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１　はじめに

１．１　キーワード

　書写　　文字文化　　言語文化　　伝統文化　　平仮名　　鑑賞　　書式　　行書　　行書に調和する仮名

　日本文化　　名文を書く

１．２　本研究の位置づけ

　中央教育審議会より平成19年11月	7	日に「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」が、平成20年	

1	月17日に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（答申）

が出された。「生きる力」をはぐくむという基本理念は変わらないとしながら、一昨年の教育基本法改正や昨

年の学校教育法等の改正を踏まえ、また、平成19年	1	月23日に公表された「平成19年度全国学力・学習状況

調査報告書について」やPISAの学力調査の結果等を踏まえて、いわゆるゆとり教育の方針転換とされる方向

に動いていると捉えてよいのだろう。

　こうした教育を巡る改革の中で、中学校国語科書写のあり方はどう考え、どのように評価したらよいのだろ

う。先般は書写の未実施も社会の話題となった。ハード、ソフトの両面からの充実を図らなければならないこ

とは言をまたないが、共同研究者は実践の場に身をおく者として、新しい授業のあり方を模索して授業改善

のための材料を提示し続けることはとても重要であるとの認識で一致した。そこで、本研究では、「文字文化」

という大まかなキーワードを設定するにとどめ、それ以上の統一テーマを設けることや、一定の方向性を持た

せることをやめ、各々の考えていることを様々な展開で試行することとした。

１．３　本研究の役割分担

　本研究は、主に中学校に勤務する教員を中心にして授業プランを構築し、その他のメンバーがアドバイザー

として授業案を練っていった。その結果、小金井中学校と竹早中学校で研究授業を、世田谷中学校では選択講

義の時間を	8	時間割り当てて頂き、意図を持って授業を行うことにより今後の書写授業の可能性を見いだそ

うとした。また、各校種の連携や交流を積極的に図るために、小金井中学校では大学教員が、世田谷中学校で

は	8	時間のうち	4	時間を高校教員が担当し、お互いが共通した視点から検討ができるように配慮した。
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１．４　伝統と文化ということ　─ 答申から ─

　今年度の研究において中心に据えた「伝統と文化」について、前述の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（答申）から、該当部分を列挙してみたい。少々長くなるが、

授業案作成の基礎ともいえる部分なので、お許しいただきたい。

　「教育内容に関する主な改善事項」として大きく	7	本の柱が立てられているが、その	3	番目として「伝統や

文化に関する教育の充実」があり、こう書かれている。（太字は筆者）

○		また、伝統や文化についての深い理解は、他者や社会との関係だけではなく、自己と対話しながら自分を

深めていく上でも極めて重要である。

○		このため、伝統や文化の理解についても、発達の段階を踏まえ、各教科等で積極的に指導がなされるよう

充実することが重要である。

○		我が国の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度は、我が国や郷土の発展に尽くした先人の働き

