニ　「スイミ-」

訳谷川俊太郎　好学社

「Swimmy」の話は、英語から日本語に訳されていますO 「訳」とは、ある国の言葉を他の国の言葉になお
すことです。他のいろいろな国の言葉を日本語になおすこともあります。逆に、日本語から外国語になおすこ

とも「訳」です。

しかし、ただ意味が合うようになおすだけではありません。たとえば、英語から日本語になおす時、 「His name

wasSwimmy.」は、その語句の意味通りに訳すと「かれの名前はスイミ-でした。」となりますが、谷川さん

は、 「名前はスイミ一。」と訳しましたO　これは、英語の文末と同じように、日本語の文末も「スイミ-」と名

詞で止めることにより、 「スイミ-」という名前の強調と「スイミ-」という昔がもたらす効果が考えられてい

るからです。そうすると声に出して読んだ時に、海の中をスウイ、スイイとすばやく泳いでいるスイミ-の様

子を思いうかべることができます。 「スイミ-」と言い切ることにより生まれる音の余いんが、スイミ-の機ぴ

んな泳ぎのイメージを引き起こすのですO谷川さんは、音のひびきやリズムを大事にしながら訳していること

が分かります。

絵本だけではなく、字ばかりの本や、映画のせりふも訳されます。その時も、 「Swimmy」の絵本のように

一文一文を工夫しながら訳しますO 「訳」す人は、ただ言葉をなおすだけではなく、元の作品の世界を読み取っ

て、作った人の思いや願いがどのように伝わるかを考えながら訳します。

訳された作品は、作者と訳した人の共同作品といえます。
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2.4.国語科専門用語「せつめい」 (対象学年　小学校第2学年)

2.4.1. 「せつめい」ってなあに?

このように、あることについてよく知っている人が、そのことを知らない人に、わかりやすく話したりかい

たりして、あい手がわかるようにすることを「せつめい」といいます。

2.4.2. 「せつめい」に大切なことは?

(彰　あい手のこと

「せつめい」するときには、あい手のことを考えることが大切です。

・あい手は、どんなことを知りたいのかな?

・あい手は、どんなことを知っているのかな?知らないのかな?

・あい手にどんなことばや文字をつかったらわかるかな?

など、あい手の気もちや立場になって「せつめい」のしかたを考えましょう。

同じことを「せつめい」するのにも、あい手が1年生のとき、 6年生のとき、お家の

かたのときでは、つかうことばやったえかたがちがいますね。
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②　「せつめい」する内よう

せつめい」する人は、あい手が知りたいことに答えられるように、 「せつめいする

内よう」についてよく知っておかなければなりませんこ.

そのために、前もってしらべておく、じぷんでやってみるなどのじゆんびをしてお

くことが大切ですね。そのときに、ノートやカードにメモをとったり、絵や図をかい

たりしておくとよいでしょう

③　「せつめい」のじゆんじょ

あなに糸を とお しますC.

そ のあなは、紙の まん 中に 2 つ空 け ますC.

そ の前 に、紙 は、円 く切 ってお きます=.

このような[せつめい」はどうでしょうか?いったい何から先に作ればよいのか、わかりにくいですね〕わ

かりやすい「せつめいJをするには、 「じゆんじよ」が大切です。

あいてがわかるように、 'せつめい」する　rじゆんじょ」を考えましょう

④　絵や園をつかった「せつめい」

は じ め に 、 紙 を 円 く 切 り ま す L.>

つ ぎ に 、 ま ん 中 に 2 つ あ な を 空 け ま 弓
◆

さ い ご に 、 そ の あ な に 糸 を とお して む す び ま す .3

このように、図を使って「せつめい」すると、ぶんぶんごまの作り方が

よくわかりますo

せつめい」するときには、絵や図をくふうして使うとよいですh=.

2.4.3.どんな「せつめい」があるの?

カンガル-の赤ちゃんは、お母さんカンガルーのふくろの中で生まれるの?

