
16＊誰でも確実に文章が読み取れる＊17 誰でも確実に文章が読み取れる

筑波大学附属小学校教諭 

 白石 範孝
しらいし のりたか＊1955 年鹿児島県生まれ。
東京都の小学校教諭を経て、現職。國學院大
學栃木短期大學講師、使える授業ベーシック
研究会会長、全国国語授業研究会理事、国語

ＩＣＴ研究会会長。著書には、『おいしい国語授
業レシピ』（文溪堂）ほか多数。

教科指導
ここが知りたい

今年度から完全実施となった新しい学習指導要領では
「読解力」が重視されています。
しかし、小学校の現場からは
「読解力の前提となる文章の読み取りができない子どもが多い」
「読み取り方をどう教えていいかわからない」
といった声も多く聞かれます。
そこで今回は筑波大学附属小学校の白石範孝先生に、
文章の読み取り方の「具体的な方法」を教えていただきます。

  

第
１
段
階

全
体
の
構
成
や
イ
メ
ー
ジ
を

と
ら
え
る

　
「
文
章
の
読
み
取
り
」と
い
う
と
、

と
き
と
し
て
「
文
」の
単
位
ま
で
ば

ら
し
て
し
ま
い
、そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
読

ん
で
い
こ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、書
き
手
は
「
文
章
」の
全

体
で
一
つ
の
こ
と
を
表
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
か
ら
、ま
ず
は
文
章
全
体
が

ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
って
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
、ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
こ
の
段
階
で
は
、構
成
を
深

く
分
析
し
た
り
、イ
メ
ー
ジ
を
深
く
掘

り
下
げ
た
り
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。全
体
像
を
ざ
っ
く
り
と
押
さ
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
いい
と
思
い
ま
す
。

  

第
２
段
階

細
部
を
読
み

関
係
を
つ
か
む

　

全
体
像
を
つ
か
ん
だ
ら
、今
度
は
細

部
に
入
って
い
き
ま
す
。

　

一
文
ず
つ
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
が
、一
つ
注
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。文
章

の
頭
か
ら
す
べ
て
の
文
を
細
か
く
見
て

い
く
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

す
べ
て
の
文
を
吟
味
し
よ
う
と
し

た
ら
、時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り

ま
せ
ん
し
、か
え
っ
て
全
体
と
し
て
の

印
象
が
ぼ
け
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
機
械
の
仕
組
み
を
調
べ
る

場
合
、ま
ず
は
機
械
全
体
の
構
造
を

つ
か
ん
だ
あ
と
に
、細
か
な
部
品
に
つ

い
て
調
べ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
い

ま
す
が
、こ
の
と
き
、小
さ
な
ね
じ
を

一
つ
ず
つ
細
か
く
見
て
い
た
の
で
は
、い

つ
ま
で
た
っ
て
も
そ
の
機
械
の
仕
組
み

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

大
切
な
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
品
が

ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
機
能
を

発
揮
し
あ
って
い
る
の
か
を
理
解
す
る

こ
と
で
す
。

　

こ
れ
が
物
語
で
い
え
ば
人
物
や
出

来
事
の
因
果
関
係
を
つ
か
む
こ
と
で

あ
り
、説
明
文
で
い
え
ば
筆
者
の
主
張

と
具
体
例
の
関
係
を
つ
か
む
こ
と
な

の
で
す
。

  

第
３
段
階

も
う
一
度
全
体
を
読
み

イ
メ
ー
ジ
を
明
確
化
す
る

　

も
う
一
度
全
体
を
読
み
、イ
メ
ー
ジ

の
明
確
化
を
図
り
ま
す
。

　

第
２
段
階
で
細
部
を
読
ん
だ
後
で

す
の
で
、第
１
段
階
で
全
体
を
読
ん
だ

と
き
と
は
読
み
の
深
さ
や
、理
解
の
仕

方
も
変
わ
って
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
読
ん
だ
と
き
と
の
違
い
を

確
認
す
る
こ
と
で
、「
文
章
を
読
み
取

る
」と
い
う
こ
と
の
意
味
を
子
ど
も
た

ち
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

　

機
会
が
あ
る
た
び
に
申
し
上
げ
る

こ
と
で
す
が
、国
語
の
授
業
の
問
題
点

の
一
つ
に
、具
体
的
な
方
法
を
示
さ
な

い
ま
ま
、子
ど
も
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
に
取
り
組
ま
せ
て
い
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
わ
か
り
や
す
い
文
章
を
書
き
な

