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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Abstract

　 Using　qualitative　data
，
　this　paper　reports 　on 　a　study 　of 　the　beliefs　at　work 　in　an 　ESL 　teacher　utiliz血 g　a　type　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ
corrective 　feedback　ca 皿ed 　recasting ．　As　she 　recast 　the　learners　 erroneous 　sentences ，　 the　teacher 　simultaneously

aimed 　at　not 　only 　correcting 　error 　and 　moving 　the　instruction　forward ，　but　also 　at　fostering　a　friendly
，

supportive ，　and 　challenging 　environment 　that
’
encouraged 　learners　to　take　risks　when 　communicating 　with 　others ．

The　paper　concludes 　that　the　study 　of 　how 　teachers　utihze 　recasting 　in　their　claSsrooms 　is　an 　area 　providing　much

valuable 　insight　into　the　nature 　of　teacher　instruction，　and 　hence　deserves　further　research ．

KeツWords ：recasting ，　error 　correction ，　beliefs，　second 　language　educa 偵on

　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 要 　旨

　TESOL （英語教育学）で は recast と呼ばれ る 間違 い の 直 し方が ある ．本稿で は ESL （英語 を母 語 としな い学習

者に英語圏で教え る）教師が，ど の よ うな信念を持ち，、ど の よ うな 目的を達成す るた め にrecast を用 い たか を調査

し た ．こ こ で 調査 し た教師は学習者が 間違 っ て も い い か ら 発言が で き る よ う な 教室の 風土作 り，話 し た い と い う思

い にか られ て 話し合い に参加す るよ うな学習活動の 立案 と実行，興味を持 っ て 学習者の話を聞く，な どの 目的を持 っ

て教 えて い て，recast はそ の よ うな さ まざまな 目的を達成 しつ つ ，話 し合 い を前に進め，言 語 的に正 し い表現 を提

示す る の に適 し た 間違い の直 し方で あ っ た ．こ の 調査 は ，recast 研究で は 教師 自身が ど の よ うな信念 を持 っ て 間違

い を直 して い るか を調査する こ と の 必要性を示唆 して い る．

ヰ ーク ード　言い 直 し （リカ ス ト） t 間違 い 直 し，信 念，英 語教育

　 　　 　　 　　 　　　は じめ に

　 TESOL （英 語教育 学） の 分野 で は語 学学習者 の 間

違 い を ど の よ う に直すか とい う の は常に興味 の あ る問

題 で あ っ た．聞違い直 し の 研 究が 20年前に始 ま っ た と

き は ，学習者が間違い を した とき教師は どの よ うにそ

れ を学習者 に知 らせ，直す か．そ して 間違 い を直す と

き教師に は どの よ う な選択肢が あ る か が 主 に 調査 さ れ た．

　初 期 の 間違 い 直 しに関す る研究 の 1分 野 と して，間

違 い 直しの背後 に ある教師の理 由づ けを調査 した もの

が ある．そ こ で は教師が 間違 い を直す とき に まず考慮

に入れ る 「理由」 （Chiaudrony　1986）や 「根抛 　 （Fanselow，

1977），間違 い 直 し に 対す る教師 の 「態度」　（Nystrom ，

1983），授業の ね らい や学習到達 目標な ど，
’
間違 い を

直 す とき に関与 する色々 な要 因 に つ い て の 「信念 」 や

「物の 見方」 （Long ，
1977） を 調 査す る 必 要性が 論 じ

られた． こ れ らの 調査 の 目的 はイ マ
ー

ジ ョ ンプ ロ グ ラ

ム （全て の授業を第 2外国語で 行な うプ ロ グ ラム）で
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学習す る 生徒の 第 2言語発達を促 した り （（hmoq 　1986），

間違い を直す と き に教師が教室に持ち込む さ まざまな

要因 の 相関関係 を明 らか に した り （Nystrom，1983） す

る こ とで あ っ た．こ れ らは草創期の研究で ある ため，

問題 の 所在 を明らか に した り，研究分野 の 定 義づけ を

行な う こ と に 力が入れ られ，聞違い直 し の 背後に あ る

教師の 信念が，ど の よ うに教 え る こ とに関与 して い る

か を深 く探求 した も の で は な い ．た だ 1つ の 例外は

Nystrom の研 究で あ る．　 Nystromは 4人 の教師の 授業 観

察 と面接調 査を実施 した結果，教師の 間違 い の 直し方

は，そ の教え方 と深 く関連 して い る と結論づ けた． こ

の よ うに，初期 の 間違い 直 し研 究 の 中に は，教師の 間

違い 直 し行動 をよ りよ く理解 し，研究結果 を現場 に還

元す る ため に，教師 の 持 つ 信念 を考察する べ き で あ る

と提案 し た も の が あ っ た ．しか し こ の 研究分野 はそ の

後全 く発 展し て い な い．

　そ れ か ら研 究の 中心が変わ り，最近 の 間違 い 直 しの

研究で は教師 の 間違い の 直 し方 と学習成果 の 関連性が

調査され る ようにな っ た （e．g．Carro皿＆ Swain．　1993；CarroU

Swain，＆ Roberge，玉992；Doughty ＆ Varela，1998；Lyster，

1998a
，
1998b；Lyster＆ Ranta，1997；Spada＆ Lightbown，

1993；Tomasello＆ Herron，　1988，1989）．特 にrecast の 問

題は，や りと りに 関す る研究 と合流 して ，最近調査 が

進ん で い る 分野 で あ る． recast と は下 の 教師 の 例 の よ

うに，学習者の 「発話の 中心的なメ ッ セージ を保ち な

が ら，文 の 構成部分 の 1箇所 も しくは2箇所 を変えて 言

い 直す発話」 （Long，1996，　p．434） で ，間違 い の 直 し

方の 1つ であ る．

　 学習者 ： He 　smoke ．

一一〉 教師 ： He　smokes ？

　 recast 研 究は recast の 有効性を 否定 し て い る も の と肯

定 して い る も の の 2つ に分け られ るが，間違 い を直す

手段 とし て の recast の 有効性 を
一貫 し て 否 定 し て い る

研究に，Lystar　and 　Ranta （1997）　とLyster　（199841998b ）

が ある．こ の 3つ の 研究は，いずれ も小 学校で の フ ラ

ン ス 語 イマ ージ ョ ンプロ グ ラ ム （全 て の 授業を第2外

国語 で ある フ ラン ス 語で行な うプ ロ グラム） で 教え る

4人の 教師の 間違 い の 直 し方 を調査 した も の で あ る ，

Lyster　and 　Ranta （1997） は 4人 の 教師 の 間違 い の 直 し

方 と
， 教師が 直した言葉が ど の よ う に 間違い 直し直後

の 学習者の 発話に取 り上げ られ て い るか （Lyster　and

Rantaはそ れ を
‘‘
uptake

”
とよん だ） を調査 した が，4

人の 教師が も っ と も好ん で 用 い た間違い 直 し の 方法は

recast で あ っ た．しか しそ れ はまた学習者の
“
uptake

”

