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　リーデ ィ ング に於 い て は 。ス キ ーマ を利用 した ト ッ プ ・ダウ ン の 読み 方 が 強調 され て き

たが 、そ の 際に働 く推測 の 槻 念 は ス キ
ー

マ に よ る推 測だ けで は な く、テ ク ス トに 存在す る

語 が 引 き 金 とな っ て 起 こ る 語 の 意 味的 プ ライ ミ ン グ効果 に 由来 し て い る か も しれ な い と考

え られ る よ うに な っ て きた （word −−baseCl　 priming） 。 こ れ は、自動 的 な プ ロ セス で あ り、

読解の た め の 認知 的な 努 力 は 行な わ れ ず 、誤 っ た ス キー
マ を活 性 化す る 危険性 が あ る 。そ

こ で 本研 究で は 、 学生の リ
ーデ ィ ング ・タ ス クか ら得 られ た デー

タ に よ り こ れ を 実際 に 示

す と共 に 、テ クス トに存在 す る 語 彙 （lexis）　の 関係 に 注 目す る こ とが 、い か に 談 話 の 推

測 、 理解 に効果 的で あ る か 報告 し た い 。そ もそ も適切 な ス キ
ー

マ を 活性化 させ る と い う こ

とが い くっ か ある ス キ
ー

マ の 中か ら適 切な もの を選ぶ と き 、何が 手掛か りに な る か と い う

こ とに っ い て の 研究が 不 十 分で あ っ た と思 われ る 。ス キー
マ は 抽 象的な 思 考 で あ り、 抽象

的な思 考 は 具体的な 状 況 に則 し て 、具体的 な状況 の 中で の 意味 と結 び つ い て発 勁す る と考

え られ る 。そ こで 語 の 結 び つ き ．特 に 意味 ネ ッ トワ
ー

ク を利 用 した結 束性に着 目す る こ と

は 、適切 な ス キーマ を活 性化 させ 、リ
ーデ ィ ング の 指導 に も有 益で あ る と報告 した い 。

　 　　 　　The　 Lexical　 Approach ： そ の 理論 と教 育的 意義

The　Lexical　且PProach ：　its　theory　and 　pedagogical 　implicat 至ons

島本た い 子 （東海大学）

　最近 、第 二 言語 習得 にお ける lexical な 言 語 知 識の 重 要性 、 優先 性が措摘 さ れ て い る 。

例えば J．Nattinger　and 　J．　 DeCarrico （1992） は 1exical　 phrase を
一

っ の 基本 的な 言

語単 位（unit ）と し て 捉 え 、 それ を基 に 学習者が 第
一

言語 習得 者同 様 に い わ ゆる
‘
prefabri −

cated 　 language
’

を使 っ て 第 二 言語 の 理 解、発話 、分析 の し か た を学 ぶ と い う 英語 教育の

新 し い ア ブ ロ
ー

チ を示 した 。ま た D．Willis （1990）は コ ン ピ ュ
ー

タ を利用 した大規模な 言

語 コ
ー

パ ス の 分析 に よる lexical　 unit の 研 究が 効 果 的な シ ラ バ ス デザイ ン に 重 要な役 罰

を果 た す と述 べ 、言語 教育 を lexicalな 視点 で 捉 える こ と の 重要性 を強調 し て い る 。

　こ うし た流れの 中で 、M．　 Lewis は The　Lexical　aρρroach （1993）を著 し．　 lexical　 unit

を中心 に 据えた 新 し い 英語 教 育 の 方向性 を示 した 。彼の 基 本原 理 の 多 くは，すで に コ ミ ュ

ニ カ テ ィ プア プ ロ
ー

チで お し進 め られ て き た もの と 同 じだ が、最 も大 きな違 い は 、実 際 の

言語 使 用 に お け る lexisの 本 質 を よ り理 解 し、そ れ を 言 語 教育 に感 用 しよ う と した と こ ろ

に ある と言 え よ う。 本発表 で は D．Lewis の 理 論 を 1．　 Background，2．　 The　nature 　of

lexis，3．　 Theoretical　 princlples ，4，　 Methedological　 implications な どの 点か ら考察

し、そ の 理 論 と教 育的意義 に っ い て 考 え て み た い 。
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