や、伝統的な行事、芸能、文化遺産について調べるなど、社会科、とりわけ歴史に関する学習の中ではぐ

くまれるものであり、その充実を図ることが望まれる。

○		音楽、美術、工芸、書道など、芸術文化に親しみ、自ら表現、創作したり、鑑賞したりすることが、伝統

や文化の継承・発展に重要であることは言うまでもない、特に伝統的な文化にかかわっては、音楽科や図

画工作科、美術科では、唱歌や民謡、郷土に伝わる歌、楽器、我が国の美術文化などについての指導を充

実し、これらの継承と創造への関心を高めることが重要である。

　まさに、日本人としてのアイデンティティーの再認識がうたわれていると言ってよいであろう。

　次いで、「各教科・科目等の内容」で書写・書道に関して触れられている部分をみる。なお、現行の［言語

事項］は［言語文化と国語の特質に関する事項］と名称を変えている。

＜小学校国語科書写＞

○		書写の指導については、手紙を書いたり、記録をとったりなどの実際の日常生活や学習活動に役立つよう、

内容や指導の在り方の改善を図る。

＜中学校国語科書写＞

○		書写の指導については、社会生活に役立つことを引き続き重視するとともに、文字文化に親しむようにす

るため、内容や指導の在り方の改善を図る。

＜高等学校芸術科書道＞

○		中学校国語科の書写の学習との円滑な接続を図りながら、生徒の個性を生かした創造的な活動を行い、生

涯にわたって書を愛好する心情を育て、芸術としての書を理解し、書の文化についての理解を一層深め尊

重する態度を養うことを重視して、次のような改善を図る。

○		「書道Ⅰ」においては中学校国語科書写との関連をより一層明確にする観点から、「漢字仮名交じりの書」

の内容の改善を図るとともに、総合的に書道に対する理解を深められるようにする。表現領域については、

書の伝統文化としての位置づけからも、篆刻や刻字等の立体に対する視点を重視するようにする。また、

書の文化の継承と創造への視野を広げ、理解を深めるとともに、感じ取る力や思考する力を一層豊かにす

る観点から、鑑賞の学習が充実して行われるようにする。

　中学校では「文字文化に親しむ」という記述が見られる。ここで言う「文字文化」とはどのような内容を指

しているのであろうか。広義あるいは狭義で、様々な解釈が可能となろうが、いずれにしても生徒が親しむこ

とのできる、興味・関心を抱けるような内容を考えていくことが極めて大切であると考える。

	 （附属高等学校　荒井	一浩）
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２　小金井中学校における実践　─ 平仮名の姿を考えよう ─

　現行学習指導要領では、平仮名は小学校段階において、文字を正しく整えて書くという観点に立って、楷書

に調和する平仮名の基本的な筆使いや字形を学習することになっている。その上で、漢字（楷書）と仮名の調

和を図りながら、配置・配列に注意して書くとともに、書写力の日常化・生活化を視野に入れた指導がなされ

ている。中学校段階においては、漢字における行書指導の導入に伴い、行書に調和する平仮名を理解して書き、

文字を正しく整えて速く書くことができるようにするとともに、書写能力を日常生活に生かす能力を身につけ

ることが重要となっている。

　前述の中央教育審議会の「答申」において、グローバル化社会の中で、自分と異なる文化を理解する上で、

まず自国の伝統や文化について深い理解が前提であるという観点から「伝統や文化に関する教育の充実」が教

育内容に関する主な改善事項の一つとして示されている。また、中学校書写の改善事項においては「文字文化

に親しむ」という方向性が示された。これからの中学校国語科書写の指導内容において、私たちの身の回りに

広がるさまざまな文字文化という空間的広がり、また文字の誕生から、今日まで脈々と継承されてきた文字文

化という時間的広がりをもった、より文化的視点にたった指導が求められる可能性を含んでいる。これまで、

書写・書道教育の課題として取り上げられてきた国語科書写と芸術科書道の円滑な接続という点においても、

この文字文化に関する指導内容は大きな役割を果たすことが期待される。

　ここでは、平仮名の学習において、「文字文化」という視点を取り入れた附属小金井中学校における大学教

員による授業実践例を紹介する。

　仮名は中国から伝わってきた漢字（草書）の簡略化によって成長を遂げた。仮名は先人たちが恋愛や四季の

美しさ等を歌い、それを縦に書いていく中で洗練されていき、平安時代には現在使用されている平仮名に近い

形状となった。わずかに傾きをもち、連綿しながら流れていくという仮名の姿には、中国の漢字とは明らかに

異なる日本人の美意識が端的に表わされており、日本文化の特性を象徴的に示している。また、色紙に散らし

て書くという日本独特の構成・展開も成立している。本授業においては、単に平仮名の字源を理解して平仮名

を書くということにとどまらず、漢字から平仮名への簡略化の過程、また、そこに生まれてきた「流れ」「傾

き」「散らし」というような日本文化の特性を生徒から引き出し、それを感じ取った上で平仮名を書くことと

で、理解の深化をはかることを目的とした。

学習指導案（略案）

１．指導計画　平仮名の姿

２．対象　附属小金井中学校　1-A

３．展開

学　習　活　動 教　師　の　支　援

確
認
す
る

・本時の学習内容について
・漢字、平仮名、片仮名の由来について確認する。
・前回の授業で学習した平仮名の字源を確認する。
　「と」（止）、「の」（乃）、「り」（利）、「す」（す）

・漢字、平仮名、片仮名の成立の由来を想起で
きるようにする。

理
解
す
る

・平仮名がどのように簡略化にされて現在のような
平仮名の姿になったのかを理解する。

・平仮名「止」→「と」、「乃」→「の」の簡略化の
過程

「と」が「止」の左回転の連続、「の」「乃」が右
回転の連続で成立したことを示すことで、平仮
名の簡略化の過程を理解できるようにする。
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▼	書写プリント