が も っ と も見 られ な い 直 し方 で も あ っ た．従 っ て

Lyster　and 　Ra 皿taは recast で はな く他 の 直 し方 （例えば ，

「違い ます」 の よ うに学習者の発話の言語学的整合性

につ い て コ メン トす る，　 「〜と言わな い とい けません 」

などは っ き りした形 で 間違い を直す）の ほ うが効果 的

で あ る と結 論 づ け た．Lyster （1998a） で は recast は 学

習者が音読を して い る と き に発音の 間違い を直す手 段

と して は有効で あ っ たが ，文法的誤 りを直す方法 とし

て は効果が なか っ た．また，Lyster　（1998b）で もよ

く見 られ た直し方はrecast で あ っ たが，4人 の教師は学

習者 の 間違 い を含む発話 を肯定 す るよ うな ま ぎらわ し

い 表 現 （例 えば，間違 い が あ る に も か か わ らず，　 「は

い 」 ，「もち ろ ん」 な ど学習者の 発話を肯定する 表現

「すば らし い 」 な ど の ほめ言葉）を使 っ て い た の で ，
一貫 して recast が 間違 い直 し に 用 い られ て い たか は分

か らず，こ れ がイ マ ージ ョ ン プ ロ グ ラ ム の ように言語

よ り授業 の 内容 に フ ォ
ー

カ ス を置 く授業 の 欠点 で ある

と結論づ けた．

　Lyster　and 　Ranta （1997）そ して Lyster（1998a，1998b）

の研 究が ，い ずれ も間違 い を直す方法 と し て の recast

の 有効性 を疑問視 し た の に 対 して ，recast は有効で あ

る と い う結論に至 っ た研究 もある．例えば，Mackey

and 　Philp （1998） は集中的な rccast （intensive　recast）

と第 2言語の 発達の 関連性 を 調 査 し た ．集 中的 recast は

「質 問文 に フ ォ
ー

カ ス を絞 っ て，学習者の発話 で見 ら

れ た ，学習 して い る 言語 らし くない も の は全て recast

を使 っ て 直す （p．346）」 と定義づけた．また第 2言語

発達は，便宜的に 学習者の 質問文の 形成能力の発達と

定義 した．そ の 結果，intensive　recast を受けた場合，

よ り高い発達段階に あ る 学習者ほ どそ の 効果 が見 られ

た．Doughty 跏 d 伽 ela （1998）は中級の ESL ク ラ ス に

おけ る科学の 授業 （すなわち，言語 よ り コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に フ ォ
ーカ ス を置 く授業） に お い て

， 間違い 直

しの rcbast （corrective 　 recast ） とよぶ 間違 い の 直 し方 と

第 2言 語の 発達の 関連性 を調 査 した．間違 い 直 し の

recast は 1） 学習者 の 間違い を含む発話を繰 り返 し，2）

そ れ を recast で 直し て 正 しい 第 2言語 の 形 を示す，と

い う 2毅階方法 で行なわ れた．ときには，そ の後 ク ラ

ス 全体 に 正 し い 形 を含む表現 を繰 り返させ た．い ずれ

の 場合 も間違 い 直 しの recast は手短か に行なわ れ，す
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ぐ に 科 学 の 内容 に移 っ た．第 2言 語発 達は過去形 の 形

