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日常的実践として の 「学校的社会化」

幼稚園教室における知識産出作業へ の社会化過程につ いて

森　
一

平

は じめ に

　本稿は ，幼稚 園 r 歳児学級 で 生 じる 社会化の 過程 を，学級の 構成員た ちが行 う局

所的 な実践 と して 記述 する 試み で ある
川

。 学級の 構 成員た ちは社 会化 とい う課題 を，

わ れ われ研 究者 たちが解釈や 分析 を行 うそ の 手前で ，彼 ら 自身の 解釈や 分析 の 実践

に よ っ て 遂行 して い る 。 本 稿 は こ の ，社 会化 と い う課題の 遂行の た め に ，学級の 構

成員た ち白身が 行 っ て い る実践 の 詳細 を取 り出 そ うとす る の で ある 。 そ う した 局所

的な実践の 詳細 は ．研 究者 たち の 解釈 や分析 を覆い 被せ る こ とに よ っ て は取 り逃が

され て しま う
〔2）

。 従 っ て 本稿 の 解釈　分析 は ，研 究者が外側 か ら行 うもの と して で

はな くt 学級 の 構成員 た ち白身の そ れ に寄 り添 う仕方で 行われ る 。

　
一

方で 伝統 的 な社会化 研 究 の 多 くは、社会化 を，子供 をは じめ ，社会的 に 未熟だ

とみ なされ て い る者が 「社会規 範 を学習す る こ と」 とい う，極めて 単純化された ロ

ジ ッ ク で の み 記 述 して きだ
31i

。 それ は社会化が， ホ ッ ブ ズ流の 社会秩 序問 題 （「い

か に して 社 会秩序 は 可 能なの か ？」） を解 くた め の 理論的概 念 と して 扱 わ れ て きた

こ と と深 く関 わ っ て い る 。 例え ば Parsons が 典型 で あ る 。 彼 は t 社会 化 を 「役割

指向の 学習」 と して 捉 え て い る （Parsons訳 書， 1974，　 p ．209）。 そ うする こ とで 彼

は社会化 を，役割行為 をその 要素とす る社会 シ ス テ ム の 秩序が成立するた めの 必要

条件 をなす現 象 と して 位置 づ け るの で ある 。 社会秩序が 成立 して い る状 態とは人 々

が社会規範 に従 っ て い る状 態 で ある か らt その 必要条件 を提供す る もの と して の 社

会化 は，社会規 範の 学習 と して 記述 され る だけで 十分だ っ た の で あ る 。
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　 こ の よ うな伝統 的 な社 会化研究の ロ ジ ッ ク に対 して は，本稿の 立場 か ら直ち に批

判 を提 出する こ とが で きる 。 しか しその 前 に ， まずは次の 第
…

節 で ，こ うした社会

化の 捉 え方に向け られ た 既存 の 批判 と，それ 以降の 社会化研究の 展開 を簡単 に跡づ

けて お くこ とにする 。 その 上 で 1．3．で は
T 伝統的 な社会化研究の ロ ジ ッ ク に つ い て ，

本稿の 分析対象で もある学級 に引 きつ け る 形で 検討 を加 える 。 そ うす る こ とで本稿

の 立場 は よ り明確 に なる だろ う。 第二 節 で は t 第
一

節で の 検討 を踏 まえた 上 で ，学

級で の 実践 を詳細 な レベ ル で 記 述 して きた先行研究 を レ ビ ュ
ーす る 。 こ れ らの 先行

研 究は ，伝統的 な社会化研 究が取 り逃が して きた 側面 を考える ヒで 非常 に重要な も

の で あ る 。 そ の レ ビ ュ
ーを踏 まえ T2 ，3．では ，本 稿の 分析対象で ある幼稚園三 歳 児

学級の 相互 行為が 持つ 意義を浮 き彫 りに する 。 第二 節で は ，幼稚園三 歳児学級の 相

互 行為 を実際 に分析 し，本稿 の 終結部で は，その 分析 に よ っ て 明 らか に な っ た こ と

が持 つ イ ン プ リケ ー
シ ョ ン を提示す る 。 本 稿の 構成は 以上 で ある 。

1 ． 社 会化 研究 の検討

1．1． 社会化 と人 間の 主体性

　社会化 を 「規範の 学習」として の み 捉え，それ を社会秩序の 成立要件 と して位置

づ ける Parsons流 の 伝統的社 会 化研 究の ロ ジ ッ クは，すで に Wrong （1961）に よ

っ て ，「過剰社会化 され た 人 間の 概念」 を前提 に して い る点 を批 判 され て い る 。 確

か に私 た ちは ときに ，あえて 社会規範に 従わ な い こ とが ある 。 明 らか に 車通 りの な

い 信 号つ きの 道路 を，赤 信号 で 渡 っ た りす る 。 しか し，私た ちが 大抵 はあ え て信号

待 ち をす るこ とで ，社 会秩序 は 維持 され て い く。 要す る に 規範に 従 うこ と とは，社

会成員の 選択の 問題 なの で ある 。 そ うする こ とで また，社会 秩序 は維持 され るだ け

で な く書 き換 え られ て もい く。 Parsons流の ロ ジ ッ ク は，社 会化 に含 まれ る， こ の

人間の 主体的 な側 面 を， ほ とん ど考慮に 入れ て い ない の で ある
i141／

。

　しか し，Parsons と Wrong の 社会化に対す る 見解 は，ある 意味で 同 じ コ イ ン の

表裏で もある 。
こ の 二 つ の 考え 方が ともに ，人 間の 捉 え方をめ ぐる イデ オ ロ ギ カ ル

な ポ ジシ ョ ン か らな され て い るか らで あ る （Speier　l976，　p，99），、一
方は規範 に従属

す る 人 間像を前提 と し， もう
一

方は 規範に 対 して 主体性 を発 揮 しうる人間像 を前提

と して い る 。 だが ， こ の よ うな イデ オ ロ ギ カ ル な視点 を前提 と して しま うよ うな杜

会化の 捉 え方で は， 日々 行わ れて い る社 会化の 実践の 細や か さは取 り逃 が されて し

まう。 それ に対 して ，Mackay や Speierとい っ た，初期の エ ス ノ メ ソ ドロ ジー ・

会話 分析 （以 下，EMCA ） に 影響 を受 けた 研 究者 た ちは ， こ の 日常 的な実践 と し
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て の 社会化 を明 らか に しよ うと して きた （Mackay 　1973，　Speier　l976）
〔5］／
。