○授業の検討と今後の課題

　本授業では、中学校第	1	学年において、「文字文化に親しむ」という視点から、平仮名の成立過程を学習し、

中国の漢字とは異なる文化的特性への理解を図りながら、平仮名の実技へと展開した。まだ漢字の行書学習も

導入期ではあるが、漢字の草書から平仮名へと簡略化されていく過程を、丁寧に示すことで、その成立過程を

一定程度、理解できたのではないかと考える。漢字の学習における行書の「点画の連続」や「筆脈の実線化」

「点画の省略」等と関連づけながら、「流れ」「散らし」等の文化的な理解を図っていくことが効果的であると

考えられる。また、文化的理解を深めるためには、生活のさまざまな場面に見られる手書きの平仮名に触れる

ことも大切であり、今後は、高等学校芸術科の書道Ⅰの学習内容を見据えながら、中学校	3	年間を通しての

段階的な学習計画を検討することを課題としたい。	 （大学書道学科　加藤	泰弘）

気
づ
く
・
広
げ
る

・黒板に拡大した楷書「九成宮醴泉銘」と仮名「寸
松庵色紙」を掲示し、その書きぶりや構成の違い
について自由に発表する。

・平仮名が日本文化の特性「流れ」「散らし」を端
的に示していることに気づくようにする

・片仮名と平仮名の違いについても考えてみる。

・楷書の構築性と仮名の流れ、連続、傾き等に
気づくように促す。

　→それぞれに中心線を引き、平仮名の右下へ
の自然な「傾き」と「流れ」に気づくよう
支援する。

・片仮名は漢字の部分（全部）であり、漢文訓
読に使われたことなどを理解し、漢字、平仮
名、片仮名の姿の違いへと理解を広げるよう
に支援する。	

深
め
る

・平仮名の成立過程と特徴を理解した上で、「のり」
を書いてみる。

・「の」「り」の二文字を筆脈の連続に注意しながら、
一筆で書くようにする。

毛筆で書くことによって、「回転」「連続」等に
ついて確認し、理解を深めるようにする。
「の」から「り」へのつながりを意識しながら書
くように促す。
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３　竹早中学校における実践　─「鑑賞書式」の学習について　─