成 能 力の 発達 と定義 し た．そ の 結果 ，間違 い 直 し の

recast を受けた グル ープは ，過去形 の 使 い 方が大 き く

進歩 し， これ は 統計学的に も有意な もの で あ っ た．

　Mackey　and 】］hilp（1998） と Doughty跏 d物 ela （1998）

が 実 際 の授業の 中で 行な われ て い る recast を調 査 し た

の に 対 し，Long，　 Inagaki，　and 　Ortega （1998） は プリテ

ス ト，ポス トテ ス トを用 い た実験を行な い ，日本語と

ス ペ イ ン語を学習して い る者 とそれぞ れ の 言語を母語

とする者 と の 問の や りと りを調査 した．実験群は モ デ

ル （教師の モ デル の後 につ けて学習者が 同じ表現を繰

り返 す ） とrecast の 2群 で あ り，そ れ に対 照群 （何 も

聞 か な い 群） を加え た ．こ の 調査 の 目的は 外国語教育

（日本 語 とス ペ イ ン語） にお け る，モデル とrecast と

い う 2つ の 間違 い の 直 し方の 言語発達 へ の 貢献度 を 調

べ る こ とで あ っ た．そ の 結果 ，日本語 の 場合は モ デル

と recast の 間に は差異は 見 られ な か っ た．ス ペ イン語

の 場 合 は 副詞 を置 く場 所 に 関 して の み ，モ デル と

recast を 聞 い た 学習者は 何 も 聞か な い 学習者よ り発達

が見 られ ，recast を聞 い た学習 者の ほ うが モ デル を聞

い た 学 習者よ り発 達が 見 られ た ．最 後 に ，Lecman

（2003）は プリテ ス ト，ポス トテ ス ト，第 2 ポス トテ

ス トを用 い た実験をスペ イン語 の学習者に実施し，recast

間違 っ た こ とを示す，特徴 を強調する ，と全 く間違い

を直さな い （対 照群） の 4つ の 間違 い の 直 し方 と第 2

言語発達の 関連性を調査 した．第 2言語発達は便宜 的

にジ ェ ンダー
と形容詞 の 呼応 を的確 に使 え る能力 の 発

達 と定義し た ．実験に 用 い た 作業は 2種類あ り
， 第 1

の 作 業では学 習者が研 究者 に指示 を し，第 2 の 作業 で

は 研究者が学習者 に指示 を出した．そ して recast 群で

は研究者が 学習者 の 間違 い を含む発話を 正 しい 形に直

し て 言 っ た，間違 っ た こ と を示す群で は，研 究者は学

習者の 間違 っ た発話 をそ の まま繰 り返 し，澗 違 い で あ

る こ と を示 し ，間 違 っ た 箇 所 を 明 らか に した が ，

recast の よ うに正 し い 形 は提示 しなか っ た，特徴 を強

調する群 で は，第 2の作業で 研究者が指図を出す 際に，

ス ト レ ス やイ ン トネーシ ョ ン を使 っ て 正 し い 形 の 特徴

を特に 強調 して 発音 した．対 照群 で は学習者 の 間違 い

を直す こ とも，正 し い 形を特 に強調 して 発音する こ と

も な か っ た．そ の 結 果，recast と特徴を強 調す る群だ

けが全 て の 点で 対照群 を抜い て 優秀な成績を 収めた．

間違 っ た こ とを示すグル ープは ど の点で も対照群 を抜

く こ とはなか っ た．こ れ は間違 っ た こ とを指 摘す るだ

け で は 学習は お き な い こ とを示 し て い る．Leeman は

recast に関する結論 と して ，　 recast の 効果 は間違 っ た こ

とを示す か らで はな く，正 し い 形 の 特徴 を強調し て 学

習者に伝 え る と こ ろ にあ る と主 張した．

　結論 として ，Lyster　and 　Ranta （1997）が示 したよ う

に
， 言語そ の も の で は な く内容に フ ォ

ーカス を置 い た

授 業で は， recast は よ く用 い られ る 間違 い の 直 し方で

あ る ．し か しそ の recast の 有効性は，現在 の 段階で は

決定的な結論は 出 て い な い と言 え る．そ して recast が

直 し方 と して 有効で あ る とすれば ，ど うして 有効な の

かそ の メカ ニ ズム の解明はまだ始ま っ たばか りで ある．

　語 学学習の 第 1 （p目的は学習 して い る言葉 を使え る

よ う に な る こ と で あ る の を 考 え る と，recast 研 究で

recast が い か に学習者 の 言 語発 達 に寄与 して い るか の

調査 に 中心が置か れ て い る の は 納得の い く こ と で ある．

しか し，recast 研 究で は，　 Lyster　and 　Ranta （1997）カs

recast は 4 人の 教師が も っ と も多 く用い た間違 い の 直

し方 で あ っ た と報 告 して い るが，す なわ ち rccast は語

学教師が よ く用 い る 間違い の 直 し方で あ る に も か か わ

らず，recastを実際に行な う教師の視点が欠落して い る．

教師の考えが教え方やカ リキ ュ ラム の解釈 の 仕方 に大

きな影響を与 え る （Freeman ＆ Richards，1996） こ とを

考 え る と，なぜ教師が recast を行な うの か を教師 の 視

点か ら調査する の は意義ある こ とで ある ．本稿は，上

述 の 20年前に少数 の 研究者によ っ て 開始され たが，そ

の後継続 され る こ とな く終わ っ て しま っ た，教師 の 間

違 い 直 しの 背後 にあ る信 念 と い う研究分野 に属す るも

の で ある．間違 い の 直 し 方 に は色 々 な 方法が あ る が

（Chaudron，1977）， こ こ で は recast に焦点 をす え，1人

の ESL （英語 を母 語 と し な い 人 に英語 圏 で 英語 を教え

る ）教師が， ど の よ うな 信念
1
を も ち ，

ど の よ うな 目

的を達成す るた め に recast を用 い た の か を調査 した．

　　 　　 　　 　　　 　 方 　法

　こ の 研究は 別件の 質的調 査 で 収集 したデータを基 に

した も の で あ る．別件の 調査 では ，2人 の ESL 教師 の

クラス 内で の や りと りに関する信念 につ い て の 調査 を

目的に，米 国 東部で 1年間データ収集 を 行な っ た．本

1
本 稿で は，「信念 」は 教師の 過 去，現 在，未来，そ し て 個 人 的，職業 的経

験 を通 して 発 達す る もの で あ り，考 えの 形成 や教 え る と い う行 為 の

遂行 に様 々 な 形 で 寄与 し，そ れ を 導く も の で あ る と定義 した．
こ こ で い う信 念は 「価 値 観」．「心 情1，「道義」．「態度 」な ど．教師 の 考 え

や 教 える とい う行 為 を導 く全 て の 概念 を含 む．
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稿はそ の うち の 1人 （ジーン）
2
に関する 分析で ある．