カンガルーの赤ちゃんは、お母さんカンガルーのおなかの下にある

「さんもん」から生まれます　生まれたばかりのときは赤はだかで、

2センチぐらいです。お母さんは、赤ちゃんが生まれる前に、自分の

おなかやふくろをなめて、赤ちゃんがとおる遺すじをつくります‥l赤

ちゃんは、前足のつめをつかって、自分の力でお母さんのふくろの中ま

でよじのぼり、ふくろの中にあるおちらをのんでそだちます。

これは、 「カンガルーの赤ちゃん」についてせつめいした文しょうです=.このような文しょうを「せつめい文」

といいます.‥.国語でべんきようした「どうぶっの赤ちゃん」や-たんばぼのちえ」もせつめい文です‥,

「あそび方のせつめい」、 lすきなもののせつめい(自分のせつめい)」 、 「読んだ本のせつめ

い」、 「かかりのしごとのせつめい」、 「かっている生きもののせつめい」、 「わけのせつめい」

など、生活の中でlせっめい」をすることはたくさんありますねっ　あい手が、 「なに?」 「な

ぜ?」とぎもんに思ったことについて、わかりやすく答えることが「せつめい」なのです‥l

〔引用文献コ町Lu槌男「知っているときっと役に立つ生き物クイズ114」費明書房2002
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2.5.国語科専門用語「敬語」 (対象学年　小学校第5学年)

みなさん、今日は「敬語(けいご)」についてのお話です。

小学校5年生の太郎(たろう)くんと2年生の華子(はなこ)ちゃん兄妹は、生まれて初めて飛行機に乗っ

ておじいちゃんとおばあちゃんのいる北海道へ行きます。太郎くんは「敬語」を使って話もできるしっかり者。

華子ちゃんは、ちょっとあまえんぼうなおてんばさん。 2人は飛行機のざ席にすわってワクワクしています。

さてさて、どのような旅になるのでしょうか? !

2.5.1. 「敬語」ってどんな時に使うのかな?

(とな りの席の おばさんが二人 に話 しか けて くる)

おば さん = 「あんたた ち二人だ けなの ? 二人 でどこ行 くの ? 」

華子 ちゃん : 「お じいちゃん家 !」

太郎 くん =「こ ら、華 ! お母 さんが 目上の人 にはて いね いに話 しな さいって

言 ってただ ろ0 (おば さんに向か って) 祖 父の家 に行きます0」

おば さん = 「さすが、 お兄 ちゃん 0 しっか りしているね え0」

太郎くんは、初めて会った自分より目上のおばさんに対して、敬語を使って話をしています。 「目上」という

のは「自分より地位や牢れいが上である」人のことを言います。でも、それだけではありません。

客 室 乗務 員 : 「こん に ち は 0 太 郎 くん と華 子 ち ゃ ん で すね 0 私 、客 室 乗 務 員 の小 畑

と 申 します 0 ま も な く り陸 します の で 、 シー トベ ル トを お しめ くだ さ

いね 。」

太 郎 くん : 「こん に ち は 0 お願 い します 0」

華 子 ち ゃ ん : 「うわ あ、 きれ い な お姉 さ ん」

客 室 乗務 員 ‥「ま あ 、華 子 ち ゃ ん 、 あ りが と う ご ざい ます 。 うれ しい です 。」

太郎くんは目上の小畑さんに敬語を使っています。でも客室乗務員の小畑さんも太郎くんた

ちに「敬語」を使って話しています。なぜでしょう?

それは、 「客室乗務員」という立場のためですO飛行機の中で太郎くんたちは「お客さん」で

す。小畑さんはお客さんをもてなす立場にあります。もし、となりのお家のお姉さんだったら、

太郎くんたちに「敬語」を使って話したりしないでしょうね。太郎くんも親しいおばさんや、

お姉さんだったら「敬語」を使わないでしょう。

このように、年れいや親しさ、立場によって生じる「人間関係」や状きょうに応じて「敬語」

は使われるのです。

2.5.2.なぜ「敬語」って使うのかな?