３．１　はじめに

　現在の手書き文字における書式は、封筒や葉書、履歴書のような実用的な書式と、毛筆で書かれる短冊や条

幅・扁額等の芸術的なものに分けることができる。これらの書式のうち、特に短冊や扁額など芸術的な書式

（鑑賞物としての書式）については、近年実用性を重視する中学校国語科書写の中であまり目を向けられなくなっ

てきている。しかし、短冊や扁額等の芸術的な書式を中学校でいち早く取り扱うことは、本プロジェクト研究の

趣旨の一つである中学校国語科書写と、高等学校芸術科書道のスムーズな連携という観点から有益であろう。

　本稿では、国語科書写における書式の考え方を整理し、特に実際の短冊や扁額等の芸術的な書式に着目した

実践を行い、検証していく。

３．２　国語科書写における書式指導

　⑴　書式と形式

　小学校学習指導要領においては、昭和43年度における改訂の際、国語科の「書くこと」においてそれま

であった「書式」が、国語科の「書写」において「形式」とされた。このことについては、次年度の昭和

44年に発行された『国語科　書写指導講座　第3巻　硬筆指導』（藤原宏　細谷肇編　1969、明治書院、166

ページ）に次のように記されている。

　ここでは、国語科書写における書式という用語についての基本的な考え方が示させていると見ることがで

きよう。また、小学校における書式という用語について解説されているが、このとき（昭和44年度改訂版）

の中学校学習指導要領において書式という用語は残された。ちなみにその後、昭和52年度版の中学校学習

指導要領から「書式」は、「鑑賞」ととともに消え、小学校と同じく「形式」が用いられることとなった。

また、現行の平成10年度版の中学校学習指導要領には「形式」という用語も見ることはできないが、学習指導

要領解説によれば「目的や必要に応じて調和よく書く」という用語に集約されていることが解説されている。

　「形式」は前掲の傍線部に見られるように、非常に広い意味で使用することができる。しかし、本稿では、

書式の伝統文化としての視点を重視し、特に中学校において短冊や条幅・扁額等の芸術的な書式を取り扱

う。そのため本稿中では、芸術的な書式を「鑑賞」と関連づけて取り扱っていた昭和44年度版の中学校学

習指導要領への回帰を志向するわけではないが、書式という用語を用いていく。また、この芸術的な書式を

はっきりと示すものとして「鑑賞書式」という用語を使用していく。

　⑵　鑑賞書式と鑑賞教育

　鑑賞書式と鑑賞教育は、密接な関わりがある。条幅・扁額・短冊等は、はじめから常に見られる位置に置

かれることを念頭において揮毫されている。つまり、鑑賞書式を学ぶことは、書かれたものを鑑賞の対象と

して見ることに直接関わっているのである。現在の中学校学習指導要領には、その位置づけから、鑑賞とい

う用語は取り入れられていないが、古人の書を見て味わうことを中学校において体験しておくことは、高等

　「書式」から「形式」へと、なぜ変わったのであろうか。このことも、「書式」という名称は、もとも
と書道的な発想の上から出た色彩の強い用語で、毛筆で書かれた巻紙の手紙や、毛筆で書かれた古文書
記録、あるいは、たんざく、色紙、各種条幅類などをもっぱらさしていたものと思われる。それが現代
になって、毛筆の履歴書や、各種届書などをも含めて広くさすようになった。（中略）そこで今回、国語
科の書写として、硬筆・毛筆はむしろ、書写の文字修得の為の用具としての使命をもち（「毛筆による書
写」と改訂では明示している）、実際社会において、毛筆的ニュアンスの強い「書式」よりは、もっと広
く社会全般に用語的なものに関係なく使用できる「形式」という用語を使用することにしたとみるべき
であろう。（傍線筆者）
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学校芸術科書道との連携から有益である。書の線を味わうところで進まずに、文字の特徴等を考えるのみで

あったとしても、芸術科書道に向かう意識を高めることにつながることになろう。

　筆者は古人の作品をみて味わうことを書式、特に鑑賞書式の特徴とからめて行うことが	1	つの方法であ

ると考えている。たとえば、中学校の書写の授業で扁額の書式について学んでいれば、扁額を飾っているもの

を見たとき、学んだことが思い出され、飾っている扁額に興味を持ち、筆勢を味わってみようと考えることに

つながるのではないだろうか。つまり、鑑賞書式を学ぶことが書道における鑑賞教育の導入となるのである。

　⑶　扁額の書式

　本稿では、いま述べてきた鑑賞書式の中で、扁額の書式に着目した。扁額には、刻されたものとそうでな

いものがあるが、双方とも短冊や扇面、条幅等に比べて一般社会において生徒が目にしやすいものである。

学校内において校長室や職員室などに扁額がある学校は多い。自宅の和室の欄間の上に扁額が掛けられてい

る生徒もいるであろうし、商店街の店の奥に掲げられた扁額や、旅行先等において寺院等の伝統的な建築物

に掛けられた扁額を見ることもあろう。

　扁額は、古くは閣号を書く木額のみを指しており、中国においては現在も閣号を書く木額が多い。日本で

は木に刻された閣号のほか、室内においては吉語等を画仙紙に書いた物を張り込んだものも多い。生徒に扁

額の書式を指導する際は、木額と肉筆額があること、またもともとは閣号を書くものであったということも

押さえておきたい。また、一字を横に並べる場合は、右から順に書き、落款・押印をする一般的な形式の扁

額の書式も押さえておきたい。また、この書式が手紙などと違い、はじめから掛けられることを前提とした

書式であり、見られること（鑑賞されること）が意識されたものであることを押さえることも重要であると

考える。

３．３　附属竹早中学校第一学年における実践事例

３．３．１　本時のねらい

　扁額の書式と特長を理解し、人に見られることを意識しながら、字配りに気をつけて書く。

３．３．２　本時の展開

学習活動 指導・支援上の留意点　（評価は斜体）

○	副島種臣書の扁額「修禅
寺」の写真を見て、疑問点
を確かめ話し合う。
○	扁額という書式の特徴を知
る。手紙等の実用的なもの
と区別する。

○	疑問点から扁額という書式の特徴が理解できるように話し合うように促
す

・右から左に書かれている→伝統的な書式（	3	行の	1	字書き。）
・高いところに常に掛けておくもの→見られることを意識。

扁額の書式と特徴を理解することができたか。

○目標を把握して練習する。
○	大きさを中心にして批正を
行う。
○	まとめ書きをして提出す
る。

○	人に見られることを意識した二文字の語句を選び、楷書で書くように促
す。
○	楷書扁額の例（※）を示し、字配りに気をつけ、特に文字が大きくなり
すぎないよう批正を行う。
　字配りに気をつけて練習することができているか。
○まとめ書きをし、扁額の書式や文字にこれから気をつけていくよう促す。