さ
い
」と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、ど
ん
な
文

章
が
わ
か
り
や
す
い
の
か
、ど
う
書
け

ば
わ
か
り
や
す
く
な
る
の
か
、ど
う
書

く
と
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う

の
か
を
具
体
的
に
示
し
て
あ
げ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。要
求
だ
け
さ
れ
て

方
法
を
教
え
て
も
ら
え
な
い
の
で
あ

れ
ば
、子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
は
国

語
と
い
う
学
習
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ

て
いって
し
ま
い
ま
す
。

　

文
章
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
も

ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

　

読
み
取
る
た
め
の
方
法
を
教
え
ら

れ
な
け
れ
ば
、いつ
ま
で
た
って
も
子
ど

も
た
ち
は
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　
「
用
語
を
教
え
る
」「
方
法
を
教
え

る
」「
原
理
原
則
を
教
え
る
」は
、ど
ん

な
教
科
に
も
共
通
す
る
指
導
の
ポ
イ

ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

　

文
章
の
読
み
取
り
に
お
い
て
も
こ

の
点
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
授
業

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。　

　

多
く
の
先
生
方
か
ら
「
子
ど
も
た

ち
が
教
科
書
の
文
章
を
な
か
な
か
読

み
取
れ
な
い
」と
いっ
た
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。そ
の
根
底
に
は
、そ
も
そ
も

「
文
章
の
読
み
取
り
方
」が
「
方
法
」

と
し
て
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

「
方
法
」が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な

い
の
に
、「
読
み
取
り
な
さ
い
」と
言
わ

れ
て
も
無
理
な
話
で
す
。

　

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
、実
際
に
小
学

校
の
教
壇
に
立
っ
て
い
る
多
く
の
先
生

方
と
一
緒
に
、「
文
章
の
読
み
取
り
方
」

に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
て
き
ま
し
た

が
、そ
の
中
で
「
３
段
階
」に
分
け
て

読
む
こ
と
が
、文
章
を
的
確
に
読
み
取

る
た
め
の
方
法
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、「
３
段
階
で
文
章

を
読
み
取
る
」方
法
を
、皆
さ
ん
に
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
３
段
階
の
読
み
」と
は
、文
字
通

り
作
品
や
文
章
を
３
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で

読
み
解
く
も
の
で
す
。物
語
教
材
や

説
明
文
教
材
だ
け
で
な
く
、詩
教
材

や
伝
統
文
化
教
材
な
ど
、国
語
の
授

業
で
取
り
扱
う
す
べ
て
の
文
章
に
当
て

は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

お
お
ま
か
に
い
え
ば
、

と
い
う
流
れ
で
す
。

「
要
求
」だ
け
で
は

子
ど
も
の
心
が
離
れ
て
い
く

全
体
→
細
部
→
全
体
が

３
段
階
の
読
み
の
基
本

「
方
法
」が
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
文
章
の
読
み
取
り

  第１段階
　→全体の構成をつかんだり、
　　イメージをつくったりする。

  第２段階
　→細部を読み、関係をつかむ。

  第３段階
　→もう一度全体を読んだり、　
　　イメージを明確化したりする。

誰でも確実に文章
が読み取れる
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2011年春からの
新教材分析を
緊急追加！

教材がわかる！　授業ができる！！ ●
第
１
段
階

　
「
音
読
」に
よ
っ
て
、現
代
文
と
の
違
い

を
音
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
大
切
に
な

り
ま
す
。は
じ
め
は
意
味
も
よ
く
わ
か

ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ま
ず
は
音

と
し
て
古
典
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
れ

ば
十
分
で
す
。

●
第
２
段
階

　

細
部
を
読
ん
で
い
き
ま
す
が
、中
学
校

の
古
典
の
学
習
で
は
な
い
の
で
、逐
語
的

に
現
代
語
訳
を
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。わ
か
り
に
く
い
部
分
は
教
師
が
意

味
を
説
明
し
な
が
ら
、全
体
の
意
味
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
で
し
ょ

う
。

●
第
３
段
階

　

伝
統
文
化
教
材
な
ら
で
は
の
特
徴
的

な
部
分
で
す
。

　