1．データ収集協力者

　 ジ
ー

ン は 40年 の ESL 教師歴 を も つ ベ テ ラ ン で ある と

ともに，データ 収集当時は応用言語学博士 課程の 学生

で あ り，博士 論文 を執筆し て い た．デー
タ収集は短大

の 語学学校 で 実施 され た．第 1学期は レベ ル 1 （初級

の 下 で 作文 の ク ラ ス ），第2学期 は レ ベ ル 2B （初級 の

上で 読解 と会話の ク ラス）の ク ラス を観察 した．学習

者 の年齢は 20歳 か ら60歳 で あ っ た．

2．デー
タ収集と分析法

　 データ収集法は授業観察 （43回） と フ ィ
ール ドノー

ト，聞き取 り調査 （33回），教師の 信念 に 関する 研究

者 の解釈 に つ い て本 人 に宛 て た手紙 （2通） とそれ に

つ い て の 面接調 査 （2回）， 授業 の ビデオ録画 （3回）

とそ れ に つ い て の 面接調査 （1回 ） を用 い た．本稿は

以 下の よ うな方法で 収集 ・分析 し たデー
タ に基づ き，

ジーン の recast に関する信念に つ い て 2次分析を行な っ

た．

　 クラ ス 観察は 週 3回実施し，詳細な フ ィ
ール ドノ ー

トを取 っ た．ク ラ ス で の や りとりに関す る教師の 信念

に つ い て 聞 く た め，ジ ーン の 空き 時間に 面接調 査 を行

な っ た，全て の 面接は オ
ー
ディ オテ

ープに録音 し，そ

の 録音を基に
，　 「面 接 日誌」　 （MerTiam ，

1988） を作成

した．日 誌 には，手 短 かに ま とめた各 面接 の 内容 と，

内容 に対応する テ
ープの 位置を記録 した．

　 授業観察 に加 え て ，授業を 3回ビデオ 録画 した．録

画後 に，面 接調査 を実施 し，そ こ で は ジーン 自身に 自

一分の 信念が表出して い る と思 う と こ ろを指摘 して も ら

い ，それ につ い て さ らに語 っ て もら っ た，こ の 手順 の

目的は
，

ク ラ ス 内の や り とりを ジーン の視点か ら眺め，

ジーン 自身が考 え る 「よ い 」 や りと りに さ らに迫 る こ

とで あ っ た．面接はオ
ーディ オテ

ープに録音 し，面接

日誌を残 した，

　 学期終了後に，クラ ス 内の や りと りと教え方全般に

つ い て ジーン が持つ 信念 に つ い て，研究者が試案 的 に

解釈 した もの を手紙 の 形 に ま と め
， そ れ をジ ーン に送 っ

た．手紙 は次の よ うな 3段階にわ た るデータ分析 を経

て書かれ た．まず全て の 面接 日誌を何度 も読み 返し，

そ こ か ら表出するテ
ーマ を捜 した，次に表出 したテ

ー

マ を さ らに 大 きな標目 に分類 した，大 きな標 目が明か

になるに従い ，オ
ーデ ィ オテ

ープの そ れ に 関連する部

分を捜し，その部分の テ
ープ起 こ しを行な っ た．そ し

て そ の よ うに抽出したデー
タを基に，手紙を書い た．

手紙はジーン の イーミ ッ クな視点 Φavis，1995；E 【ickSoq

1986＞，すなわちジ ーン 自身 の 独 自の 視点を包含す る

ため に，研究計画に取 り入れ た手続 きで あ る．ジーン

が 手紙の 内容に つ い て 考 え る 時間 を充分 に 取 っ た後，

開放型 の 面接調査 が行なわれ ，そ こ で は ク ラ ス にお け

るや りとりや 教える事全般 に つ い て の ジ
ー

ンと研究者

自身の 解釈が 話し合われた．こ の 手順は Lincoln　 and

Guba （1985 ） の 考 え に従 い ，研 究 者 の 解釈 が ジーン

の視点を反 映して い る か を確認する た め に，　 「メ ン バ ー

チ ェ ッ ク」 の 方法 とし て付加された もの で ある．また

こ の手順 は Clandinin （1985） の研究で 用 い られた も の

を取 り入 れ た も の で あ る．面接 はオ
ー
デ ィ オ テ

ー
プ に

録音 し
， テ

ープ起 こ し を行な っ た，ジ
ー

ンは 面接中，

手紙 の 内容 につ い て ，自由に自身 の 考え を述 べ たため，

こ のデー
タ分析 ・収集法は ，ジーン 自身の イ

ー
ミ ヅ ク

な視点 を探る意味で は有効な手段で あ っ た．

　第 1学期末に実施された手紙に 関する 面接デー
タは，

第 2学期の 授業観察 と面接調査 か ら得たデータに加え

られ，上記 の 方法で 第 2学期 末 に 2回 目の 手紙 が執筆

さ れ
， 面接が 実施され た ．

　こ の よ うにデ
ー

タ収集 と同時に分析が行 なわ れ，最

後 にデー
タ全体 を大き な標目で ま と め た．

　本研究で は ，上 述 の ような方法で 分析さ れ たデータ

を基に，　 厂間違 い直 し1 と い う新たな標 目で 再度デー

タ を見直 し，間違 い 直 しに関連 したジ
ー

ン の 信 念 を抽

出 ・分析 し た ．

3．教 師と学習者に対する倫理 的配慮

　こ の 調査に参加し た教師 と学習者に 対 し て は ， デー

タ収集 を開始す る 前 に，以下 の よ うな 内容 を記載 した

同意書 を渡 し，内容を熟読 した後に，調査の 趣旨に賛

同する場合は 同意書に署名を求め た．な お，学習者に

よ っ て はや さ し い 英語 で 書 か れ た 同意書 の 内容が理解

で きな い こ と も想定 して ，署名を求め る 前に教師が何

回 も説明 して理解 を求めた．

1）　研究結果 を公表す る際は ，教師と学習者の 氏名 ，

学校名，また学校 の 所在地名は偽名を用 い る．

2）　授業観察は学習者の 成績 と関係が ない ．また，学

習者と教師は研究の どの 時点 にお い て も参加の 中止を

申し出る こ とが で き，研究に参加 しな い こ と で 不利益

を被る こ とは な い ．

3）　ビデオ録画 の 際は録画 に同意 す る学習者だけ を映

す，
2
こ の 論文 に 登場す る 全て の 人名は偽名で あ る，
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森 ，Recast の 背後 に 見 られ る 語 学教師 の信 念

　　　　　　　　　　 結　果

　 こ の 論文で は，ジ
L ン の 信念がは っ き りと表出し て

お り，またrecast が よ く行なわれ て い る とい う理 由か ら，

第 2学期の レ ベ ル 2B （初級の 上 の 読解 と会話の ク ラス）

か ら の
一

授業 （第 8週 目，第 36回授 業観察 ） を取 り上

げる． こ の 授 業で ジ
ー

ンは クラス全体で会話力 と読解

力 を試す テ ス トを行な っ たが，実際は そ れは学習者 が

それ ま で に行な っ た読解 に関する デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で

あ っ た．デ ィ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トは次 の よ うな手順

を 踏 ん で 準備 ・実施 さ れ た．ジ
ー

ン はデ ィ ス カ ッ シ ョ

ン／テ ス トの 前に学習者に4ペ ージか らなるESL新聞 （英

語学習者の ため にや さし い 英語で書かれ た新 聞） か ら

選 んだ3つ の 記事を家で読ん で く る よ う に宿題を 課 し た．

学習者は全 員 こ の 新 聞 を定 期購読 して お り，読解材料

として 使っ て い た．ディ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トの 当日，

ジ ーン は質 問用紙 を配布 し，学習者にグル
ープで 話 し

合 っ て 答え を考え る よ う指示 した．そ の後 学習者は

テ
ープレ コ ーダーが置か れた テ ーブル の 回 りにあ つ ま

り，ジーン はテ
ーブル を は さ ん で学習者の前に座 っ た ．

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ／テ ス トで は ジーン が質問を読み上

げ，学習者が挙 手 した り指名されな い ままに答え を言 っ

た り し た ，ジーン は ，質問に答え た い と い う意思 を示

した 学習者 の 名 前 を呼 んで，テ
ープレコ

ーダー
に記 録

し た ．これ は後で 成績を つ ける 必要があ っ たか らで あ

る．そ れ か らジーン は学習者を
一

人指名 し，そ の 学習

者が 答え を述べ た．デ ィ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トが 終了

後，ジーン は学習者の 名前が何 回 呼ばれ たか に基 づ い

て 成績を つ けた
3
．

　本稿で はディ ス カ ッ シ ョ ン ／テ ス トの 中で，特 にジ
ー

ン の recast の や り方や ，そ の よ うな 間違 い の 直
『
し方 を

し て い る時の ジ ーン の典型的な ジ ェ ス チ ャ
ー，体の 姿

勢，そ の 他 の 非言語 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が全て 含ま

れ て い る例 と して ，引用 1の や りと りを取 り上げる．

1 ，ジーン が行な っ た recast の 例

　 引用 1は たば こ と肺ガ ン の 関連性に つ い て 論議 した

記事 に つ い て の ディ ス カ ッ シ ョ ン ／テ ス トの 最 中に50

秒 間続 い た や りと りで あ る．ジ
ーン が生涯

一度 も喫煙

した こ との な い 自分自身の 母親 につ い て 話 して い る と，

ベ ス がジ
ー

ン の 名前を呼び，話す意思 を示 した （1行

目）．

3
ジーン は 他 の授業 で は伝 統的な評価 の 仕方 も実施 した．

引用 1

　

ン

　

ン

入

一
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一

　
又
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ベ

ジ

　

ベ
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；

　
一

　

：

　

ン

　

リ

　

ン

蝋

脚

叙
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蝋

洗

融

殴

　
ン
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ド

ス

一
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一

ペ

ベ

ジ

ベ
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リ

　

ン

　

　

ン
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工

λ

一
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ベ
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ベ
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ン

入
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λ

ベ

ジ

　