1．2．　 日常的実践 としての 社 会化

　しか し，Mackay や Speierの 研究 も，依然 と して 社 会化 に 含 ま れ る実践の 細 や

か さを取 り逃が してい る ように見 える 。 まず Mackay （1973） は，実際の 相互行為

を取 り扱 うこ とで ， 子供 を社会化す る大人が 「大 人 ＝ 有能 子 供 ； 無 能」 とい う規

範的 な視点 を前提 と して い る
一

方で ，そ の 社 会化 の 作業 自体が ，大人の 発話 を適切

に 理 解す る 子供 の 解 釈 上 の 有能 さに依 存 して い る と い うパ ラ ド ッ ク ス を取 り出 して

い るが ．そ う した視 点で の み相 互行 為 を観察 して しま うこ とに よ っ て ，そ の 相互 行

為に含 まれ る細や か な手続 きを無視 して しま っ て い る 。 Speier （1976） も，実際の

相互 行為デ
ー

タか ら，教師
一

子供関係や大 人
一

子供関係の それ ぞれの 地位 へ と割 り

当て られ る会話者 と して の 権利 の 非対称性 を取 り出 して い るが ，複数の 局所的な場

面を 「会話者 と して の 権利 の 非対称性」 とい う視点で の み 切 り取 る こ とに よ っ て ，

そ れ ぞれ の 相 互行 為に 含 まれ る固有 の 実践 を，ほ とん ど無視 して しま っ て い るの で

あ る 。

　そ れ に対 して 本稿 は 社会化 を，「日常生 活の 組織化 され た 人 為的 な実 践 の ．そ の

都度 （contingent ）進行 中で ある 遂行」 （Garfinkel　l967，　p．11，強調 引用 者） と して

扱 う。

一
方 で ，Mackay や Speierの よ うに，実際 の 相互 行 為 を分 析す る 中 で． そ

れ を特定の 視点や モ デ ル へ と類型化する 研究に は ，複雑な相互 行為 をよ りシ ン プ ル

に理 解する こ とが で きる点で 重要 な意味が ある だろ う。 しか しもう
一

方で ，本稿 は ，

そ う したモ デ ル 化 や類型 化 に よ っ て は 取 り逃が され て しま うよ うな，細 や か な実 践

を理 解 し記述す る こ とも，同 時に重要な作業だ と考えて い る 。 こ う した作業 は ，社

会化研 究の み な らず，当の 実践 に対 して も重要 な意味 を持 つ
。 H 常の 実践 が細 やか

な手続 きに よ っ て な され て い る 以 ⊥ ，そ の 細やか さ を損 なわ ずに 記述す る作業 こ そ

が ，当の 実践 に 対 して ，あ る い は別の 実践 に対 して ，何 らかの 教 示や リ マ イ ン ダを

提供する （Winch 訳書， 1977，　 p ．12） こ とが で きる よ うに 思わ れ る か らだ 。

1．3． 社会化の 様 々 な側面

　で は こ こ で ，改め て 「規 範の 学習」 とい う社 会化研 究 の 伝 統 的 な ロ ジ ッ ク を検討

して み よ う。 社会 化 を 「規 範の 学習 」 と い う極 め て シ ン プル な ロ ジ ッ クで の み捉 え

て しまうこ とに対 して は 直ちに ， 日常生 活の 中で 社会化 を成 り立 たせ て い る細や か

な実践の 存在 を捉 え損ねて しまうとい う問題 を指摘で きる が，すで に こ の 指摘 は先
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行研究 を検討 する 中で も繰 り返 し述べ て きた 。 そ こで ， こ こ で は ，「規範の 学習」

と い う単純な記述 で は 見逃 され て しま うで あ ろ う，社 会化の 実践 に 含 まれ る い くつ

かの 側 面 を，少 し具体的に 挙げて み よ う。
こ こ で は 本稿の 分析対象で あ り，伝統 的

社 会化研究 に よ っ て 「中核的な社会化担 当機 関」 （Parsons訳書，1973，　 p ．173） と

して 捉 え られて きた，学級で の 社会化 に つ い て 考 えて み る 。

　第
・
に ，学級 に お ける 実践 の 中で 捉 えた場合，「規範の 学習」 は まず，学習 者 の

学習 に向けた ，規 範 を伝達 す る過程 を伴 っ て い る こ とが指摘で きる。「規範の 学習」

は必 ず しもそ の 伝達 過 程 を必 要 と しな い が，学級で の 学習に は多 くの 場 合，「規範

の 伝達過程」が 伴 っ て い る と思わ れ る 。 そ れ に 関 連 して 第二 に，学級で の 規範の 伝

達 （＝学習）作業 も，社会的相互 行為 と して 行わ れる の で あ るか ら，そ の 伝達の 相

彑行為 自体 何 らか の 規範 にの っ と っ て行われ て い るはずであ る 。 従 っ て そ こ に は，

規範の 伝達の ため に要請 され る別様 の 規範の 使用が伴 っ て い る は ずで ある 。 また第

三 に ，規 範の 伝達に 伴 っ て ，学級の 秩序 を維持 する作業が 行わ れ る 可能性 もある 。

基本的に ， 単
一

の 教育者
一

複数の学習者 と い う
一

対多の 関係で 教授作業が 行われ る

学級の 場合，学習者が 集団 と して振舞 うこ とな くして は ，規範の 伝達 とい う作業 自

体の 遂行が 困難 に な っ て しま う可能性が ある か らで ある 。 伝統的な社 会化研究の 図

式で は，以 上の よ うな側面が 見過 ご され て しまっ て い る 。

　こ う した社 会化を構 成す る諸 側面 は ，本 稿にお い て社会化 の 実 践 をつ ぶ さに見 て

い くこ とで 明 らか に なる は ずで あ るが 、学級に お ける伝達作業や，そ の 際に 使用 さ

れ る 規範 学級 の 秩序維持作業 とい っ た 側 面に つ い て は ，EMCA の 領域 で すで に

先行研究が 蓄積 され て い る 。 次節で はそれ らの 先行研究に つ い て検討する こ とで ，

本稿 で の 分析の 足が か りと した い
。

2 ． 学級 に お け る実践

2．1． 知識の 伝達 と規範 としての 相 互行為 形式

　 こ こ で は ，規範の 伝達作業 と，その 作業に 伴 う規範の 使用 とい う側面に つ い て ，

先行研究が どの よ うな仕方で扱 っ て きた の か に つ い て 検討する 。 さ しあた り，規範

とは知識 の
一

特定類 型 と言 うこ とが で きる と思 わ れ るが ，EMCA の 先 行研究 で は，

知識の 伝達作業や ，それに 伴 う規範の 使用に つ い て ，多 くの 研究が 蓄積 され て い る 。

　先行研究 に よれ ば知識の 伝達は 多 くの 場合，三 つ の 発話 タ
ー

ン が 連な っ た ス リ
ー

ター ン ・シ ーク エ ン ス ない し隣接 トリプ ル （Heap　l985，　p．249） とい う規 範的な相

互行 為 形 式 に お い て ／ と して 行 わ れ る 。 日本 に お い て は，Mehan （1979）を引 き
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なが ら，IRE とい う11乎び方で 参照 され る こ との 多い こ の 隣接 トリプル は ，基本的に ，

