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【月例会】

英語会話と私

田崎清忠 （横浜国立大学名誉教授）

1．英語会話 との 接点

　私の 英語会話 との最初の 接点 は 米国留学で あ っ た。フ ル ブライ ト法 （Fulbright　and 　Smith−

Mundt　Act　of 　1948）に よ る留学以外に ア メ リカ で 勉強す る手段 が な い 時代なので 競争 は激

烈で あ り、 合格の 確率は数十倍 と言われ た 。

　幸運 に も試験 に 合格 し た 私は
、 漠然 と

「
英語が 出来れ ば会話 は 出来 る 」 と思 っ て い た。

しか し ア メ リカ の 土 を踏 ん だ途端 に 、ど うや らこ の 理解 は 誤 っ て い る ら しい と気が つ い

た 。
つ ま り、

「
日本人 に と っ て は、英語 と英語に よ る会話 は別 らしい 」 と感 じ始め たの で あ

っ た 。た とえ ば
、

「
ライ タ

ー
の 石 」 を買 い に ドラ ッ グス トア に 行 っ た とき、lighter　stone で

は な く fiintとい う単語を知 らない こ とに 動揺 した の だ っ た。また 、ホ テ ル の レ ス トラ ン

で ウ エ イ トパ ー
ソ ン が

L‘Would　you　like　some 　coffee ．　sir ？
”

と尋ね る の に 対 し、町の ダイナ
ー

で は ウ エ イ トパ ー
ソ ン が

L

℃ offee ？
”

と言 う。 同 じ状況 で 異な る表現が 使わ れ る register （言

語使用域）に つ い て 、自分 は ほ とん ど何 も知 らな い し意識 した こ とさ えなか っ た こ とに 気

が っ い た。そ して得た 結論 は、

　　
「
学校英語的英語力 に は 限界が ある」

とい う こ とで あ っ た 。

2．NHK テ レビ英語会話番組

（1）「英語番組」

　NHK テ レ ビ番組講師にな っ た の は 1961 年 で 、留学か ら帰国 して 4 年目 で あ っ た 、教育

テ レ ビ が 始 ま っ た の は 1959年の こ と で あ り、ま さ に 放送開始後 3年 目　　教 育テ レ ビ創

世期で あ っ た こ と に な る。当時 NHK は テ レ ビ の 英語番組 3本を放 送 し て お り、い ずれ も

ア メ リカ人 を講師 に して 日本 人の ア シ ス タ ン トが解説役 を担 当す る と い う方式を とっ て

い た 。 3本の うち 1本 は 、こ の 役割分担 を逆 に して 、日本人講師＋ ア メ リカ人 ア シ ス タ ン

ト に しよ うとい う案が 出て 、30歳 の 田崎 に 白羽の 矢 が 立 っ た。お そ ら く、「
ア メ リカ帰 り」

で 英語が 出来る、ミ シ ガ ン 大学で 視聴覚教育を学ん で きた の で
「
テ レ ビ の 機能 を活用 した

英語 プ ロ グラ ム 」 を考え実行 して くれ る可能性が ある、（それ に ）若 くて
一見見栄えが す る

の で 「テ レ ビ 的なセ ン セ イ 」 が 勤 ま るか もしれ な い ……な どが 委嘱の 理由で あ っ た と後 日

聞い た。 しか し、教育実験 的な意 味合 い もあ っ て 担当を 引き受 けた 田崎に は 「大 きな悩 み 」

が 待 ち受 けて い た。

  　英語番組 としての 悩み

　 （a）公教育 との 違 い

　公 教育 と して の 学校教育に は カ リキュ ラ ム が あっ て 、目的 ・
目標 に 沿 っ た教育内容が 決

め られ て い る 。

「
学校放送 」 に おけ る英語番組は、ほ ぼ こ の カ リキ ュ ラ ム を下敷 きに 構成す
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る こ とが 出来るが 、田崎が 担当す る番組は 「社会教育 」 の ジ ャ ン ル に属 し、故に頼るべ き