古
典
作
品
の
作
者
の
世
界
と
自
分
と

を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、現
代
の
文
化

や
考
え
方
が
、長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ

て
き
た
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
ま
す
。

３
段
階
の
読
み
の
具
体
的
方
法

文
章
の
種
類
別

物
語
教
材

●
第
１
段
階

　

３
つ
の
場
面
に
分
け
る
読
み
を
行
い
ま

す
。「
物
語
教
材
の
10
の
観
点
」を
活
用

し
て
、読
み
の
共
通
の
土
俵
づ
く
り
を
行

い
ま
す
。

　
「
読
み
の
共
通
の
土
俵
」と
は
、授
業

で
物
語
を
読
ん
で
い
く
に
当
た
っ
て
、物

語
の
基
本
構
成
な
ど
に
つ
い
て
、子
ど
も

　

３
段
階
の
読
み
に
つ
い
て
、そ
の
概
略

を
説
明
し
ま
し
た
。大
き
な
流
れ
は
ど

ん
な
文
章
で
も
共
通
で
す
が
、細
か
い
部

分
は
文
章
の
特
性
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き

ま
す
。

　

授
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
違
い
を
認
識
し
た
上
で
指
導
に
当

た
って
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

   第１段階の読み
　　　物語教材・説明文教材…３つの場面・３つの部分に分ける
　　　詩教材・伝統文化教材…作品全体からイメージをつくる
   第2段階の読み　 
　　　細部を読む
   第３段階の読み
　　　物語教材・説明文教材…もう一度全体を読む
　　　詩教材・伝統文化教材…イメージを明確化する

■３段階の読みの基本パターン

   第１段階の読み
　　　○「物語教材の１０の観点」を活用して読みの共通の
　　　　土俵をつくる。
　　　○３つの場面に分けて全体の構成を読む。
　　　○中心人物の変容過程の概要を読む。

   第2段階の読み　 ○因果関係を読む。

   第３段階の読み　 ○中心人物の変容を読む。　　　

■物語教材の３段階の読み

   第１段階の読み
　　　○３つの手立てで、最初の
　　　　イメージをつくり、作品
　　　　全体からイメージをつくる。
   第2段階の読み　 
　　　○細部を読む。
   第３段階の読み　 
　　　○イメージを明確化する。　

■詩教材の３段階の読み

   第１段階の読み
　　　○音読して、作品全体の
　　　　イメージをつくる。
   第2段階の読み　 
　　　○細部を読む。
   第３段階の読み　 
　　　○自分と重ねて読み、
　　　　イメージを明確化する。

■伝統文化教材の３段階の読み

   第１段階の読み
　　　○「説明文教材の１０の観点」を活用して読みの共通の土俵を
　　　　つくる。
　　　○３つの部分に分けて全体の構成を読む。
　　　○課題、話題の内容をつかみ、書かれている内容を予測する。

   第2段階の読み　 ○筆者の意図を読む。

   第３段階の読み　 ○文章全体をとらえ、筆者の意図を読む。　　

■説明文教材の３段階の読み

■物語教材の10の観点
設定 ① 時・場所

人物
② 登場人物
③ 中心人物
④ 語り手

事件
⑤ 事件
⑥ 大きく変わったこと

関係
づける

⑦ ３部構成
⑧ お話の図・人物関係図
⑨ 一文で書く
⑩ おもしろさ

た
ち
が
共
通
の
認
識
を
も
つ
こ
と
で
す
。

こ
の
共
通
認
識
が
な
い
と
、学
習
の
途
中

で
つ
い
て
こ
れ
な
く
な
る
子
ど
も
が
出
て

し
ま
い
ま
す
。物
語
の
は
じ
め
と
結
末
を

強
く
認
識
す
る
こ
と
で
、中
心
人
物
の

変
容
も
と
ら
え
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
第
２
段
階

　

登
場
人
物
や
出
来
事
の
因
果
関
係
に

着
目
し
な
が
ら
細
部
を
読
ん
で
い
き
ま

す
。中
心
人
物
の
変
容
は
こ
の
因
果
関

係
に
よ
って
起
こ
る
わ
け
で
す
か
ら
、こ
こ

は
焦
ら
ず
し
っ
か
り
と
読
み
込
み
ま
す
。

●
第
３
段
階

　

最
後
に
物
語
の
主
題
で
あ
る
中
心
人

物
の
変
容
を
押
さ
え
ま
す
。第
１
段
階

と
第
２
段
階
を
し
っ
か
り
行
っ
て
お
け

ば
、難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

説
明
文
教
材

　