教 育者 に よる 「質問」→学習者 に よる 「応答」 → 教 育者に よ る 「評価」 とい う流 れ

の 中で ／ と して ，教 育者が すで に知 っ て い る 知識 を 1 それ も 「命題 的知 識 」を，そ

れ を知らな い 学習者に伝達す る規範 と して 扱わ れて きた。 しか し， こ の ような隣接

トリプル に対 す る固定化 した 扱い 方に は ，い くつ か の 批 判が 寄せ られ て い る 。

　例え ば Heap （1985） は まず、隣接 トリプ ル が ，知識の 「伝達」 と い う観点で の

み扱わ れ る 仕方 に 異論 を提 出す る ，，す な わち t 隣接 トリプル にお い て は ， と きに 知

識が 「創造」 され る こ ともあ るの だか ら，知 識 が 「伝達 」 され る と い うこ とは 知識

が 「産 出」 され る こ との
一

つ の 形 で しか ない 。 知識の 「伝達」 とは ，教育者側が あ

らか じめ 知 っ て い る知識の 産 出が 成功 した場合 に の み 使用 可 能 な記 述 で あ っ て ，そ

うした 単
一

の 記述で の み 隣接 ト リプ ル を扱 っ て しま うこ とは，そ れが 知識 を産 出す

る仕方を，不 当に切 りつ づ め て しまうの で ある 。 また Heap は ，隣接 トリ プ ル で 産

出 され る知識 を 「命題 的知識」 に特定 して しまうこ と も批判する 。 隣接 トリ プル で

産 出 され るの は 「方法的知識 」で あ る場合 もある し，そ れ と 「命題 的知識」の 「混

合」で ある 場合 もあ る の だ （p ．255）
・16〕

。 さ らに 彼は．知 識 の 種類 や そ の 産 出の され

方に よ っ て ，隣接 トリ プル の デ ザ イ ン が 変化する こ と も指摘 して い る u 既存 の 研究

の 多 くは，隣接 トリプル を 「質問」
一

「応答」
一

「評価」 とい う仕方で 扱 っ て きた

が．様々 な種類の 知識が 様々 な仕方で 扱わ れ る 中で ，隣接 トリプ ル はその 場 の 課題

に 適合する よ う様 々 に デ ザ イ ン され る の で あ 6 ，，

　Lee （2007）は ，隣接 トリ プ ル の 第三 タ
ー ン に 着 目 しなが ら，そ れが 「評価」な

どとい っ た固定的 な カ テ ゴ リーで 捉え られ て しまうこ とに対 して 異論 を提出 して い

る 。 教育者に よる 第三 ター ン の あ り方 は，その つ どの 課題に よ っ て ， また学習者 に

よ っ て な され る第ニ ターン の あ り方 に よ っ て， コ ン テ ィ ン ジ ェ ン トに 決定 され る 。

こ れ まで の 隣接 トリプル の 固定化 した捉 え方で は ，こ の ，第三 タ
ー ン に お ける局所

的で コ ン テ ィ ン ジ ェ ン トな推論
一

実践 の 存在を無視 して しま うの で あ る 。 こ の Lee

の 指摘 は ，次に検討する 学級 の 秩 序維持 の 側面 に も関連 して い る 。

2．2． 実践と して の学級秩序

　 こ こで は学級 の 秩序維持 と い う側 面 に つ い て ，EMCA の 先行研究が どの よ うに

して 扱 っ て きた の か に つ い て 検討 してい く。 まず， こ の 領域の 代表的な研究 と して

Payne ＆ Hustler （1980）が ある 。 彼 ら は t 会話の 組織 の 仕方 に よ っ て ／ と して ，

複 数 の 学 習 者 を単
一

の 集 団 へ と ま と め あ げ る ，「コ
ー ホ ー ト化 （cohorting ）」
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（p ．50）の 実践 を記 述 して い る が， 中で も興 味深 い の は，彼 らが 「質問」一 「応

答」一 「評価」の 隣接 トリプル を含む会話 を r 学習者 を コ ーホ ー ト化する方法論 と

して 記 述 して い る こ とだ （pp ．56−58．）。 そ うす る こ とで 逆 に，隣接 トリプル が 知

識 の 産 出に 用い られ て い る 側 面を無視 して しま っ て い る とい う問題 は あるが ．隣接

トリ プル が 知識産 出以 外の 作業に 用 い られ る こ と を示 して い る 点で ，彼 ら の 記述 は

重要で ある 。

　Payne ＆ Hustler （1980）の 仕 事を， よ り徹 底化 させ た の は ，　 Macbeth 　 q990）

や Lee （2007）で あ る 。　 Macbeth は，「秩 序産 出の 作 業」（p ．199）を記述する 中で ，

Mehan （1979）に 言及 し，教育者 と特 定の 学習者 が，隣接 トリプ ル として の 知識

産出作業を遂行する際 に，その 相互 行為 を周囲 の 学習者が 「きちん と座 っ て 見聞 き

す る」行為 を，第 四 の 行為 ポ ジ シ ョ ン と して 指摘 して い る （p ．200）。 周囲の 学習

者は，あえ て 隣接 トリプ ル と して の 相互 行為 を 「見聞 きする 」 こ とで ，学 級 の 秩 序

を維持す る作業 に従事 して い る の で あ る 。 また ，先 に 言 及 した Lee （2007）は ，隣

接 トリプル の 第三 ター ン が ，様 々 な課題 の 達成 に用 い られ る こ とを経験 的に 記述す

る 中で ，そ れ が 学級 の 秩序維 持 と い う課題 に も用 い ら れ る こ と を記述 して い る

（pp ．200−201．）o

　以上 の よ うに，隣接 トリ プ ル とい う相互行為の 規範的な形式は， 命題 的知識 の 伝

達だ けで な く，別様 の 知識産出や，学級の 秩序維持 とい う． その 都度の 課題 の 遂行

に レ リバ ン トな仕方で 用 い られ うる 。 こ の こ とは，学級 にお け る社会化 が 含む多様

な側 面 を記述 し て い く ヒで ，重要 な指摘 とな る だ ろ う。

2．3． 幼稚園学級に お ける社会化

　以 上の よ うな先 行 研究 の知 見 を踏 まえる こ とで ，本稿が幼稚 園旺歳 児学級 を対象

と して 分析す る こ との 意義が見 えて くる 。 こ こ で は その 意義に つ い て 論 じて い く。

　第
一

に ，分析 を先取 りす る よ うで は ある が ，幼稚 園学級で は 園児た ちを，の ちの

学校生 活へ と社会化 して い く過程　　本稿で は こ う した社会化 を学校的社会化 と呼

ぶ 　　が 観察 され る の だが ，そ こ に は学校的規範 　と りわ け学級で の 教授活動 に参

加す る た めの 規範 を伝達する 過程が 含 まれ て い る 。 しか し，当然なが らその 伝達の

過程 もそ れ 自体，学級で の 教授活動 と して 行 われ るた め，そこ で は別様の 学校的規

範 の 使用が要 請 され る はずで あ る 。 従 っ て 幼稚園学級 で は，「伝達 される学校的規

範」と ， もっ と根底 に ある 「学校的規範 を伝達す る ため の 学校的規範」 とい う，学

校的規範 の 二 重性が 見え る 可能性が ある 。 こ の こ とが 経験 的に記 述 され た場合，そ
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　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 日常的実践としての 「学校的社会化亅