ガイ ドライ ン が存在 しない 。

　カ リキ ュ ラ ム を作る に は、学習者が

　　現在 どの よ うな学力 を持 っ て い るか

　　学習の 目的は何か

　　 目的を果たす為の 到達目標 を ど こ に お い て い るか

の 3点を踏 まえた needs 　analysis を行 う必要が あ る が
、
　 NHK に は そ の よ うな基礎的調査資

料が な い し、あ らた め て 調査 を行 う仕組み も考 えられ ない 。つ ま り、担当す る講師が 自分

で 考え たカ リキ ュ ラ ム に よっ て 番組 を作 る こ とに な る。こ れ が最大の悩み に な っ た。

　 （b） どん な英語 を教 え るか

　社会教育的英語番組で あ っ て も 、 基本的 に は 英語教育で ある こ と に変わ りが ない
。 だ と

すれ ば、4領域 ・4技能 の バ ラ ン ス を取 っ た番組構成が必 要で あ る と考 えた。 しか し、テ

レ ビ とい うメ デ ィア の 範疇で 、30分 とい う時間的制約の 中で 、い っ た い どの よ うに 番組

を作 っ た らよ い の だ ろ うか 。

　
一一

口 に 「英 語 」 と言 っ て も、spoken 　vs ，　written の 区別 に 始 ま り、　 formal　vs ．　informal，

colloquial ，　substandard ，　vulgar ま で 種類は さ まさ まあ る。ア メ リカ語を材料にす る の で ある

か ら、もっ とも広 く受け入れ られて い る General　Americanを対象 とす る結論に は 問題が な

い 筈で あ るが 、 上 の よ うな多種多様 な分類の どの 部分 を教材化す べ きか。番組収録 3 ヶ 月

前 に は完成 して テ キ ス ト編集部に原稿を渡す時期の 大 きな悩 み に な っ た 。

  テ レ ビ番組 と して の 悩み

　（a）音声 と映像 の 組み 合わせ

　会話 は 音声、提示方法 た るテ レ ビ は映像 …　　 こ の 二 つ を ど う組み合わせ るか が 次 の 悩

み とな っ た。田崎は、当時 まだ日本で は あま り知 られ て い なか っ た視聴覚教育 を ミ シ ガ ン

大学留学 中に 学び、帰国後 「英語科視聴覚教育」 （大修館、1960）を 出版 して い た 。 しか し、

理論的な知 識が あ っ て も、実際の テ レ ビ ス タジ オ で 駆使 され る技術 面に つ い て 、何が可能

で 何が不可能か を知 らない 。音声だ けに 依存す る ラジオ 番組 の 方が 「は るか に ラ ク」 な ど

と安易に 考 える ほ どで あ っ た 。 テ レ ビ が 視聴者に 送 り届 け る こ との 口∫能性 を熟知 して い な

か っ たか らで ある。

　 （b）ア シ ス タ ン ト選び