太郎くん:「おばさん、ハンカチが落ちましたよ。」
(足下のハンカチを拾ってわたす)

おばさん:「おやおや、気付かなかった、どうもありがとうね。お兄ちゃんは、
何年生なんだい?」

太郎くん: r小学5年生です.妹は2年生です。」
おばさん: rそうかい、言葉づかいのきちんとした、いい子だねえD」
華子ちゃん: 「ねえ、どうしてそんなにお兄ちゃんをほめるの?」
おばさん: 「お兄ちゃんは敬語でおばちゃんに話してくれているんだ。敬語を使

うとね、相手のことを気づかう気持ちが表れるんだよ。にっこり笑っ
て、こんな気持ちのいい言葉をかけてくれたら、うれしいじゃないか。」
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華 子ち ゃん : 「ふ～ん、敬語 つてす ごいんだ0」

太 郎 くん : 「そ うか、だか らお母 さん、いつ も言葉は心の鏡 、大切に しな さい

つて言 うんだね○ おば さん、 あ りが とうございま した0」

おば さん : 「いえ いえ、 どういた しま して0」

「敬語」は相手の人を大切に思ったり敬(うやま)ったりする気持ちを伝えるために使う言葉です。相手に

合わせて「敬語」を使うと、自分が相手のことを思いやっている「気持ち」が伝わるので、相手にも喜んでも

らえるのです。おたがいが気持ちよくなるように「敬語」は使われます。

2.5.3. 「敬語」には、どんな種類があるのかな?

客室乗務員: r太郎くん、華子ちゃん、お飲み物はいかがですか?オレンジジュースやアップル
ジ.1-ス、お茶もございますよ。」

華子ちゃん: rわあ、おねえさんありがとう。華はオレンジジ.1-ス!」
太郎くん: rぼくは、アップルジ.1-スをお願いします。」
客室乗務員: 「はい、オレンジジュースとアップルジュースですね。それから、太郎くんと華子

ちゃんに差し上げようと、クッキーを用意いたしました。今、めし上がりますか?」
太郎くん:「どうする、華。食べる?」
華子ちゃん: 「うん。今すぐ食べたい!」
太郎くん:「じゃあ、いただきます。ありがとうございます。」
客室乗務員: 「うけたまわりました。ただいまお持ちいたしますね。」

′lヽ
l＼

太郎くんと客室乗務員の小畑さんの言葉には、たくさんの敬語がふくまれています。例として客室乗務員の

小畑さんの言葉を取り上げてみましょう。

差し上げようと、クッキーを用意いたしました。今、めし上がりますか?
(謙譲語)　　　　　　　　　　(誠転吾) (丁寧語)　(尊敬語)　(丁寧語)