れ は学校生 活で 長 期間の 社会化 を受ける た め の ， よ り根源的な社会化過程 を示す こ

とに つ なが るだ ろ う。 第二 に t 園児た ちが い まだ学校的規範 を身に 着けて い な い と

み なされ る幼稚 園学級 で は ，学級 の秩序維持作業が よ り明示的な仕 方で 観察 され る

と思 わ れ る 。 従 っ てそ こ で は，「規範 の 伝達作業」 とT それ に伴 う 「学級 の 秩序維

持作業」との 二 重性が，先行研 究 よ りも見やす い よ うに思 わ れ る 。 以 上 の こ とは特

に ，子 供た ちが初 めて 学級 とい う場 に 参与す る三歳児 学級 に お い て 当て は ま る と言

え る だ ろ う。

　次節に お い て 分析 され る デ
ー

タ は ，首都圏 に あ る 私立 S 幼稚 園 三 歳児学級 の 教

室 に参与 しなが ら ビデ オ撮影 を行い ．その ビデ オ記録 に収録 された相互行為 を トラ

ン ス ク ラ イブ しなが ら分 析 した もの で ある 。 ビデ オ記 録は，2007年 5 月14日の ，朝

の 挨拶 お よ び歌の 時間が 終了 した 直後の 場面 を収録 した もの で ある 。

3 ． 知識産出作業の ／へ の 過程 と して の 学校的社会化

3．1． 知識産出作業を予示 する見出 し と教室に お ける カテ ゴ リ
ー秩序

　分 析 の 導入 部で もあ る くデ
ー タ 1＞

〔7 ［

で は，01列 と04列 に 着 目す る 。 まず01列 で

先生 は， ピア ノ の 位 置か ら黒 板の 前 に移 動 し
：Sl
，次 に04列 に お い て チ ョ

ー
ク を取 り

出す 。 01列一
〇4列は ，た だ こ れ だけの 経過 で しか ない の だが ，教室 とい う舞台装 置

に お い て ，「先生 が 黒板 の 前に 行 き，チ ョ
ーク を取 り出す」 こ とを見る と私た ちは ，

「先生が 黒板に何か を書 き，そ れ を知識 と して 産出す るだ ろ う」 と い う期待 を得 て

しまうの で は ない だ ろ うか 。 そ して また ，こ の 予期 され た 知識産出作業は ，こ の あ

とで 実際 に 行わ れて い る 。 従 っ てOl列一
〇4列 の 経過 は ，「黒板 を使 っ た知識 産出」

と い う t す ぐあ とに来 る活 動 へ の 見 出 しと して 機能 して い る と言え るだ ろ う。

　で は ，01列一
〇4列が ， こ の よ うに 「黒板を使 っ た知識産出」の 見出 し と して 機能

する こ とが で きるの は なぜ だ ろ うか 。 こ の よ うに 問 うこ と で 私 た ちは ，教授 場 面 を

構 成す る
一

つ の カ テ ゴ リー秩序 を見出す こ と が で きる 。 それ は ，「先 生 」一 （「黒

板」　 「チ ョ
ー

ク 」）
一

「知識産出」 と い う，成員 カ テ ゴ リ
ー と道具 カ テ ゴ リ

ー
，

〈デ
ー

タ 1＞

（｛ほ とん どの 園 児 は 着 席，G は廊 下 に 出 て しまい ，　 E は 床 に 寝そ べ っ て い る。〉）
→ 01T 　 （〔ピ ア ノ の と こ ろ か ら黒 板 の 前 に 行 く））

02T 　．帰っ て お い で 、．G ち ゃ ．、ん ．

03Ss
’
（（ドア の 外 を見 る ））

→ 04T 　： （（黒 板下 部の チ ョ
ーク容 れ か らチ ョ

ーク を取 り出 す ））
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そ して 活動 カ テ ゴ リ
ーの 輻輳的な結び つ きで ある 。 以下 で 検討 して い こ う。

　Ol列一〇4列 に お い て 「先生 1は，「黒板」の 前で 「チ ョ
ー

ク」を取 り出す こ とに

よ っ て 「黒板」 と 「チ ョ
ー

ク」を結び つ ける 。 教室 とい う舞台装置の 中で 「黒板」

と 「チ ョ
ー ク」が組み合 わせ られ る と， この カテ ゴ リーセ ッ トは 直ちに 「書 く」と

い う活動 と結び つ くだ ろ う。 「先生」が 「黒 板」に 「チ ョ
ー

ク 」で ［書 く」の は こ

れか ら知識 と なる もの で あ っ て ，他の 何かで は ない 。 そ して 黒板 に書 か れ た知 識の

候 補は，や りと りの 中 で 言 及 され る こ とに よ っ て 参与者が 共有す べ き 「知識 」 と し

て 産出され る は ずだ 。 「先生」一
（「黒板」一 「チ ョ

ー
ク」）　 「知識産出」とい う

カ テ ゴ リ
ー

秩序 は，Ol列一
〇4列の 経過に つ い て お よそ こ の よ うな分析 を可 能 に す る

もの で あ り，同時 に そ の 分析 を縮約 した もの で もある 。 私た ちは こ の カ テ ゴ リ
ー

秩

序 を参照 す る こ とに よ っ て ，「先生が黒板の 前 に 行 き，チ ョ ーク を取 り出す」こ と

を見出 しに ．「黒板 を使 っ た知識産 出」へ の 期待 を得 る こ とが で きる の で あ る 。

　 さて ，「黒板の 前 に 行 き，チ ョ
ー

ク を取 り出す」 と い う先生 の 振 る 舞 い が ．あ と

にな され る 「黒板 を使 っ た知識産出」へ の 見出 しと して 機能 して い る こ とを見て き

た 。 そ こで 予示 され て い た知識産出作 業が 次の 〈デ
ー タ 2＞で あ る。

3．2． 遅延 され た知 識産 出作業 と しての 反復対

　 こ こ で は，実際 にな され た 知識産出作業の 過程が い か な る もの で あ っ たの か を記

述 して い く。 まず ，〈デ ータ 1＞で 予示 され た とお り， 30列 に お い て 先生 は T 黒 板

に知 識 の 候 補 ＝ 日付 を書 き，そ して 30列以 降で ，その 黒板に 書か れ た 日付 を参照す

る や りと りが行 われ て い く。 35列で 先生 は，指 を差 す こ とで ，メ ン バ ーの 志 向を書

き終 えた ばか りの 日付の 「ごが つ 」の 部分に 集め る 。 その うえで 談話に よるや りと

りが 開 始 さ れ る の だ が ，そ の 核 と な る の が 40列
一 41列 （「〈きょ ： ： は 〉一 くき

ょ ： ： は〉」），お よび48列一 49列 （「〈ご ： が ： ↑つ 〉一
くご ： が ： つ ： ： ： 〉」）の や

りと りで あ る 。 こ れ ら の や りと りを構成する 発話成 分はす べ て ，ボ リュ
ーム を上 げ，

な おか つ 独特の ス ロ ーテ ン ポ で な され る こ とに よ っ て ，前後の 発話か ら一線を画 し，

際立 っ た もの に な っ て い る 。 また ，それ ぞ れ 40列 は 41列 と，48列は49列 と，同 じ内

容 を反復 した 発話で あ り， しか もその 反復 され て い る 内容は，先ほ ど先生 に よ っ て

黒板 に書 き込 まれ た 内容 に ，「今 日」 と い う， い ま　 こ こ の 時間軸 を入れ て 加工 さ

れ た，「き ょ うは こが つ 」 とい う命題 なの で あ る 。

　や りと りの 時間性 に 内在 しなが ら改め て 分析 して み よ う。 先生 に よる独特の 仕方

で な され た発話 （：「ス ロ
ー

テ ン ポ ＋ 強調表現」）を聞 い た 園児た ちは ，そ れ を合
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日常的実践と しての 「学校的社会化亅

