
上級の読解授業
一 同一教材を多 目的に利用 した授業一

春 名 万 紀 子

0、 は じ め に

1993年 度 春 学 期 に上1の 読 解 を担 当 した。早 稲 田大 学 のr日 本 語 教 科 書

上級 身 を読 む 時 問 の ほ か に,週2コ マ(3時 問)は 別 の も の を扱 うこ と 渉

で きた、 これ は,そ の時 間 に試 み た授 業 内 容 につ い て の報 告 で あ る。

授 業 の 日的 は四.つあ った 。第 一 は,学 生 に 「学 習 読 み 」 の習 慣 か ら抜 け

出 させ て・ 「さが し読 み 」 や 「あ らす じ読 み 」 のス トラテ ィ ジー を活 用 し

て読 む速 度 を上 げ させ る こ と に あ った 。第 二 は,語 彙,表 現 の拡充 を図 る

こと,そ して,第 三 は,意 見 や考 え を述 べ あ う こ とで 口頭 練 習 をす る こ と

だっ た。 第 四 は ・現 在 の 日本 社 会 に対 す る理 解 を少 しで も深 め る の に役 立

つ情 報 を与 え る こ と だ った。 授 業 で は,一 つ の教 材 が この よ うな 四 つ の 目

的 を持 っ て扱 わ れ た 。

1.r学 習読 み」 か ら の脱 却

初 級 段 階 の読 解 指 導 で は,語 彙,文 型,漢 字 を文章 の 中 で扱 って い く場

合 が多)・。北 條(1973;P、71)は,こ の よ うな 「文 章 を こ ま ぎれ に し,自 由

に分 断 レ,部 分部 分 を深 く知 る とい う方 法 」 を 「学 習 読 み 」 と呼 んで い る、

「学 習読 み」 の習 慣 が きっ ち り身 に付 いて い る真 面 目な学 生 ほ ど,何 を読

むに して も文 章 中 の総 て の未 習 の語 彙 を辞 書 で調 べ,文 の構 造 を分 析 しな

いと,内 容 の理 解 に進 め な い傾 向 が よ く見 られ る。 これ で は,当 然,読 む

速度 は 遅 くな る し,却 って内 容 把 握 が うま くで きな い こ と も多 い。 上記 の
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北條(1973=p・71)も,r学 習 読 み」 がr文 章 全 体 に流 れ て い る文意 を無 視