「尊敬語(そんけいご)」は、相手や話題になっている人の動作やその状態、ものごとなどを高めて言い、敬

う気持ちを表す言葉です。ここでは客室乗務員の小畑さんが「めし上がる」という言葉を使っています。 「めし

上がる」は、太郎くんや華子ちゃんの「食べる」という動作を高めて言う言葉で、お客さんである二人を敬う

気持ちを表しています。

「謙譲語(けんじょうご)」は、自分や自分の身内の動作やものごとなどを低めて言い、相手を敬う気持ちを

表す言葉です。ここでは「差し上げる」 「いたす」という言葉が使われています。 「差し上げる」は小畑さんが

「あげる」という自分の動作を低め、お客さんである二人を敬う気持ちを表しています。 「いたす(する)」も

同じです。

「丁寧語(ていねいご)」は、丁寧に言うことで、相手を敬う気持ちを表す言葉です。ここでは文末に「ます」

「まし(た)」をつけ、小畑さんがお客さんである二人を敬う気持ちを表しています。

つまり、ここでは客室乗務員の小畑さんが尊敬語、謙譲語、丁寧語という言葉を使って、お客さんである二

人を大切に思う「気持ち」を伝えているのです。

太郎くんが小畑さんに言う言葉の文末にはすべて「ます」という丁寧語がついています去そして、 「いただく

(もらう)」という謙譲語も使っています。みなさんがご飯を食べる前に言う「いただきます」も実は敬語なの

です。

少し敬語についてわかりましたか?みなさんも、周りの大人の言葉に耳をすましてみてくだ

さし㌔そして、太郎くんのようにちょっと気をつけて敬語を使い、気持ちよく会話してみませ

んか?
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3.まとめ

第2章では、国語科専門用語の意味記述例を教材

開発の観点から記した。形式は五者五様であるが、

各執筆担当者の知識と実践経験を踏まえたオリジナ

リティのある内容になっている。

2.1. 「かかる」は、学習者を悩ます、動詞型国語

科専門用語の一つである。この場合、 「たろのえりま

き」の全文を掲げ、 「えりまき」の存在を物語の展開

と結びつけながら「かかる」の働きを説明している

ところがポイントである。また「えりまき」を核に

することにより「かかる」と「うける」の関係把握

が容易に行える仕掛けになっている。このように、

意味記述にあたっては、例文型ではなく作品型の方

が効果的であると言えよう。

2.2. 「意見」は、日常語として浸透しているため、

あまり注意を払わなくなっている国語科専門用語の

一つである。創作「きらきら森のどうぶつ会ぎ」で

は、会議の進行に沿って、いろいろな意見を例示し

ながら、意見にはいろいろな型((丑意見を言ったあ

と、その理由をつけくわえる。 ②賛成や反対などの

立場をはっきりさせる。 ③反対のあと、ちがう意見

を伝える。 ④ほかの人の意見を取り入れて、よりよ

い意見を考える。 (9みんなの意見をまとめて結論を

出す)があることを導いている。このように具体的

な意見に対するメタ認知的記述は、学習者が自らの

意見(内容や型)をモニタリングするうえでよい作

用をもたらすであろう。

2.3. 「訳」は、語意識や異文化理解、国際理解

などを射程に入れた意味記述である。将来的には、

「訳す(-翻訳)」の意味記述は、外国語活動との協

働から産出される方向へと向かうことになるであろ
')

2.4. 「せつめい」は、日常語として様々な場面や

文脈で使われる国語科専門用語の一つである。それ

だけに、初出の学年での意味内容の理解が重要とな

る。この場合、対話例を用いて「このように、ある

ことについてよく知っている人が、そのことを知ら

ない人に、わかりやすく話したりかいたりして、あ

い手がわかるようにすることを『せつめい』といい

ます。」と定義付け-とつなげているところがポイン

トである。この対話例の中には、 「説明」に大切なこ

と(相手のこと、説明する内容、説明の順序、絵や

図を使った説明)が包含されているため、学習者は

「せつめい」を求められたとき、この対話例を想起

しながら「大切なこと」を落とさないで「せつめい」

することがきるようになるであろう。

2.5. 「敬語」は、よりよい人間関係を形成するうえで、

小学校段階から身に付けさせたい待遇表現である。従

来、 「敬語」の学習は、語レベルの言い換えを中心と

してきたため、知識はあっても使えないという恨みが

あった。ここでは、華子ちゃん、太郎くん、おばさん、

客室乗務員を登場させ、尊敬語、丁寧語、謙譲語の働

きを、物語性のある小話を通して理解できるように工

夫している。特に謙譲言吾と尊敬語の誤用は、今日的課

題であり、国語科専門用語としての確かな「敬語」の

習得が求められている。 「敬語の指針」 (文化審議会

答申、平成19年2月2日)によれば、敬語は、尊敬語、

謙譲言吾I ・ Ⅱ、丁寧語、美化語の5種類に分類された

が、小学校段階における国語科専門用語としては、新

しい分類法のベースとなっている従来の3種類(尊敬

語、謙譲語、丁寧語)の方を採った。

なお、第2章の漢字表記は、原則として学年別漢字

配当表に従ったが、一部読み仮名を振ることを前提に

上の学年の漢字を使用したところがある。

今回は、意味記述の妥当性や客観性を評価・検証す

ることはできなかった。今後の課題としたい。

本稿は、 2009年度教職大王鄭完に入学した5名の現

職院生と松川の共同研究の成果報告である。与謝野

鉄幹にならい、 「五足の赤い靴の会」と名付け、月1

回の割合で、地に足をつけながらゆっくり丁寧にデ

ィスカッションを重ねてきた。校種が、小学校・中

学校・高等学校にわたっていたことが幸いし、常に

学習者の言語発達が意識されていたように思う。
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