ベ

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Jean．

Yeah ．

My 　grandfather：：＝

This　is　Beth ．（（テ ープ レ コ
ーダー

に 向か っ て し ゃ べ る ））

＝he　is （（ポーズ））a ： ； （（ポーズ））

eighty 二 ：seven ≡ （（ジーン微 笑む ））

Eighty 　seven ？ （（右手 を少 し上 げ

ベ ス の ほ う に の ばす））

＝ years　old ．

Yeah．（（まゆ毛 を上 下 に動 かす））

He ：：s＝ （（ポー
ズ））

（He ）smokes ．

＝ the　he： ： ； （（ポーズ））

（（頭 を左 に 向 け他 の 生徒 の ほ う

に向け左手で 喫煙の まね をす る ））

Hhh （（微 笑む．押 さ えた笑 い 音 を

発す る ））

（He 「

s）　still

；he： ： smoke ＝

He　smokes ？ （（目を大 き く見 開 く））

＝from ：　you 　yeung ．

（（驚い た よ うな表情））He 　 smokes

from 　from 　when 　he　was 　young？ （（子

供 を意味す る よ うに，平 に した左

手 を下 に少 し下 にさげる））

No ，　no 　no ，　 not 　young．　A ：：

what ・is・the （（ポーズ））maybe ： ；＝

Thirteen？

≡ eighteen 　maybe ．

That’s　young．

（（22 行 目に反応を示す ））
’

Very 　young．

He 　smokes 　from：

he　he　started 　smoking 　when

he　was 　young ．＝ （（左手 を 上 下 に

動 かす））

He 　never 　stopPed ．

＝ He　never 　sto （h）pped（h）．（（しか

め 面をする ））

正le　never 　stoPPed ，
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　 48

、49

　 50

ン
ー

ノ ：

ベ ス ニ

ジーン ：

ベ ス ：

ン
ー

ノ ：

ホズエ ：

ベ ス ：

So　from　about 　eigfiteen 　to　eighty

seven ，

Buth6 ： ： ＝

（（ボ ス エ の ほ うを見 る））As 　you［ボ

ス エ 】said，　some 　people （）

＝but　he　liked　he　liked　until　now ．

Now ．

He 「

s　still　alive ．

Yeah ，（（うなず く））

　ジーン は べ ス の ほ うを向き （2行 目） ，
ベ ス は自分

の 祖父は 18歳 の ときか らたば こ を吸 っ て い る と い う話

を した （3〜41行 目）．そ の あ とジーン は 自分の 左横

に座 っ て い たボ ス エ の ほ うを向き （45行 目） ，若 くし

て 肺ガ ン に か か る 人 も い れ ば
，

一
生 た ば こ を 吸っ て も

肺ガ ンにな らな い 人 も い る と い う，上 記 の や りと り以

前に ボ ス エ が行な っ た コ メ ン トに言及す る．ボス エ と

べ ス の や りと りが少 し行 なわれ （49〜50行 目） ，ベ ス

の話が終わ る．

　引用 1で ジーン が行な っ た recast は下の よ うな も の で

あ る ．

He 　s皿 okes ？ （21行 目）

He　smokes 　from 　from　when 　he　was 　young？ （23〜24行

目）

He　smokes 　from： he　he　 started 　smoking 　 when 　he　was

young．（34〜36行 目）

　 こ こ で ジ
ニ

ンは，ベ ス の 発話 の メ ッ セージ （祖 父 は

若 い こ ろ か ら喫煙 し て い る ）を 残 しつ つ ，そ れ を次第

に英 語 ら しい 表現に改めて い る．特 に3番 目 の 文 （34
〜36行 目）は ，間違 い直 し の特徴が よ く出て い る．34

行 目で ジー
ン は

“
   

’
の 最後の 子音 （す なわち 「rn 」 ）

を引き延ば して い る が，これ は Schegloff，　 Jefferson，

and 　Sacks （1977） が
‘‘
repair　initiator

”
　（間違 い直 し開

始場所） と呼ん で い る シ グナル で （p．367）， 文の 発話

者がそ の 直後 に間違 い直 しをす る可能性 が大であ る こ

とを示 す もの で ある．　
“
Repair　initiator

”
の 後，ジ

ー
ン

は べ ス の 発話 を
“
he　he　started 　smoking 　when 　he　was

young．
”

　と言 い 直 した ，こ れ は 2番 目 （23〜24行 目）

の文に似て い る が ，英語を母語 とする者に と っ て は もっ

と しっ くりと くる文で ある．こ の よ うに して ジーン は

recast を用 い て ベ ス の 発話 を よ り文法的に正 し く，英

語 らし い も の に した．

2 ．ジ
ー

ンの姿勢

　引用 1の や りと りで ジ
ー

ン は recast を行な っ た が
，

そ

れ が い か に も間違い直 し で ある と生徒に思 われ な い よ

う に，さまざ まな言葉や非言語的手段 （ユ ーモ ア
， 姿

勢 面 白 い 表情など）を上手 に 使用 する こ とで ，人 を

傷 つ ける 恐れ の な い よ うな友好的な雰囲気 を創造する

こ とに成功 して い る．一
つ は ジ

ー
ン の姿勢で ある．

　引用 1の や り と り は 50秒間に わ た っ て 行な わ れ たが，

そ の 間 にジ
ー

ンは 4つ の 異 なる姿勢 を示 した．第 1の姿

勢で は ジー
ン の 視線はジー

ンか ら見て 右側 に座 っ て い

る ベ ス の ほ うを向き，姿勢 も右方 向 に片 向 い て ベ ス の

ほ う を 向 い て い る （姿勢D．第 2の姿勢は ジーン の 上

半 身も視線 も前 方 を向 い て い る （姿勢II）．・第 3の 姿勢

は ジーン の 体は 前方を 向き，視線は 前方上 の 空中を向

い て い る （姿 勢 III）．第4の 姿勢 は ジ
ー

ン の 視 線 も上半

身もジ
ー

ンか ら見て 左側に 座 っ て い るボス エ を向い て

い る （姿 勢IV）．

　ベ スが ジ
ーン の 名前 を呼 んだ と き （1行 目），ジ

ー

ン は テ
ーブル の 上 に両手を置い て ，上半身と視線 をベ

ス の ほ う に 向けた （姿勢1）。2行 目か ら30行 目ま で こ

の姿勢1を30秒間保持 し視線は べ ス の ほうを向い て い た．

31行 目か ら34行 目 で は とき どき右に い るベ ス の ほ うに

視線 を 向け る こ ともあ っ た が，ジーン の 体 と顔 は 視線

と ともに前に向い て い た （姿勢 1）．35行 目で は体は前

を向い て い たが ，人が言葉を 捜す とき にする よ う に視

線は前方上 の 空 中を向い て い た （姿勢 III）．41行 目か

ら42行 目で は ジーン の姿勢は姿勢IIに もど り，上 半身

も視線も前 を向 い て い た．44行 目か ら47行 目では ジー

ン は視線も 上半身もボ ス エ の ほ う に 向け ，
ボ ス エ と 話

した （姿勢 IV）．48行 目か ら50行 目まで上半 身 も視線

も前を向い て い た （姿eSII）．

　ディ ス カ ッ シ ョ ン ／テ ス ト全体 の 中で ，ジーン が姿

勢1 （も し く は 姿勢 IV） を取 っ た の は ，個別 の 学習者

の 発 言を聞い た り話 した りす るときで あ っ た．姿勢 II

は ク ラス 全体 に話すと き に見 ら れ た．姿勢IIIはデ ィ ス

カ ッ シ ョ ン／テ ス トの 最中 には ほ とんど見 られ なか っ

た．引用 1で 30秒間 と い うも っ とも長 い 間示 した 姿勢

は姿勢1で あ っ た と い うこ とか ら，
ジ ーン は ベ ス個 人

との 会話 にかな りの 時間を さ い た こ とが分か る．

3 。他の 非言語的 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

引用 1は微笑む （7行 目），まゆ毛を動かす （11行 目），
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お ど け た 表情で 喫煙の ま ね を す る （15〜16行 目），驚