〈デ
ー

タ 2＞

30T 　 ：

31T 　： Lは い （．） じゃ 今 ［］は何 口か な ：

3233S

　 ：

35T3637S

　 ：

38T39S
　 ：

→40T ： 　 　 　 　 ： は 〉．
→41　Ss ：　　　　 ： iよ〉．

42　S　 l 「きゅ
一

43s 　： Lご ；

44　T 　 ：

45T 　 ：

46S 　 ：

47S
→48T 　 ：

→49Ss ：

1（（黒板 の 前 に 向か う））（（黒 板 に 日付 を書 く））

（5 ）（（先生 は 「5 が つ 14か 」 と 日付 を書 い て い る ））

じゅ うきゅ う ： ： ： ．

（2 ．5） （（こ の 間 も先 生 は 黒 板に 日 付 を書い て い る ））

： は い
。 （（「5 が つ 一を指差す）） （（園児 た ち の 方へ 体 を向 け る ））

°

じ ゃ お ： きな
1 声 で

［．

　 　 　 　 　 　 しが つ ．
；ん ？ち ょ っ と待 っ て ．
ご ：「が ： つ ．

　 　 1 〈きょ

（きょ ：

　 　 が ：
「

つ ．

　 　 　 　 Lこ れ 何て 「読む ん だ ろ ？＝

　 　 　 　 ＿（（「5 が つ 」の 周 りを 人差 し指で な ぞ る ）〕

　 　 　 　 　 　 　 　 Lしが
一

；＝ご ： が 「； ちゅ ；、

　　 　 Lそ ： そ ：．〈ご 二が ： ↑つ 〉．「〔（耳元 に 手をあ て る ））

　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　L （ご ： か ：つ ： ： 1＞，

図 に直後， 1司様 の テ ン ポ，同様 の音 の 大 き さ，そ して 同 じ内容の 発話 を行 っ て い る 。

先行する 先生 の 独特の 発話は ， まさに その 独特の 仕方に よ っ て t 「こ の 発話を，同

じ仕方で 反復せ よ」 とい う指示 的な メ ッ セ ージ を暗に 伝 えて お り，そ れ に よ っ て 二

つ の 発話 は ，別 の 組 み合 わ せ の 可 能性 を取 り除 き，相 彑 に規 範的 に 結び つ い て い る

の で ある 。 Sacks，　et　al，（1994）の 言葉で 言 えば それ は，
一
種の 隣接対 を形成 して い

るの だ 。 こ の よ うな 隣接対 を本稿 で は，そ の 反復性 に基 づ き，新 た に 「反復対」 と

名付 け る こ とに しよ う。 こ こ で 重 要な の は 次の 二 点で ある 。 第
一

に ， こ の 反復対 と

い う独特 の 仕方で や りと りされ て い る こ と が，その や りと りの 内容で ある 「き ょ う

は こが つ 」 とい う 「命題」 を，教室で 共有 され るべ き 「知識」と して 観察可能 に し

て い る と い う点で ある 。 そ して また ， こ の 反復対 は，先 生 の 言 っ た こ との 反復 を園

児た ちに要求する もの で ある か ら，そ こ に新た な知識が 産 まれ る余地 は な い 。 こ の

こ とは ，先生か ら園児 た ち へ と知識 が 「伝達 」 され て い る こ とを観察可 能 に して い

る 。 反 復対 は，「命題 的知 識 」 を 「伝 達す る 」　　 隣接 トリ プ ル で はな い 　　装置

として 利用可能なの だ。

　第二 に，こ の 反復対 は f 園児 た ち を コ
ーホー ト化す る こ とで ，学級の 秩序を維持

す る ため の 装 置 と して も用 い られて い る とい う点で あ る 。 先生 の 発話 を，テ ン ポや

強度 そ して 内容 な ど を揃 えて 反復す る と い う 「反 復対」の 特徴は，複数の 園児た
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ちが発話 を行 うに 際 して ，それ を同時に，足 並み を揃えて 行 うこ と を容易に する 。

「反復対」とは，多数の 園 児た ちを発 話 レ ベ ル で コ
ーホ ー ト化する ため に利 用可能

な装 置で もあ るの だ 。 こ の 反復対 における／ と して の 園児た ちの コ
ー

ホ
ー

ト化作業

は ，園児 た ちが単
一

の まとまりとして 振舞 うこ とを規範 的に提示 して い る点で ，そ

れ 自体 が学校 的社会化の
一

局 面 をな して い る と言 えるだ ろ う。 また こ の 反 復対は ，

「知識 の 伝達作 業」と 「学 級 の 秩 序維持作 業」 を同 時 に 含 む，教 授活 動 の 二 重 性

（2，3．参照 ）を示 して お り，非常 に 意義深い 実践 とな っ て い る 。

　 さて ， こ こ で は先の 〈デ ー タ 1＞で 予示 されて い た，「黒板を用 い た 知識産出」

作 業の 実 際 を検 討 して きた。 こ こ で 私 た ちは重要 な点 に気づ く c 〈デ ータ 2＞が30

列か ら始 まっ て い る こ とか らも分か る とお り，実は 〈デ ータ 1 ＞か ら くデ ー タ 2 ＞

の 問 には ，か な りの 分量 の や りと りが介在 して い た の で ある 。 例え ば こ れ が 学校の

授業場 面で ある な らば，＜デ
ー

タ 1＞ の あとす ぐに で も． 〈デ ータ 2 ＞の 過 程 が 開始

され る だ ろ う し， され る べ きなの で は な い だ ろ うか 。 しか し本稿が検討 して い る幼

稚 園 三 歳児学級 の 保育場 面に お い て は， 〈デ ー
タ 1 ＞の あ と，す ぐに は 知識 産出 に

向か わず，それ と は別の 系 列 を連ね る とい う迂 回 過程 を経 て い た の で あ る 。 こ の

「問」の 過程で は ，果た して 何が 行わ れ て い た の だろ うか 。 こ の 問い を解 くこ とで

私 た ち は，知識産出作業 へ の 社 会化 とい う、「学校 的社会化」の 一
局面 を明 らか に

で きる可 能性が ある 。 以下 で 検討 して い こ う。

3．3． 知 識産出作業 へ の迂 回過程 と しての DRE

　 〈デ
ー

タ 1＞の あ と，直 ちに くデ
ー

タ 2 ＞ に 至 らず T そ の 「間 」に な され て い た

の は くデ
ー

タ 3＞ と くデ
ー

タ 4 ＞の 過程で あ る 。 まず は 〈デ
ー タ 3 ＞に つ い て検討

して い こ う。 そ こ で 何が行わ れて い たの か に つ い て は ，05列
一

〇9列　10〜14列の 系

（データ 3＞

→05T 　：　 は い じ ゃ ： あ （．） お イス をそれ で は 向けて ドさい ．先生 の 方へ 向 け て 下 さ い 、

06T 　： ＿（（B と C の 間に 行 く））

08T 　： 「（（B と C の イス の 背 もた れ 上 部 に タ ッ チ ））1
→09Ss ： L（（立 ち上 が りイ ス を黒板 に 正 対 させ る））一、（（B，G、LL ，M は座 っ た ま ま，A は 立 ち

　 　 　 上 が っ た だ け，E は床 に 寝 そべ っ て い る））

→IOT 　： （〔寝 そべ っ て い る E の 方に 視線 をや る））「（（E の 元 へ 行 く））「
→11T 　：　　　　　　　　　　　　　　　 LE ち ゃ ん ．（3 ）」今 日 E ち ゃ ん 一薬 飲 ん で き た

　 　 　 　 ん 。 （う ね ： ．〔 ）飲 ん で きた ん、
→12T 　： （（E の 両手 を持ち立 たせ る 〉）「（（E の イス を黒 板 に 向け，　 E をそ の イ ス に嘩 らせ る ））

→13T 　：　　　　　　　　 　　　　 L薬飲 ん だ ん だ よだ か ら眠 く 〔：な る ん ）．
→14T 　： （〔A の イス を黒板 に正対 させ，　 A の 背中に タ ッ チ す る ））は い ，
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日常的実践と しての 「学校的社会化」