字配りに気をつけて扁額の書式で書こう。

※	例	1「銀河」扁額形式の額。（『中学書写2・3』教育出版、2004年度文部科学省検定済教科書。）
　	例	2「無垢」沖六鵬書の楷書扁額（『條幅・扁額の研究』松井如流、二玄社、1958。）

― 45 ―



３．３．３　活動の実際と考察

　まず、副島種臣書「修禅寺」（行書扁額）を提示

し、率直にどう思うかを書かせ、聞いてみた。ま

ず生徒が着目したのは「修禅寺」の読み方であっ

た。「寺」が最後の文字であると分かると、生徒

は授業者のねらい通り、右から左に読むことにつ

いての疑問点を持ったようである。

　このとき「迫力がある。一画の太さがそろって

いない。筆がそろっていない（ぼこぼこしている）

角が丸い。筆脈がある。筆先などがそろっていな

いので、お手本だったら最悪だが、何か目を引く

物がある。」などの筆意に関する感想をもった生徒も多かった。また、ほかにも「お寺の広いところに飾って

ありそう。建築物の表示などに使われていそう。木に彫られている。」など、置かれている場所や、材質につ

いての感想も多かった。ここでは、筆者の想像以上に筆意に関しての興味を持った生徒が多かった。筆意に関

する問題は、授業で深くは取り上げなかったが、深く触れていくとすれば、筆者についての知識のほか、その

扁額が書かれた目的や、書かれた場所と絡めて考えていく必要があろう。ただし、国語科書写が芸術科書道の

鑑賞や表現の領域に踏み込みすぎないように注意して取り扱うべきである。

　右から左に読むことについては、この扁額は縦	1	字の	3	行で「修禅寺」と書かれたものである、という解

説を行った。後で書かれた感想を見ると、名前（落款）は縦書きで書かれているのになぜ横書きで書くのだろ

うかという疑問を持っていた生徒がいた。その声を取り上げて展開すべきであった。

　寺院の名称を書いた扁額を導入に用いたためか、伝統的に扁額は閣号等を示すものである、という理解はし

易かったようである。しかし、逆に日本建築の中にある扁額の理解については、それほど生徒の反応が良いと

は言えなかった。畳の部屋が家にない生徒も多く、扁額が掛けられた和室のイメージがわきにくい生徒が多

かったようである。扁額が掛けられた和室の写真資料を用意するべきであった。ただ、実際に自分の家に扁額

が掛けられているという生徒も何人かはいた。また、鑑賞書式ということで、人に見られることを意識した書

き方についても話し合ったが、筆を持たずに、あらかじめ鑑賞書式の理解のみをテーマにした授業の実践をし

ておくことも可能であろうと感じられた。

　実際に扁額形式に書くことで扁額書式の理解を深めるため、半紙の縦（長辺）を	5	㎝ほど切りおとしたも

のを使用して扁額形式に書いた。生徒が書く際の書風の混乱を防ぐため、基本点画に気をつけて書くこととし

た。そして、扁額が、常に掛けられ、人に見られることを意識して書かれたものであることから、実際に自分

の部屋に掲示してもいい語句を選ぶこととした。

まず、試書を行ったが、予想していたとおり、紙

面一杯に大きく書いてしまう生徒が多かった。こ

こで、作例として「銀河」（扁額形式の額。2004

年度検定、教育出版『中学書写	2・3	』所収）、「無

垢」（沖六鵬書の楷書扁額。『條幅・扁額の研究』

松井如流、二玄社、1958、所収）を見せ、大きさ

の例を示し、特に大きさに着目した字配りについ

ての批正を行った。その結果、余白が少なすぎる

生徒はほとんどいなくなった。まとめ書き終了後、
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