　講 師は 日本 人、ア シ ス タ ン トは ア メ リ カ 人 とい う方式 。 で は
、

ア シ ス タ ン トに は どん

な人 を ど の よ う に 選 ぶ の か 。 こ れ が 次 の 課題 とな っ た。ア シ ス タ ン ト探 し に つ い て は 、

NHK が 中心 とな っ て あ らゆ る情報の チ ャ ン ネル を用 い て 実施 す る こ とに なっ た。見付か

っ た ア シ ス タ ン ト候補者は テ レ ビ カ メ ラ の 前で 面接 し、 そ の 結果を ディ レ ク タ
ーと協議 し

て 採用 か 不採用か を決 め た。私が採用基準 として い た の は次の よ うな条件で あ っ た。

　　女性で ある こ と　　講師が 日本人男性なの で 、バ ラ ン ス を取 るため。

　　美人 で あ る こ と
一

ラジ オ と違 うの で 、映像が あるテ レ ビ で は 、美人 の 方 が見て い て

　　　　　　　　　　楽 しい 。た だ し、美人過 ぎて は い けな い 。当時 フ ラ ン ス 語講座 に モ

　　　　　　　　　　 レ シ ャ ン さん が 出演 して い た が 、あ ま りの 美 しさ に 見 とれ て 勉強が

　　　　　　　　　　すす まない と い う弊害 （？）が あっ た 。

　　英語は General　American 　 南部訛 りや ニ ュ
ー

ヨ
ーカ ーの 早 口 英語は、出来れば避 け
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　　　　　　　　　 た い
。

　　教養が あ る こ と一
ア シ ス タン トに は英語の モ デル となっ て もらう仕事の 他 に、ブ リ

　　 　　 　　 　　 　 ーな会話の 場面で informantの 役割 も果た して もらわね ばな らな い 。

　　　　　　　　　 講師が い ち い ち質問 と答 を 「仕 込む 」 ような こ とに なれば、当選 自

　　 　　 　　 　　 　 然 さが 損なわれ る。

　　人柄が よ い こ と
一

テ レ ビは 「人柄 を映 し出す 」 不思議 な力 を備 えて い る 。
ふ と微笑

　　　　　　　　　 ん だ 時の 表情に 出演者 の 性格 的背景が見 え隠れす る。

こ れ ら の 条件をす べ て 満た すア シ ス タ ン ト選 びは、決 して 楽な も の で は なか っ た。しか も

田崎 は、
「
視聴者は さ まざ まな英語に 触れ る必要 が ある 」 との conviction を持 っ て お り、ア

シ ス タ ン トは 3 ヶ 月 ご とに交代させ るべ きで ある と主 張 した。「首切 りの 宣告 」 は 講師の

役 目で あ っ た が 、 しば しば
’“Did 　］do　anything 　1　offended 　you　and 　the　NHK 　people　with ？