列に 注 目する こ とで 明 らか に な る 。 05列は ，園児 た ちに 「イス を先生 の 方に 向け

る ； 黒板 に正 対 させ る」 こ とを指示す る 発話で ある 。 イス を先生 の 方 に 向ける とい

うこ とは ，それ に座 っ て い る 園児た ち自身が先 生 の 方へ 向 くと い うこ とで もあるの

で ， こ の 05列 の 発話が実質的に は， 園児た ち自身に 「先 生 の 方 を向 くこ と」を指示

す る発話 で あ る こ とが理 解で きる 。

　05列の 指示発話の あ と，09列で な され た園児 たち の 「立 ち上が り， イ ス を黒板に

正対 させ る」 とい う行為 は，事前に 先生の 指示 発話が な されて い る こ とに よ っ て ，

「先生 の 指示 に従 っ た」，すな わ ち 「正 しい 」 行 為 と して 理 解で きる 。 逆 に，B，　 G，

1， L，　 M が 座 っ た ま まで 何 も しな い こ と，　 A が 立 ち上 が っ た だ け で あ る こ と，そ

して E が床 に寝そ べ っ て い る こ とは ，「先生の 指示 に 従 わ な い 」，すな わ ち 「誤 っ

た」 行為 と して 浮か び上 が っ て きて しまう。

　そ の あ との 10〜14列 は 全体 と して ， こ の 「誤 っ て い る」者の うち， E と A の 振

る舞 い を 「正 しい 」方向に 修正 して い く過程 と して 組織化 され て い る 。 特 に注 目 し

て 欲 しい の は 10〜13列の ．E をめ ぐる や りと りで あ る 。 まず， 10列 の 先生 に よる視

線 の 移動 と身体 の 接近 に よ っ て ，そ して 11列前 半の 呼び か けに よ っ て ，E が 対象化

され る 。 そ の 直後 11列の 後半部分 で ，「今日 E ち ゃ ん 薬飲 ん で きた ん 。 」 と い う

発話が な され て い る 。 この 発話 は ，そ れ 単独 で は何 を意味 して い るの か 分か りに く

い が ，す ぐあ との 13列 で ，「薬飲ん だ ん だ よだか ら眠 く （なる ん）。 」 とい う発 話が

なされ てお り，そ れが ，E が 「床 に寝そ べ っ て い る こ と」に つ い て の 因 果関 係 を定

式化 した もの で あ る こ とが分か る 。 で は ， こ の よ うな因果関係の 定式化は なぜ 行 わ

れた の か 。 ある い は こ の 定式化は ，相互 行為上 で い かな る 意味 を担 っ て い るの だ ろ

うか 。

　私た ちは すで に，先行 す る 先生 の 行為指示 発話 が，園児た ちが 「（座 り，立 ち，

寝そべ っ て ）何 もして い な い こ と」に対 して 「誤 っ て い る」 とい う意味 を供給 して

い る こ とに つ い て 考察 して い る 。 しか し相互 行為上 で は い まだ，こ の 「誤 っ て い

る」 とい う評価 を客観的 に 理 解 口∫能に す る手がか りは示 されて い な い
。 指示 が あ っ

た上 で 何 も し て い ない 園児た ちの 振 る 舞 い は ，自身の 行為が 「誤 っ て い る」 こ とを

「理 解 して い ない か もしれ な い 」 こ とを示唆 して い る 。 しか し13列で ， こ の 「（寝そ

べ っ て い て ）何 もして い な い こ と」に対 して 「因果関 係 の 定式化」が な され る こ と

に よ っ て ，それ が ，わ ざわ ざその 原因 に つ い て の 推論が必 要 なほ どに 「逸脱 」 して

お り，「誤 っ た」振 る舞い で ある こ とを， E 自身に も理 解可 能 に して い る 。 さ らに ，

E が 12列 で ，先生 の 身体的な介入 に よ っ て 「誤 っ た状態」 ＝ 「床に 寝そべ っ て い る
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状態」 を，「正 しい 状態」 ＝ 「黒 板 に 正 対 して 座 る状態」へ と修正 され る こ とで ，

E の 状態が 「誤 っ て い る こ と」の 観察 口∫能 性は， さ らに決定的 な もの に な っ て い る 。

　「因 果関 係の 定式化」 に して も，「直接の 修正」に して も，こ れ らの 先生の 行為は ，

E の 状態を 「誤っ た」 もの と して 観察で きる よ うに して い る点で ，
一

種の 「評価」

行為で あ る と言 えよ う。 注意 して お く必要が ある の は，こ れ らの 評価行為 自体 も，

それが評価行為 と して 観察可 能で あ るの は、事前 に05列 の 指示発話，そ して そ れ に

対す る園 児た ちの 応答が な され て い るこ とに よ る の で ある 。

　以上 の よ うに，05列一〇9列　10〜14列の 系列 は ，先行す る行為が 次の 行為に 意味

を供給 して い くような関係に あ る 。 まず先生 に よる 「指示」が ある こ とに よ っ て ，

次の 園児たちの 振 る 舞い が それ へ の 「応答」と して 理解 で き， この 「指示 」　 「応

答」とい う対が 先行 して い る こ とに よっ て ，次 の 先生 の 行為が 「評価」 と して 理 解

で きる よ うに な っ て い る 。 E をめ ぐ る系列 は こ の よ うに ，「指示 （Direction）」
i19］／

「応 答 （RespQnse）」
一

「評価 （Evaluation）」と い う仕方 で 相 耳 が規範 的に 結 び つ

い た ，
一

種の 隣接 トリプ ル と して組織化 され て い た の で ある 。 本稿で は， この 隣接

トリ プル を DRE と名付 け，以 下 の 検討で は こ の 名称 を用 い る こ とに しよ う。

3．4． 二 種類の DRE

　＜デ ー タ 3＞ に続 い て 行 わ れ た の が， こ の 〈デ ー タ 4 ＞の 過程 で ある 。 〈デ
ー タ

4 ＞の 要素の ほ とん どは ．〈デ
ー

タ 3 ＞か ら開 始 され た DRE の 一要 素で ある 「評

価」行為 と して 組織 化 され て い る （19列後半 ，20列 ，22列．23列，24列 ，25列，27

列 129 列）。 しか しそ の 中 に は ，単 に 評価行為 と して 記述 す る だ けで は 回収 しきれ

ない もの が あ る 。 こ こで は 特 に ，27列一 28列 の 系列に 注 日した い
。

　まず27列 で の 先生 の 発話 は，「L ち ゃ ん」 との 呼 び か けで L を対 象化 しな が ら

「お イス が 向い て な い よ全然」 と述べ る こ とで ，L の 振 る 舞 い が 「お イス が 向 い て 」

い る とい う 「正 しい 」状態で 「な い 」 ＝ 「誤 っ た 」状態で ある こ とを明示 して お り，

〈デ ー タ 3＞で 開始 され た DRE の 一要 素 た る 「評価」行為 と して 理 解 可能で あ る 。

重 要な の は こ の 直後で ある 。 27列 に お け る 「評 価」行為の 直後，28列で は．L が 自

ら振 る舞い を 「正 しく」修正 して い る 。 従 っ て こ の 「評価 」行為は，評価で あ る と

同時 に， L の 振る舞 い の 修正 へ と向けた新 た な 「指示 」 と して も記述可能で あ る 。

　〈デ ー タ 3 ＞ と くデ
ー

タ 4 ＞の 過程 を振 り返 っ て み る と，DRE が 「評価」の あ り

方 に よ っ て 二 通 りの 過程 を辿 っ て い る こ とが 分か る。一
方は E をめ ぐる過 程で ，

こ の と きの 「評価 」行為 は最終的に ，先生が E の 身体 に 介入 し，直接振 る舞い を
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〈データ 4 ＞

15T 　　「〔（教 室 前 方 へ 歩 き出 す ）） （く両 手 を上 げ ひ ら ひ ら さ せ る D 　　　　　　
−
1

16T 　 Lは い じゃ ： お背 中 ぐ ： っ と伸ば し て 手 は ど こ だ っ け ど こ 持 つ ん だ っ け ：」

　　 　　 「シ ユ ッ 　 　　 　 　　 　　 　 1
　17T 　： L （（両 手 を背 中 の 後 ろ へ や る ）） 1
　 18Ss 二 （（両手 を イ ス の 背 もた れ の 後 ろ に や る））