基
本
的
に
は
物
語
教
材
と
共
通
し
て

い
ま
す
。

●
第
１
段
階

　

３
つ
の
部
分
に
分
け
る
読
み
を
行
い
ま

す
。や
は
り
「
説
明
文
教
材
の
10
の
観

点
」を
使
っ
た
共
通
の
土
俵
づ
く
り
が
中

心
と
な
り
ま
す
。

　

説
明
文
の
場
合
は
、文
章
が
ど
の
よ
う

に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
も
重
要
な
学
習

の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。こ
の
段
階
で

の
通
し
読
み
を
通
じ
て
全
体
像
を
つ
か

ん
で
お
く
こ
と
が
、そ
の
後
の
学
習
に
役

立
って
き
ま
す
。

●
第
２
段
階

　

筆
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
中

心
と
な
り
ま
す
。こ
こ
で
役
に
立
つ
の
が

第
１
段
階
で
行
っ
た
文
章
構
成
の
把
握

で
す
。頭
括
型
か
尾
括
型
か
な
ど
の
文

章
構
成
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、そ
の
中
で
筆
者
が
最
も
主
張
し

た
か
っ
た
こ
と
は
何
な
の
か
が
見
え
て
き

ま
す
。

●
第
３
段
階

　

も
う
一
度
全
体
に
戻
り
ま
す
。第
２

段
階
で
読
み
取
っ
た 

「
筆
者
の
意
図
」が

文
章
全
体
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
認
識

し
、読
み
取
り
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
確

認
し
ま
す
。

詩
教
材

●
第
１
段
階

　
「
詩
教
材
の
５
の
観
点
」で
読
み
の
共

通
土
俵
を
つ
く
り
、「
詩
の
３
つ
の
手
立

て
」を
活
用
し
て
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ

か
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
す
。

　

こ
の
段
階
で
は
表
現
技
法
な
ど
に
こ

だ
わ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。あ
く
ま

で
も
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
か
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
第
２
段
階

　

技
法
や
、使
わ
れ
て
い
る
言
葉
一
つ
ひ

と
つ
を
詳
し
く
吟
味
し
て
い
き
ま
す
。詩

の
場
合
は
物
語
や
説
明
文
に
比
べ
て
作

者
は
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
考
え
な
が
ら

言
葉
を
選
ん
だ
り
、技
法
を
使
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。そ
の
部
分
を
し
っ
か
り
と
読

み
取
る
こ
と
で
、作
者
が
描
こ
う
と
し
た

世
界
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
す
。

●
第
３
段
階

　

第
２
段
階
で
学
習
し
た
こ
と
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、全
体
を
通
し
て
読
み
ま

す
。こ
れ
に
よ
っ
て
作
品
が
描
こ
う
と
し

て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
理
解
が
さ
ら
に
深
ま

り
ま
す
。

伝
統
文
化
教
材

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
新
し

く
入
っ
た
内
容
で
す
。そ
れ
だ
け
に
ど
う

扱
っ
た
ら
い
い
の
か
戸
惑
って
い
る
方
も
多

い
よ
う
で
す
。

　

小
学
校
で
の
伝
統
文
化
教
材
の
学
習

は
、中
学
校
で
の
古
典
や
漢
文
の
学
習
と

は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。

　

古
典
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、い
ま
の

わ
た
し
た
ち
の
扱
っ
て
い
る
文
章
が
長
い

歴
史
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
文
化

で
あ
る
こ
と
や
、昔
の
人
と
現
代
の
自
分

の
考
え
方
の
共
通
点
や
異
な
る
点
を
認

識
し
な
が
ら
、古
典
を
楽
し
む
素
地
づ

く
り
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

■説明文教材の10の観点
① 題名・題材
② 形式段落
③ 意味段落
④ 形式段落の主語
⑤ 要点
⑥ ３部構成 
⑦「問い」と「答え」
⑧ 文章構成図
⑨ 事例（具体と抽象）
⑩ 要旨（主張）

■詩教材の５の観点

■詩の３つの手立て

① 題名
② リズム
③ 中心語・文
④ 語り手
⑤ 技法と効果

① 題名から「問いの文」をつくる。
② 「問いの文」の答えを求めて読む。
③ 自分のイメージをつくる。