す る結 果 に もな る」 と指 摘 してい る。 山本(1988=p,269)も 「一 っ一 っ の

語 を正 し く認 知 し な が ら読 も うとす れ ばす る ほ ど内 容 把 握 を難 し くす る と

い っ た傾 向 を生 み 出 す 」 と述 べ て い る。

細 部 に とら われ す ぎ る き らいの ある 「学 習 読 み」 の対 極 に あ る もの と し

て,佐 藤(1979=p.129)の い う 「細 か い読 み方 で は な く,あ ら っぽ く,大

ま か に(と い って も,い い加 減 に,と い う意 味 で は な い 〉,要 す る に少 し ぐ

らい分 か らな い とこ ろ は あっ て も気 にせず ・ 大 体 の 内容 が つ か め れ ば よ

い,と い う,そ うい う読 み方 の態度 」 が考 え られ る。 佐 藤 は この よ うな読

み方 を 「粗 読 」 と呼 ん で い る が,一 般 に 「速 読 」 とい われ て い る もの とほ

ぼ一 致 して い る。た だ,速 読 で は,目 の運 ぴ 方 等 の物 理 的 な側 面 も含 め て,

読 む 速度 を上 げ る工 夫 が考 え られ るの に対 して,こ こ に言 う粗 読 は 内容 の

っ か み方 を問題 と して い るので あ る。

学 生 の 目本 語 で の読 み の速 度 を速 くす る こ とが 目標 で は あ るが,授 業 で

まず や らね ば な らな い こ とは・ 辞書 に頼 りす ぎ ・構 文 の分 析 に 目が向 きす

ぎて,大 要 が つ か め な い読 み方 を直 す こ とに あっ た。 そ の よ うな読 み方 が

改 まれ ば ・結 果 と して読 む速 度 は速 くな るはず で あ る。 した が っ て,授 業

は粗 読 に慣 れ させ る こ と を中心 に据 え た。

2.教 材

教 材 は新 聞 か ら採 っ た 。 フ ィー チ ャー もの の記 事,コ ラ ム,投 書 等 を扱

った 。

読 む とい う作 業 に お い て,読 者 は 自分 の持 っ て い る知 識,情 報 を活 用 し

な が ら,テ キ ス トの理 解 を進 め てい く もの と考 え られ る。 した が って,読

者 が その 内容 に関す る知 識,情 鞭 を持 っ て い る もの の ほ うが速 く読 め る で

あ ろ う。 小 川(1991=p.83)は,「 教 材 と して新 聞,雑 誌 の記 事 を用 い る場

合 は,現 在 起 こ って お り,学 習 者 が普 段 他 の情 報 源 か ら も触 れ て い る ト ピ

ッ ク を用 い るの が 読 者 との イ ン ター ア ク シ ョ ン を 最 も生 む も ので あ ろ う」
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と指 摘 して い る。

授 業 の 巨的 の一 つ に,今 の 目本 の姿 を知 る手 掛 か りに な る情報 を学 生 に

与 え る こ とが あ った。 この 目的 と上 記 の こ と,さ ら に会話 の話題 に しや す

い とい う条 件 を考 え合 わ せ て,教 材 に は,現 在 日本 の社 会 で起 こって い る,

話題 性 の あ る出 来 事 や事 象 を取 り上 げ る よ うに心 掛 けた 。

こ こに紹 介 す る よ うな形 態 で授 業 がで きた のは,9回 だ った。 使 用 した

教材 は,総 て今 年(1993年)のr朝 目新 聞 」 か ら採 っ た もの で,次 の通 りで

ある。 な お,以 後 これ らの教 材 に言及 す る際 は,教 材 に付 け た番 号 を使用

す る。

(1〉

(2〉

(3)

(4)

(5)

学 生稼 げ ず 鈍行 の旅(3月15目)

天 声 人 語;丸 刈 りと校 則(3月7日)

ス ポ ー ツ透 かせ ぱ ニ ツポ ン が見 え る=相 撲(4月19目)

ひ とと き;27歳 未 婚 は罪 です か(投 書)(4月17日 〉

ひ と とき特 集:結 婚 して』 人 前 な の ～(上 記 の投 書 に対 す る反 響 〉

(4月30日)

(6〉

(7〉

(8)

(9〉

窓:社 員 旅 行(4月10目 夕 刊〉

天 声 人 語=チ キ ンス ープ と味 噌 汁(6月7日 〉.

ヒラ も社 長 も皆 「さん付 け」:狙 い と効 用(3月27日 夕刊)

TV時 評;電 話 番 号 の 語 呂合 わせ は 時 代 や 世 相 を映 す(6月22日

夕刊)

3.粗 読 の指 導

小 川(199hp・83)がr特 に速 読 にお い て・ テ キ ス トを読 み始 め る前 に・

扱 う トピッ ク に つ い て簡 単 に討 論 な ど を して頭 の中 を準 備 して お く必 要 が

ある」 と指 摘 して い るが,授 業 で は この"頭 の 中 の準 備 卜'に二 つ の方 法

を採 っ た。

一 っ は,教 科 書 で読 ん だ も の と の関連 づ け で あ る。 しか し,こ の方 法 が

採 れ た の ほ,2例 だ け だ った。 教 科 書 の第11課 「テ レビ と ス トレス」 を
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読 ん だ時 に,日 本 の サ ラ リー マ ンに つ い て話 し合 い,「 社 員 旅 行 」 や 「会