い た 表情 をす る （21，23行 目），しか め面 をす る （39

〜40行 目）， 手を動か して 子供 と い う意味を伝え る （24

〜26行 目） な ど，非 言語 的や りと りも非常に豊富 に 用

い られた．そ の理由として は ジーン 自身が 表情豊か な

コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の や り方をす る人 だ っ た とい う こ

とが 考 え ら れ る．ま た 学習者の英語 レ ベ ル が 低か っ た

ため非言語的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン にか な り頼 っ た と も

考 え られ る．こ の ク ラス は レベ ル 2B で あ っ た．こ れ

は 15レ ベ ル あ る うち下 か ら3番 目に低 い 初級 レ ベ ル で

あ り，ボス エ の よ うに滞米期間が 20年で ，流暢に話せ

る に もか かわ らず文法的か つ 音声学的な 間違 い をす る

学習者 も い た が ，ほ と ん どの 学習者は 初級学習者で あ っ
・

た．従 っ て学習者の 理解 を補助す るため に非言語的手

段が用 い られ て い た．また非言語 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン は 英語学習をよ り楽 し い も の に す る た めに も用 い ら

れた と考 え られる．ジ
ー

ンはそ の よ うな非言語的 コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン を駆使し て ，ベ ス の 話に 心か ら興味を感

じ，生涯 の 大部分 を喫煙 し て 過 ご し た 87歳 の 祖父 に 対

する驚きと心配の気持ちをよく理解する よき会話の パ ー

トナ
ー

として，
t
自分 自身を表現 す る こ とに成 功 した．

ま た ジーン は べ ス の話に おおげさな反 応 を 示 す こ とで ，

ベ ス の 伝 える努 力 を鏡映 しに して い る．言語 的 に ベ ス

よ り優位 に立 つ ジーン は ，異な っ た状況に置かれ た場

合は しな い よ うなおおげさな反応を示す こ とで ，ベ ス

の 考 えて い る こ と を伝え よ うと い う動機を支えた，

4 ．recast や非言語的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を支え るジ
ー

ン の 信念

　上述 の ジーン の や りと りの 仕 方は，ジーン の 教 え方

に 関する信念に基づ い て い る．例 えば，ジ ーン は面 接

調査 の 中で ，会話 の ク ラ ス につ い て 下の よう に 語 っ て

い る ．

引用 21f

　they　are　talking ，　 just　let　them　talk．　 And　I　move 　around

and 　make 　a　pretense　of　a　certain 　stmcture ．　 but　basically　I

want 　them　to　talk．1　want 　them　to　talk　with 　some 　feelings，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　 　　　　 　　　　 　　　　　 ，
some 　 commitments ，　 some 洫 mation ．　 That　 s　my 　maln

job　in　this　class ，　 just　to　have　them　talk．　 And 　the　reading

is　subordinate 　to　that．　 That　 s　to　give　them 　material 　tO　talk

about ．　Pronunciation　is　incidental　to　speaking ．　 So　I　don
’
　t

really　plan　pronunciation　work 　per　se　although 　there　are

certain 　things 　 that　 I　 do　with 　pronunciation．．．．　 But

everything 　is　subsidiary 　to　motivated 　taユk （第 19回 面 接調

査）．

　 引用 2で ジ ー
ン は会話 の ク ラ ス で は 「何か ある活動

をや っ て い る よ うな ふ りを し て い る 」　 （
“
make 　 a

Pretense　of　a　certain 　stucture
”

） が，ジ
ー

ン 自身 として

は と に か く 「気持ち を込め て ，こ こ ろ を込 め て ，興奮

して学習者が話す こ と」　 （
“
talk　with 　 some 　feelings，

some 　co   itments，　some ・ animation
”

）が大切だ と述べ

て い る．新 聞記 事を読むが ，それ も話す トピ ッ クを提

供す る がため の も の で ，読む こ とは あくまで も話すこ

と の 2の次で あ る と言 っ て い る．ジ
ー

ン は会 話の ク ラ

ス で は
，

こ の よ う に ど う し て も 人 に伝え た いこ と が あ っ

て，それに つ い て話す こ と （
“

motivated 　ta】k
”

）が も っ

とも重要 で ある と考え て い た．

　上 で 描写 したディ ス カ ッ シ ョ ン ／ テ ス トも，　 「何 か

あ る活動 をや っ て い る よ うなふ りを して い る」 例 で あ

る ．ディ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トに つ い て の面接調査 の

中 で ，ジ ー
ン は こ の 学習活 動 の 成 績 は学習者 の 学 力 で

は な く，話す こ と に 対して 前向きな態度 を何回示 した

かによ っ て 出す と述 べ た （第 31回面接調査）．従 っ て，

こ のディ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トで は 学習者の 英語 の 流

暢 さ，正 確 さ，複雑 さは成 績 には反 映され なか っ た．

つ ま りテス トと は名ばか りで ，学習者が新聞記事に トッ

ピ クを得て ，どう して も人 に伝えた い こ とに つ い て 話

し て くれ ればそれ で よか っ たわけ で あ る．

　 さ らに，会話の ク ラ ス に関して ジーン は授業の フ ォ
ー

カ ス は言 語 で はな く学習者 の 発言 の 内容 にある べ き で

あ る と信 じて い た．もち ろ ん，ジーン の 教え方全体で

は言語 の 正確さは価値 の ある もの とされ て い たが．　 （例

えば作文の 授業 と は対照的 に）話す練習 の 中で は ，、学

習者 の 言語 の 質 よ り，伝 えた い メ ッ セ
ー

ジや 話 し合 い

に参加しようとい う前向きさが大事で あっ た．従 っ て ，

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス ト
．
にお ける成績 の 出し方は ，

会話の クラス に対する ジーン の 信念に そ っ た も の で あっ

た．

　 ジ
ー

ンは 引用 3で も会話 の ク ラ ス では 学習 者 の 話 し

た い と い う動機が も っ と も大切 で あ る と述べ て い る ．

引用 3Do

　it　for　fUn　the　 way 　you　would 　with 　leaming　popular

songs ，　 do　it　fer　the　social 　effects 　because　you　know 　the

same 　things　or　it　bonds　you　more 　as　a　group，　 do　it
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because　the　music 　is　more 　irnporta皿t　than　the　conceptUal

things　you 　are　leaxning
，　tell　stories　that　are　funny，　 make

somebody 　laugh．　 That
’

swhat 　I　am 　really　looking　for．　 I

am 　really 　looking　for　things 　 where 　therc　 are 　 some 　 other

　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
reasons 　to　communicate ，　That　 s　the　real 　world ．　We 　don 　 t

communicate 　to　practice　language （第 18回面接調査）．

　引用 3で ジ
ー

ンは 「面白 い か ら」 ，「同 じ こ とを知 っ

て い る と か
， 仲間意識が 高ま る とか ，人 間関係を 高め

るために」 とか， 「おか しい 話 をして 人 を笑わす 」 （
“
do

it　for　fun＿ do　it　for　the　social 　effects 　because　you　know　the

sarne 　things　or 　it　bonds 　yoμ　more 　as 　a 　group＿，　 tell　stories

that　are 　funny，　 make 　somebody 　laugh
”