　19T 　：
v

そ
’
だ．

u

〔（B に 視線 を や る ：：り （〔B の 元へ 行 く）〕 （（B の 頭 に タ ッ チ す る D
　20T 　： 「

．
B 君．　1

　21M ： Lこ ：　 −
1

と り ： は と ： っ ↑て ： もう ： た が
’
すき ： ．

　22T 　： （（B の イ ス を前向きに づ る ））

　23T ：M 君 と 1 ち ゃ ； ； ん ．　 M 君 と 1 ちゃ
’

： ん，　 M く ： ：ん 1ち ゃ ： ： ん ．≡

　 24T 　 ：

　 25T 　 ：

　 26
→27T
→28L 　 ：

　 29T 　 ：

　 30T 　 ：

　 31T 　 ：

（（机 の 前 に立 つ ））　 1 ！〔手 の ひ ら を同転 させ る D
−

「 （（手の ひ ら を 回転 させ る 〉）
『

　　　　　　　＝Lお イス が 〔　）．　　　　　　　 1ぐる っ と　（呵 して ）．
（4 ）（（M と 1が イス を動か す 音））

：L ち ゃ ん もお イス が 向い て ない よ全然．
（〔立 ち上 が っ て イ ス を前向きに す る D

　［ち ょ っ と C ）G ち ゃ ん C）お イス 向け て 2

　L （（身 を乗 り出 し G の 肩 に タ ッ チ ）） 「 〔（黒 板の 前 に 向 か う））（〔黒板に 日付を書 く））

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 L．は い （．） じゃ 今 日は 何 日か な ．

修正 す る こ と で な され て お り，「指示 」一
「応 答」

一
「評価 ＝修正 （correction ）」

とい う過程 を辿 っ て い る 。 もう
一

方は先 ほ ど検討 した もの で ，「評価」行為が 再 び

「指示」と して 機能 し，L の 自発 的 な 修正 を促 す もの で あ っ た 。 こ ち らは，「指

示」　　「応答」　　「評価 ＝指示 」　　「応答」
… とい う繰 り返 しの 過程 を辿 っ て お り．

DRE の 基礎 とな る ユ ニ ッ トが 拡張 （Mehan 　l979，　pp．54−65，） され た もの で ある 。

こ の 拡張型 DRE は t 「応 答」が 「正 し い 」 もの に至 る まで ，何 度 も反復可 能 な も

の で あろ う。 どち ら の 過 程 に して も，「評価」を通 して ／ と して ，園児 の 振 る 舞い

の 「修正」 を志 向 して お り，そ れぞれ が そ の た め の 技 法 を提示 して い る の で ある 。

　さて
， ＜デ ー タ 4 ＞の 終結部は くデ

ー
タ 2＞の 最初 の や りと りで もある 。 こ こ に

至 っ て よ うや く，知識産出作業が 開 始 され るの で ある 。 ＜デ
ー

タ 1＞ にお い て ，知

識 産出作業 を 予示 す る 見出 しが提 示 され た あ と ，＜デ
ー タ 2 ＞に 至 る まで に 経て き

た迂 回過 程 は以 ．Lの よ うに ，　 DRE が 園児 た ちの 振 る 舞 い の 「正 ／ 誤」 を観察 ロ∫能

に しなが ら，二 種類 の バ リ エ
ー

シ ョ ン を通 して ／ と して ．園児た ちに よ っ て そ こ で

行われ る べ き 「黒板 の 方を向 い て座 る こ と」 と い う知 識 を産出する 過程だ っ た の だ 。

3．5． DRE と学校的社会化

　第三 節の 最 後 とな る こ の 項 で は ，以上の 分析 の 中で 見出 され た，DRE とい う隣

接 トリプ ル の デ ザ イ ン を取 り上 げ，そ の 特徴 に つ い て 考え て み た い
。
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　第
一