社 人 間」等 の語 彙 も入 れ て お い た。 そ して,こ の課 が終 わ って か ら の 授 業

で教 材(6)の 「社 員旅 行 」 を使 用 した。 ま た,(8)の 「ヒラ も社 長 も皆 『さ

ん付 け』」 を使 う前 に,教 科 書 の第22課 「人 を表 す ことば 」 で,上 司 や 部

下,同 僚 の一 般 的 な呼 び 方 を勉 強 した 。

も う一 っ の方 法 と しては,読 む作 業 に入 る前 に必 要 な"紹 介"を 教 師

が した。 先 に述 べ た よ うに,読 む内容 は 現在 の 日本 の姿 を反 映 して い る も

の と した ので,学 生 に とって馴 染 み の な い語 彙 を 含 む も の も あ った。 特

に,教 材(3〉 の相 撲 に関す る ものは,「 親 方 」,「幕 内 」等 の語 彙 を紹 介 して

お か な けれ ば な らな か った 。(9)の 「TV時 評 」で は,語 呂合 わ せ とは どん

な こ とで あ る か説 明す る必 要 が あった。

読 む た め の準 備 が終 わ った と ころで,本 文 と本 文 の 内 容 に関 す る質 問 の

プ リン ト と語 彙表 を配 り,全 体 を読 み 通 す,通 読 の作 業 を させ た 。語 彙 表

は,未 習 の可 能性 が あ りそ うな漠字 を含 む 語 彙 を ∬ス トア ップ して,そ の

漢 字 の読 み方 を付 けた だ けの もので,訳 語 は付 い て い な い 。 学 生 は漢 字 の

読 み方 が分 か らな けれ ば,未 習 の語 彙 を辞 書 で 引 けな い とい う事 情 と・ 多

くの 日本 語 の語 彙 が文字 か らで はな く,音 だけ で入 って い る 日系 の学 生 が

い た とい うこ と か ら,こ の よ うな語 彙 表 を作 った 。 この ク ラス には 中 国 か

らの学生 は い な か った が,彼 等 の揚 合 は,語 の意 味 は分 か るが 巨本式 の 読

み方 の分 か らな い こ とが多 い。彼 等 に 漢 字 と音 声 を 結 び 付 け させ るの に,

この よ うな語 彙 表 は役 立 つ。

辞 書 が引 け る よ うに語 彙 表 を渡 して あ る の だが,学 生 には,辞 書 を引 く

のは最 小 限 にす る よ う に言 った 。文 脈 か ら類 推 で きる もの や,意 味 が分 か

らな くて も文 意 の把 握 に支 障 を来 た さな い と思 われ る もの は,辞 書 に頼 ら

ず に読 み進 む よ うに指 示 した。

次 に,質 問 に 目 を通 させ て,そ れ に答 え る作 業 をさせ た。 学 生 は・ 質 問

を読 ん で か ら・ そ の答 え を探 しな が ら本 文 を 読 み 返 す 。 こ の作 業 に お い

て,学 生 は読 み な が して も いい と こ ろ,詳 細 に読 む 必 要 の あ る とこ ろ を意
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識 しな が ら読 む こ とに な る、