） な ど の さまざ

まな話す動機 を列挙 し，会 話 の ク ラ ス で は文 法や意 味

論と い っ た 抽象概念 よ り も，コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を 取

る理 由 の ほ うが大切 で あ ると述 べ た．そ して そ う主 張

する理 由 と し て
， 実社会で 話す と きは言語の 練習の た

め に 話す の で は な く，伝 えた い こ とがあ る か ら話す と

述 べ た．

　上述の 学習者が どうして も人に 伝えた い こ とを話す

よ うなク ラ ス を育て るた め に，ジ ーン は 次 の よ う な こ

と に気 をつ けて い る よう で あ っ た ： 1）面臼い トッ ピク

を与 える ；2）学習者 が緊 張せずに くつ ろげる雰囲気 を

創る ；3）学習者が 話す時，興味を持 っ て 聴 く ；4）学習

者の レベ ル に合わせ て使 う言葉を調整する．しか しそ

れ は子 供じみた内容／言葉で は な く，あ くま で も大人

に向けた発話 で な ければ な らな い ．ジ ー
ン は面接調 査

の 中で たびたび上 の よ うなこ とに言及 したが，特にそ

れ に つ い て 明確に語 っ た の は，ジーン が教員養成 を し

て い る 別 の 大 学 の ク ラス の 学生 が 一
人 （ス ーザ ン） ，

来訪者 として ジーン の ク ラ ス に来た時の こ とで ある．

こ の とき学習者が ス
ーザ ンに色々 な質問をする 中で ，

ス
ーザ ン は EFL （英語 を英語 圏外で 教え る ）教師 とし

て チ ベ ッ トに行 く予 定 で あ る こ と，ス
ーザ ン の 夫はチ

ベ ッ ト人で ある こ と，若い 頃ア ジ ア を旅行 した とき夫

と知 り合 っ て 結婚 し，現在は夫 と息子 の 3人 で ア メ リ

カに住ん で い る こ となどが判明し，またチベ ッ トとい

う国の こ と （そ の 位置，人 口 な ど） も話 し合 われ た．

学習者が ス
ーザン の 話に非 常に興味を感 じ，も っ と知

りた い がた め に色々 な質問を して い る こ と は 観察者 に

もよ く伝わ っ て きた，こ の 授業の 直後 に 行 なわれ た面

接調査で，こ の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に つ い て ジーンは

次の よ うに 述 べ て い る ．

引用 4The

　whole 　50 血 nutes 　thaUhey ［the　stUdents ］spoke 　to

Susan　mainly 　about 　Nepal，　Katmandu，　and 　I　thought　it　was

thrilling　because　it　was 　authentically ，　inherently　interesting

to　 all　 concemed ．　 I　 think 　 that
’

sthe 　crucial 　 thing 　in

co   u 血 cation ．　If　you 韻 nterested ，　everything 　 else 　is

possible．　 So　they　were 　interested．　 And 　I　think　the　reason

for　that　was 　that　Leve12B 　is　just　high　enough 　to　get　their

questions　across 　pretty　clearly，　and 　be　able　to　go　fUr亡肚er

than 　just　 what 　 syour 　name ，　　　 how 　many 　children

　　　　　！t
do　you　have．　 It　was 　their　having　that　level　already ，　 and

also 　I　wa 皿t　to　take　a　little　credit ，　I　think 　they 　feel，
‘tlf

　I

make 　a　mistake ，1
’
ll　get　some 　help，1

’
mnot 　going　to

　　　　　　　 ！t
embarrass 　myself ．　 So　their　questions，　 Ithought，　 were

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジ
wonde 血 1．　 It　was 　a　combination 　of　that　plus　Susan　 s

being　a　very 　good 　respondent ，　 responding 　with 　intcrest，

not 　with
‘
T　 m 　doing　you　a　favor．

”
　Responding　with

interesting　infomlation，　some 　of 　which 　was 　quite　detailed．

Icould　not 　have　anticipated 　she 　would 　have　those 　facts　at

hand．　 Also　being　an　ESL 　teacher　herself，　adjusting 　the
　　　　　　　　　 ヒ
Ianguage　so 　that　it　didn　tsound 　babyish

，
　but　at 血 e　same

time　it　was 　in　context 　so　it　didn　t　hit　them 　with 　things

they　couldn
，
　t　handle （第26回面接調査）．

　 引用 4で ジーン はス ーザン の 話は 「内容そ の もの が

と に か く 人 の 興 味 を そ そ る も の で あ っ た 」

（
“
authentically ，　 inherently　interesting

”
） と述べ て い

る．学習者の 興味をそそ っ た要因として ジーン は次の

よ うな点 を挙げて い る ： 1）ス
ーザ ンは興 味をそそ る話

を，学習者の レベ ル に合 っ た英語を使 っ て 分 りや す く，

しか も大入 であ る学習者を尊重 した話 し方で 語 っ た ：

2）何に つ い て 話 して い る か 状況が 明確で あ っ た の で ，

話 の 内容が難 し す ぎて 学習者 が コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン そ

の も の を あき らめ て しま うよ うな こ とが な か っ た ；

3）ス ーザ ン は 学習者 の 発 言 に興味 を 持 っ て 接 した ；

4）友好的な ク ラ ス の 雰囲気が すで に 形成 され て い たの

で，学習者は リス ク をおか して話す こ とを厭 わなか っ

た．

　 ジ
ーン 自身は こ の ディ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トに満足

し，そ の 理 由 と して 話 し合 い が新聞記事か ら離れて，

学習者 自身の 生活 に触れ る に つ れ ，多 くの 人が話に参

加し，会話 の よ うな様相を呈したか らであると述べ た，

そ して 新聞記事が 学習者 に 「話す必要性や話すき っ か
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け」 を与 えた の に 満 足感 を示 し た ．こ の よ う に ジ ーン