”
と涙

なが らの訴 えを聞 くの も辛 い 仕事に な っ た。 しか し、 こ の 方式 は さすが に続 か なか っ た 。

NHK は 絶えず ア シ ス タ ン ト探 しを しな けれ ばな らなか っ た か ら。

　 （c ）講師 として の 自己改造

　カ メ ラ に 向か っ て 笑顔で 語 りか け る
……これは 口 で 言 うほ ど簡単で はなか っ た 。 自分 の

前に ある の は カメ ラで は な く、茶の 間で テ レ ビ に 向か っ て い る視聴者で あ る と自分 に信 じ

込 ませ る　 つ まり 「自分 を騙す 」
一 こ とが出来 るよ うに な る の に は時間 を要 した。

　画面 に 登場す る講師が い つ も同 じ洋服 で 同 じネ ク タ イ を して い る の は まず い と考え た 。

服装 に気 を遣い 始 め た。また、常に 調髪 し clean −cut の イ メ
ー

ジ を保 つ 努力を した。

　何 よ りも
「
言葉遣い 」に 気をつ けた。英語番組で あ っ て も、か な りの 部分 で 日本語 を使 う。

そ の 日本語 に 品位が なか っ た り、正 し くなか っ た りす れ ば、広 い 意味で 語学教師と して は

失格で ある 。 まず 「NHK ア ナ ウ ン サ
ー読本 」 を入 手 して 、テ

ープを聴 きなが ら 「標 準 とさ

れ る日本語 」 の 練習を した 。 視聴者か らは遠 慮 な い 指摘 が届 く。「あなたの 日本語は子音の

発音が 鋭す ぎる」
「『し ゃ べ る 』 と い う日本語は 正 し くな い

。 なぜ 『話 す』 と言わな い の か 」

な どな ど。田崎は 画面 に 向か っ て
「
み な さん 、こ ん に ちは 」 と決 して 言わ なか っ た。テ レ

ビ に 向か っ て い る視聴者 は個人で あ っ て 、

「
み な さん 」 で は ない と考 えたか らで ある 。

　 （d） テ レ ビ番組 の 可能性 を追求

　放送用 の テ キ ス ト執筆 に あた っ て は、「
場 面の 構成 」 に つ い て の 配慮 を避 ける こ とが で き

ない 。「居 間に お け る会話 」 は ス タジ オ で も可能で あるが、
「
タ クシ

ー
の 中で の 会話」 は ロ ケ

ー
シ ョ ン に 頼 らざるを得 な い

。
つ ま り、収録上 の 技術的な制約 を無視 して テ キ ス トを書 く

こ とは許 され な い こ とに なる。番組制作予算や制作 日程の 問題 に も波及す る。

　現在の 語学番組の 多 くは 、 外国で 制作 され た番組 を解説 し練 習す る とい う方式を とっ て

い る 。
つ ま り、視聴者 は 完全 に 「

第三 者的立 場」 に 置かれ て い る こ とに なる 。 モ デル を ま

ね る とい う語学習得の 基本か らは 外れて い ない もの の 、視聴者が 「自分の 姿 」 を意識す る

こ とは 困難で ある。田崎 は、
「
自分が視聴者の 身代わ りに なる」 とい う基本姿勢を作 り出 し、

それ を貫 い た 。 番組の 中で、講師は理 容師 、 駅員、医者、外交員、電話交換手 などあらゆ

る職種 を自ら演 じ て み せ た。パ ネ ル の 前に 立 っ て 解説す るだ け の 講師 と比べ る と、講師に

か か る負担 は 劇的に 増大 した。

　 （e ）ア メ リカ取材

　テ レ ビ に は 画面が ある 。ア メ リ カ の 話を して い て も画面は 日本……こ れは 許 され な い
。
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会話 に 登場す る諸 々 の 事物 は、ア メ リカか ら持ち帰 っ て 画面で 示 す必要が あ る 。 社会が

時々 刻々 変化す る の は、日本も米国も同 じ。だ とすれ ば、常に もっ とも新 しい ア メ リカ の

姿 を提示す るた めに は、頻繁な ア メ リカ取材を続け る しか ない
。 こ うして講師のア メ リカ

取材旅行が始 ま っ た 。 毎年夏休みの ほ とん どを アメ リカで すご し、人 と語 っ て最新 の アメ

リカ事情 を学 び、新 しい 言語表現 を聴 きと り、日本 に は 知 られ て い ない 事柄 を音 と映像に

収録 して 持ち帰 っ た。7−ELEVEN や Drive−Thru など の 仕組み は、そ の 情報そ の もの が テ レ

ビ番組で次 々 に 紹介 され た。重 い
「デ ン ス ケ 」 （携帯用録音機 で最大 15分 を リール に録音

で きる）とカ ラ
ー と白黒用 の カメ ラ 2台 を担い で 、ア メ リカ 50州の す べ て を駆 け巡 っ た 。

　 こ こ で 与 え られ た紙数が尽 きた。 こ の 後講演で は

2．（2）英語会話番組

3．「英語会話 力」 を支 える もの

に つ い て 語 られ た。本要旨を纏め る に あた っ て 、全体 を網羅的に 薄 く記述するか、それ と

も出席 しなか っ た読者 に ある程度 「語 り口 」 も含 め て 読 み取 っ て い た だ くか、 どちら に す

るか を考 え た末 、 結果的に後者 を選 んだ。こ こ に 述 べ られて い な い 後半 に つ い て は、出席

され た学会の 会員の 皆様か らお 聞 き と りい ただ きた い 。な お、番組制作 に つ い て の 裏話は

田崎の ホーム ペ ージ （http：〃kiyofan．com ）内の プ ロ グに も詳細な記載が ある。
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