質 間 は大 体10題 と した。 回答 方 法 は,二,三 例 外 は あ る ボ,○ ×式 と

した。 これ は,答 え る の に も,答 え調 べ に もい ちぱ ん時 間 がか か らな い と

い う理 由 か らで あ る。 回答 用紙 は,出 来 た者 か ら順 に提 出 させ,そ σ)場で

チ ェ ック して返 した,

全 員 の回答 のチ ェ ッ ク が終 わ った ら,学 生 に順 番 に段 落 ご と に音 読 させ

なが ら,皆 で答 え調 べ を した。 この レベ ル の学 生 で もま だ発 音 や ア ク セ ン

トの誤 りが多 い ので,音 読 は有 益 と思 われ る。 また,皆 で答 え調 べ を しな

が ら,間 違 った学 生 には ど こ を読 み 問 違 っ て い た の か を考 え させ た。

4・ 語 彙,表 現 の拡 充

この レベ ル の学 生 に と って,い か に語 彙,表 現 を拡 充 す るか は大 き な課

題 で あ る。一 つ の教 材 を粗 読 した だ けで,新 出 の語 彙 や表 現 形 式 の定 着 を

図 る の は無 理 が あ る と思 われ る。 そ こで,2コ マ 目 の授 業 で は,同 じ テ キ

ス トを こ の 目的 に合 わ せ て使 用 した 。

再 度 音 読 させ て,漢 字 熟 語 の文字 と音声,意 味 を再 確 認 させ た 。 読 む と

い う行 為 にお い て,黙 読 の ほ うが音 読 よ り速 い。 した が って,速 読 す る際 ・

学生 ・特 に中国 の学 生 は,音 声 をほ とん ど ど意 識 す る こ とな く読 んで い る

と考 え られ る。 しか し,音 を知 って い る とい うこ と と語 彙 の定 着 には 密 接

な関係 が あ る よ うに思 われ る。 小 川(1991;P.8尋 〉は,音 を知 って い る と い

うこ とが,漢 語 が持 つ 意 味 や情 報 を記 憶 と して保 持 して い くた め に少 なか

らざ る役 割 を果 た して い る可 能性 につ い て言 及 す る と同 時 に,そ の こ と が

文章 を文 節 単位 で視 覚 的 に認 識 して ゆ くプ ロセ ス を無 意 識 に支 えて い る よ

うだ と述 べ て い る。

同 一 ・ あ るい は似 通 った トピ ック を扱 っ た もの を複 数 読 む こ とは,重 複

して出 て くる語 彙 の 印象 を強 め る こ とに な り,記 憶 を促 す と考 え られ る

し,そ の トピック に関連 す る語 彙 を広 め る こ とに もな る。 教科 書 で読 ん だ

もの と の関連 づ け につ い て は前 述 した 通 りで ある が,授 業 で は教 材 の 内 容
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に関連 した別 の記 事 を出来 るだ け読 ま せ る よ うに した。例 え ば,教 材(1〉 を

扱 った 時 は,バ ブ ル が崩 壊 す る前 の学 生 アル パ イ トにつ いて の記 事 「人 気

バ イ トは短 ・近?高3(朝 日新 閏1991年5月18目)を 読 ん だ。(6)に 関連

してrし み つ く会 社 人 間」(朝 日新 悶1993年5月15日)を 扱 っ た、(9)の

語 呂合 わせ を読 ん だ時 は,教 字 の語 呂 合 わせ を扱 っ たrフ ジ 三 太 郎 」(朝 日

新 聞1986年11月6日)の 四 コマ 漫 画 を 用 い て,語 呂合 わせ の や り方 や

お も し ろ さ を一 緒 に考 え た。

5。 口頭 練 習

上級 レベルになると,授 業が口頭練習よ り読解中心になる傾向があり,

学生 からもっと会話 の練習 をしてほしい という意見が聞かれることがよく

ある.そ こで,1コ マ目の残p時 間は,読 んだものにっい七感想や意見等 を

交換す る時間に当てた。学生 の発話する機会 を多 くす ると同時 に・読解教

材に出てきた語彙や表現 を使 う練習 もで きる。新出の語彙・表現 を目で読

み,次 に音読し,さ らに別のコンテクス トの中で能動的に使用 することは,

そ れ らの記 憶 を天 い に促 す と思 わ れ る、 この点 に関 して は,高 木(1980:

p.30)も 「読解 教 育 は,単 に読 む だ け で な く,話 す こ と と総 合 させ る こ と

で よ り一 層 の効 果 を あげ うる こと にな る」 と指 摘 して い る。

授 業 で は,学 生 が読 ん だ ものの内 容 に関係 す るよ うな実 際 の経 験 を話 す

こ と び多 か った。 そ して,他 の学 生 が そ の経 験 談 につ い て質 問 を した り・

意 見 を述 べ た り,別 の 自分 の 経験 を話 し た りして ・会 話 が発 展 した 。 また ・

自国 で の揚 合 と の比較 も よ くな され た 。 例 え ぱ,(1〉 の鈍 行 の旅 の記 事 を

扱 っ た時 は,実 際 に 「青 春18切 符 」 を使 っ て旅 行 した こ との あ る学 生 が

ク ラ ス に いた ので,そ の時 の話 か ら会 話 が始 ま った 。(2〉の丸 刈 りにっ い て

読 ん だ時 は,ド イ ツ の学 生 が軍隊 で は 自分 も髪 を短 く しな けれ ば な らな か.

った ことや,い ろい ろ規則 が あった こ と等 を話 した。 上役 も部 下 もrさ ん

付 け」 で 呼 ぶ 企 業 が増 えて きてい る と い う記 事(8)を 読 ん だ際 は,ア メ リ

カ の学 生 が英 語 を教 えて い る アル バ イ ト先 の会 社 がや は り 「さん付 け」 を
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実行 して い る こ と を話 した。(9)の 語 呂合 わ せ を話 し合 った 時 には,英 語 や