自身の ディ ス カ ッ シ ョ ン ／テ ス トの 評価 は，言語的発

達が 見 られ たか で はな く，多 くの 人が 「話す 必要性」

を感 じ て ，ま た 「話し た い と い う思 い に か られ て 」 話

し合 い に参加したか に基づ い て い た （第31回面接調査）．

　デ ィ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス トに お ける ジーン とべ ス の

50秒 間の や り取 り （引用 1） や ，ジ ー
ン 自身 の 授 業 評

価には，上述の ジーン の 信念がよ く表出して い る．ジー

ン はrecast を用 い て，ベ ス の メ ッ セ
ー

ジ に敬意 を払 い

つ つ ，言語 的間違 い を最低限直 しな が ら，会話を 先 へ

と押 し進 めた．こ れは言語 よ りむ しろ伝 えた い 内容 に

フ ォ
ー

カ ス を置い た ク ラ ス で は よ く見 られ る recast の

用 い 方で あ る （Lyster ＆ Ranta ，　1997 ）．同時に，ベ ス

が話 して い る あい だほ とん ど，ジーン は姿勢 と視線 を

ベ ス の ほ うに向け，ベ ス と の個人的な会 話の 様相をか

も し出す こ と に 成 功 し た．さ ら に
，

ほ ほ え み，う な ず

き，目 の動 き，お も しろ おか しい 喫煙の しぐさな ど の

非言 語的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ンを駆使 し，ベ ス の 発言 に

非常 に興味を持 つ 話 し相手と して の 自分を演出 し，ベ

ス が 感情的に安心 して リス クを冒 し，もっ とデ ィ ス カ ッ

シ ョ ン に参加で き る よ うな環境を提供した．

　　　　　　　　　　 考　察

　 先行研 究の 検 証 で 示 した よ う に，recast 研 究で は

recast と い う間違 い の 直 し方が どの よ うに 学習者の 言

語発達に寄与 して い る か が 調査 の 主流 をな して い る ．

本 稿で はそれ とは全 く異 なる，教師の 観点か ら，教師

が recast を行な う際に は ど の よ うな考 え の 基に行な う

の か を調査 した．ジーン の 例 を見る と，ジ ーン 自身が

recast を 用い て 間違い 直 しをす る 目的は，単に学習者

の 言語発達の み を視野 に入 れて い る の で はな く，む し

ろ
，

1）学習者が 間違 っ て も い い か ら発言で き る よ う な

教 室 の 雰 囲気作 りをす る，2）興味 を持 っ て 学習者 の 話

を聞 く，3）学習者の レベ ル に あ っ た英語で
，

し か も大

人 で あ る こ とを考慮 した英語 を使 用す る，・な ど他 の こ

と を念頭 に 置 い て い た こ と が 分か る．recast は ジ ーン

が 語学教室で 大切で ある と考え る さまざ まな 目的 （例

えば，間違 い を気 に せずに英語 で 話す，人 に 本 当 に 伝

えた い こ とに つ い て 話す）を達成 しつ つ ，話 し合 い を

前 に進 め，か つ 言語 的 に も正 し い 表現 を提示す る の に

適切 な間違 い の 直 し方で あ っ た と考え られ る．こ の よ

うに ジ
ー

ンの recast と い う間違 い の 直 し方は ，単 に彼

女の 教え方 と関連 して い る （Nystrom，1983）の み な ら

ず，そ れ 以 上 に，長期的視野に 立 っ て 何が 言語習得に

役立 つ の か とい うジ
ー

ン の 知識 と信念に深 く結 びつ い

て い る．

　 こ の 調査 で 分か る こ とは，recast の 研 究をす る場合，

教師が教育計画全体の 中で 1  ast を どの よ うに使うの か，

そ して recast で 何を達成 しよ うと考え て い る の か と い っ

た教師 の 視点 を考慮に 入 れ る 必 要が あ る こ と で あ る．

先行研究の 検証で 明らか にな っ た よ うに，20年前に行

なわれ たが，そ の後継続 さ れ る こ との な か っ た間違い

直 しの 背後に あ る 教師 の 信 念 に 関す る研究を再開 し，

特 に近年盛ん に な っ た recast に つ い て ，教師の 視点を

探求する 必要が あ る．また ，recast の 効果は こ れ ま で

学習者 の 言語的発 達の み に 結 び付 け られ て い たが，そ

れ に加えて 学習者の 英語 と い う言葉，英語学習，英語

で の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン な どに対す る態 度 の 変化 も考

慮に 入れ る べ き で あ る．こ の よ う な 学習者の態度の変

化 に関す るrecast研究は皆無 であ る．

　　　　　　　　　　結 　論

　第 2 言 語習得研究で は，教師が 研究結果 を踏 まえ て

教えれば，教え方は改良され 学習効果 も高ま る とい う

考 え に 基づ き，研 究が進 め られ て きた．こ の よ う に ，

従来の研究の仕方は基本的に トッ プダウ ン の形を取 り，

だれが教 えて も 同じよ うな効 果 が出 るよ うな理論モデ

ル の 形成 に力が 注がれて きた．そ こ で は教師自身は教

え方 に影響を与え る要因 として は扱われ て い なか っ た．

recast 研 究はそ の よ うな第 2言語 習得研究の 特質を反映

して い る と言え る．しか し本研究は ボ トム ア ッ プの 形

を取 り，教師 の 教え方 の 背後 に ある認識論的，経験的

な 蓄積 （Freeman ＆ Johnson，1998；Shulman，1987） を

探 り，そ こ に存 在す る も の を誰 もが 分か る形 に文字化

す る必要 が あ る こ と を 示 唆する ．こ の 蓄積 に は教師の

教え る こ とに つ い て の 信念，考 え，理 想，希望な どが

含 まれ て い る が ， そ れは表面的な教え る とい う行為か

らは容 易 に分か りに く い ．従 っ て ，研 究者は 自分 自身

の研究計画 をそ の 上 に か ぶ せ る の で はな く，教師の精

神世界を徹底的に調査 する必要があ る．

　最後に 本研究 の 弱点 を指 摘す る必 要が あ る．まず，

こ の研究 はESL （英語 を英語圏で 学ぶ） ク ラス に焦点

を 当て た も の で ある．こ こ で分か っ た こ とが，日本で

英語を 教え る よ うなEFL （英語 を英語圏 の 外 で 学ぶ）

ク ラ ス にそ の ま ま当て は まるか に つ い て は，新 らた な

研究で 調 べ る必要がある．
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　次 に，本稿 の 分析はあ る特定 の ク ラス の 特定 の 学習

活動 （デ ィ ス カ ッ シ ョ ン／テ ス ト） に つ い て 行なわれ

た も の であ る．しか も，微細な分析 はディ ス カ ッ シ ョ

ン ／テ ス ト中50秒間続い た ジーン と べ ス の や り と り に

つ い て行 なわ れた．従 っ て こ こ で論 じた こ とがジーン

の教 え方全体 に通 じるか，またそれ が全て の クラス に

通 じ る かは本稿に基づ い て 断言は で きな い ．従 っ て ，

本調査 の 結果は慎重 に考慮する必要が ある．しか し，

現場の 教師は研究者が考え る の とは違 っ た目的や視点

を持 っ て 教 え て い る こ とを実証 し，従 っ て 研究に教師

の視点を含む こ との 大切さを指摘 したと言える ．
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