ドィ ツ語 で も歴 史 の年 代 や,数 学 の公 式等 を覚 え る工 夫 に,日 本 語 の語 呂

合 わ せ とは 異 質 で は あ るが,言 葉(文)が 使 わ恥 て い る こ とが分 か り興 味 深

か った。

結 婚 に関 す る投 書(4〉 は,量 的 に も少 な く,内 容 も易 しか った の で,授

業 に時 間 的 余裕 が あ った 。 それ で,話 し合 う前 に,感 想 を書 かせ た。

6.再 検 討 を要 す る点

こ の ク ラス は6人 と少 人 数 で あっ た こ と と,読 む ス ピー ドを上 げ る こ と

その もの よ り,ま ず は 「粗 読 」 に慣 れ させ る とい うこ と を 目的 に して い た

こと か ら,読 ませ る時 に原則 と して時 間 を限 らなか った。 一 人 だ け読 む の

が非 常 に 遅 か っ たの で,あ と何 分 で ペ ン を置 くよ うに と指 示 した こと が・

2回 あ った。 しか し,学 生 数 が多 くな る と,読 む速 度 に も っ とば らつ きが

み られ るで あ ろ うか ら,読 む時 間 を制 限 す る必 要 が出 て く るの で は な い だ

ろ うか。 また,読 む 速度 を上 げ る こ と を第 一 に考 え るな ら,時 間制 限 とい

うプ レ ッシ ャー が あ った 方 がい いの か も しれ な い。

読 む時,辞 書 の使 用 は本 人 の 自由 に任 せ た 。 それ は,授 業 の た めで は な

く,自 発的 に読 む と い う行 為 をす る時 のパ タrン に近 付 けた か った か らで

ある。私 た ち は,何 か を読 んで い て知 らな い語 に出 くわ した時,辞 書 を引

くこ と も あれ ば,文 脈 か らの類 推 に頼 って 読 み進 む こ と も あ る。

しか し,読 む速 度 を速 め る訓練 と しては,辞 書 を使 わせ な いで ・ 文脈 か

らの類 推 に頼 っ て読 む練 習 に徹 す る方 が い い と も考 え られ る。 そ うす るた

め には,教 材 に出 て くる新 出 語 彙 の数 を あ る粧 度 抑 える必 要 が あ ろ う。 北

條(1988;P.241)は,「 既 習 の文型,語 彙 を中心 と して い くつ か の未 習 語 の

意 味 を文脈 か ら類 推 で き る程 度 の,学 習者 には負 担 にな らな い・ 筋 立 て の

は っ き りした もの」 が速 読 に向 い て い る と して い る。実 際 に は,上 級 ク ラ

ス の学生 は 自国 で 様 々 な教 科 書 を使 って 日本 語 を 学 習 して きて い る ので ・

何 が既 習 で あ るか は各 自で異 な り,そ れ を き っ ち り把 握 す るの は 困難 で あ
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る。

辞 書 を使 用 させ ない 場 合,キ ー ワー ドと な る よ うな語 彙 に関 して は,語

彙 表 に訳 語 を付 け る こと も考 え られ る。 た だ,母 国語 を異 に して い る学 生

集 団 の場 合 や 教 師 が学 生 の母 国語 に通 じて い な い揚 合 等 は難 しい こ と も あ

るP

小 川(1991:p.82)は,精 読 で 語彙 の拡 充 を図 って か ら,新 し く導 入 され

た語 彙 をオ ーパ ー ラ ップ させ た 速読 を させ る方 法 を提 唱 して い る。 こ の よ

ラな精 読 か ら速 読 へ の順 序 を踏 めば,先 の北 條 の言 う速 読 に適 した教 材 も

選 ぴ やす くな る と思 われ る。 こ の点 だ け を考 えて,今 の 日本 社 会 の姿 を反

映 す る もの等 とい う条 件 を付 け なけれ ば,速 読 教 材 を教 科 書 で扱 った もの

との 関連 で選 ぶ こ と も一 考 で あ ろ う。

7.お わ り に

授 業 の 目的 を一 つ に定 めず,一 回 の授 業 に い ろ い ろ な要 素 を持 ち込 ん だ

こ と が 良か った のか ど うか疑 問 が残 って い る。 しか し・学 生 の要 求・興 味 ・

得 手,不 得 手 が一 様 で は な い ので あ るか ら,こ のよ うな授 業 で は その ど こ

か に各 自 が それ ぞ れ に要求 して い る もの や 興 味 が持 て る も の を見 出せ る の

では な い だ ろ うか と,思う。
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