に ，DRE に お い て ／ と して 産出 され て い た知識の 性 質に つ い て の 特徴で あ

る 。 「黒板の 方 を向 い て 座 る 」 と い う知 識 の 内容 は まず もっ て ，学級で の 教授活動

に参加す る た め の極 め て学校的な規範で あ る と言 える 。 加 えて こ の 学校的規範の 性

質に つ い て ，そ れ が 方法的知識 と命題 的知 識の 「混 合」（Heap　1985，　p．　255） をな し

て い る こ とが 指摘 で きる 。「黒 板の 方 を向 い て 座 る」 とい う知識 は，DRE を通 し

て／ と して ，命題 的 に （D ：1お イス を先生 の 方へ 向けて くだ さい 1，E ＝ D ： 「お イ

ス が 向い て な い よ 」）提示 され ， そ して 方法的 に （R 二 自 ら イス を黒板 の 方へ 向 け

て座 る tE

＝ C ： 先 生 に座 りなお させ ら れ る ）応答 され，修正 され て い た 。 結 果 と

して 産 出 された 「黒 板 の 方 を向 い て 座 る」 とい う知識 ＝学校的規 範 は，文字 通 りの

命題 的な性質も持つ し，身体上 の 動作 と して の 方法的 な性 質 も持 ち合わせ て い る の

で ある。

　第二 に ，本稿 で 見 山さ れ た DRE は ，「知識伝達」 と い う課 題 に適 合す る よ うデ

ザ イ ン され た もの だ と い うこ とで ある 。 DRE は ，あ る 「指示」 へ の 応答 に 対 し，

その 正／誤 を観察可 能 に す る 「評価」が 返 され る もの と して 組織化 されて い た が ，

本稿が 記述 した DRE に お い て そ の 「指示」 は ，その 内容が 次 に 来 る 「応 答」に と

っ て の 正 解 を事前に 提示 して お り， さらに 「評価」に よ っ て そ の 応答の 正 ／誤の み

が問題 と され て い る 。 こ の 場合， 園児 た ちに 新た な知識 を創出 す る余地は な く，知

識の 所在はあ らか じめ先生 の 側 に ある と言える 、
こ の こ とはそ こ で 産出 され る知識

を，あ ら か じめ先生 が 所有して い る こ とを明確 に示 して お り，そ こで な され て い る

こ とを知識の 「伝達」 と して 記 述可 能に して い る 。 こ う して 伝達 され る知識が 学校

的 な規 範で あ っ た こ とを含め て 考 え る と，こ の DRE は，そ れ を通 して ／ と して 学

校 的規 範 を園 児た ちへ 伝達す る ，学校的社会化の
一

局 面 を具体化 した もの と言え る

だ ろ う。

　第三 に ， こ の DRE で の 知識伝 達作業が． 園児た ち全員 を巻 き込む 形で な され て

い た こ とで ある 。 こ の 特徴 は，DRE で 伝 達 され て い た 知識が 「黒板の 方 を向い て

座 る」 とい う学校 的 な規範で あ っ た こ と と関連 す るの だが ，そ れ に つ い て は隣接 ト

リ プル の デ ザ イ ン と して 頻繁 に 言及 され る Q （質問） − R （応答）
一一E （評価） と

比 較 して み る と明確に な る 。 QRE は ，
一 人の 学習 者を巻 き込む形で 行わ れ る こ と

が 多い が
qD｝
，その 背景 に はサ ッ ク ス の 言 う 「B に Y す る こ とに よ っ て ，　 A に X す

る こ と」 とい う秩序 の 存在が あ る （Macbeth　l992，　p．141）。　QRE で は ，「特定の 園

児 に正 しい 応 答を させ る こ とに よ っ て ， （間接 的 に）園 児た ち全員に 知識 を 身に つ

け させ る 」 よ うに組 織 化 され て い る の で ある 。 しか し，こ うした仕方で 知識の 産出

84

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

日常的実践と しての 「学校的社会化」

が 行 われ る た め に は そ の 前提 と して ，QRE を 「きちん と座 っ て 見 聞 きす る 」 こ と

で 学級 の 秩序 を維持す る学習者 の 振 る舞 い が ，「第四 の ポ ジ シ ョ ン 」 と して 要請 さ

れ る （2．2，参照 ）。 す な わ ち QRE で は，第
一

（＝ 質問），第 二 〔　＝＝ 応 答），第 三

（＝ 評価）の 行為 ポ ジ シ ョ ン を，子 供 た ちが 「きち ん と座 っ て 見聞 きす る」第四 の

行為ポ ジ シ ョ ン が 遂行 され る こ とに よ っ て 初 め て ，間接的 に学級全体 へ の 知識教授

が 可能 と なる の で ある 。 それ に 対 して 本稿で 見出 され た DRE は，す で に 見て きた

よ うに，「正 しい 」応答 を園児た ち全員 に 要 請 す る 。全 員が 止 し い 応 答 を行 っ て い

な け れ ば そ れ に対す る評価が 「修正 」や 「新 た な指 示 」 と して デ ザ イ ン され る こ

とで ，園児た ち全員をそ こ で 伝達 され る 知識へ と直接巻 き込 ん で い く。 なぜ な らば

それ は ，DRE で伝達 され る知識 それ 自体が 「黒 板の 方 を向 い て 座 る」とい う．教

室で な され るや りと りを きちん と 「見 聞 きする 」ため の ， とい うこ とはその や りと

りを単
一

の 学習者の み を巻 き込ん だ 仕方で 行 うた め の 前提 条件 だか らで ある 。 幼稚

園 三 歳児学 級 で は，単
一

の 学習 者の み を参加 させ る よ うなや りと りを可能 にす る

「きちん と座 っ て 見聞 きする 」振 る舞 い は，自然 に 行わ れ る もの で は な く教 え られ

る もの なの だ 。 だ か らこ そ 本稿 に お い て DRE は，そ こ で な され る知識産 出に 園 児

た ち全員を巻 き込 む ような形 で 組織 化 され て い た の で ある 。

　第 四 に，こ の DRE が ．学級の 秩序 を産出一
維持する とい う課 題 の 遂 行の た め に

も用 い られ て い た と い うこ とで ある 。 DRE の や りと りの あ とに は，反復対 を用 い

た知識 産出作業が存在 して い た こ とを思 い 起 こ そ う。 こ の 場面 で もや は り園児た ち

は ，「きちん と座 っ て 」発話する こ とが 要 請 される 。

一
方で ，DRE が 園 児 たち 全員

を巻 き込 む形で 「黒板の 方 を向 い て 座 る」 とい う知識 を伝達す る こ とは，同時に 彼

らの 身体 を，「きちん と座 る 」単
一

の 状態へ と コ
ーホー ト化す る こ とで もある ，、そ

うす る こ とで DRE は，の ちの 知識産出作 業を行 うため の 前提条件 た る学級 の 秩序

を，産 出　維持 して い た の で あ る 。 以 上 の 点 を考慮す る な らば、 DRE と は，2．3．

で述 べ た 二 つ の 二 重 性　　 「伝達 され る学 校 的規範」 と 「学校的規範を伝達す る た

め の 学校 的規範」 の 二 重性，及 び 「規範の 伝 達作業」 と 「学級の 秩序維持作 業 」の

二 重 性 　　の 結 節 点 を示 して い る と言 える だろ う。 すなわ ちこ の DRE で は，「黒

板の 方を向い て座 る」 と い う学校的規範 を，そ れ 自体が 学校的規範で あ る 隣接 トリ

プル とい う相互 行為形式 に お い て ／ と して 伝達 しなが ら，同時にそ の 伝達作業 を通

して ／ と して ，す ぐあ との 場 面で 要請 され る学級秩序の 産出　維持 を行 っ て い たの

で あ る 。
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お わ りに

　本稿で は ，伝 統的な社会化研究が ，「規範 の 学習」 と して の み 記 述する こ とで 覆

い 隠 して きた社会化実 践 の 細 や か さを，幼稚園三歳 児学級 の 相互行為 を分析す る こ

とで 明 らか に しよ うと して きた 。 そ こで は社会化が ，「反復対」や 「DRE 」 とい う

手続 きを通 した ，「知識の 伝達」及び 「学級 の 秩序維持」 と い う二 重 化 され た 作 業

の 遂行 に お い て ／ と して 行われ て い た 。

　反復対や DRE で の 知識 伝達作業が ， 同時に 園児た ちを　　発話 レ ベ ル 及び 身体

レ ベ ル で 　　コ
ーホ ー ト化す る作業 と して も行 われ て い た こ とは，学級の 秩序 を維

持 す る仕方を子供た ちが知 らな い と考 えられ て い る　　そ して 実際に 彼 らの 振る舞

い は そ う観察可 能で あ っ た　　幼稚 園三 歳 児学級 に独 特 の ，初期 的社 会化の 様相 を

示 して い る だ ろ う 。 と りわ け DRE は，「伝達 され る 学校 的規 範」（＝ 教 授場面に お

い て 「黒板の 方を向い て 座 る こ と」）を 「学校的規範 を伝達す る ため の 学校 的規範」

（DRE と して の 隣接 トリプ ル ） に よ っ て 伝達す る とい う，学校的規範の 二 重 性の 中

で ／ と して 遂行され て い た 。 学校生活 で は 子供た ちが そ こで なされ るや りと りを

「きち ん と 座 っ て 見聞 きす る 1 こ とで ． 当た り前 の よ うに 教授活動 に 参加 し，社 会

化 され て い く。 本稿が 明 らか に して きた こ とは，その 学校生活で の 当た り前 を下 支

えす る，「社 会化 へ の 社会化」 と して の 「学校 的社 会化 」 とい う，社 会 化 の 根源 的

な様相 を示 して い る と言 える の で は ない だ ろ うか 。 そ して また ，本稿で 記述 され た

反 復対や DRE とい う手続 きは ．学級 の 相互 行為 と して QRE を， さ らに 言 え ば 隣

接 トリプ ル を扱 うだけ で は見えて こ なか っ た もの で もある。 こ の こ とは．学級に お

け る実 践 の 研 究に 対 して も示唆 を与え る もの で は な い だ ろ うか 。

〈注〉

（1） こ の よ うな試み と して ，すで に 清矢 （1994） な どが あ る u

（2） こ の 点に つ い て は特に 「エ ス ノ メ ソ ドロ ジー的無関心」に つ い て の 議 論 を参照

　 の こ と （Garfinkel＆ Sacks　l970）．

（3〕 伝統的研 究の 杜会化観に 対す る ま とめ 方は，別様で もあ りうるか も しれ ない 。

　しか し， こ の こ とは本稿 に とっ て 本質的な 問題 と は な ら ない 。 なぜ な ら，本稿が

　批判 しよ うと して い るの は，
⊥らあ，麿いしほい之らかあ命題あみ画モ会化実霞

　を詑述する伝紐酌砺究の 方針で あ っ て ．そ の 命題 の 内容で は な い か らだ 。

［4） こ の ，社 会化 に お け る 主体 的 な側 面 に 着 目 した と言 える 研 究 の 代表 と して
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　Mead （訳書， 1973） の 社 会化論が あ る。 自我 を，取得 した役割 の 集積 と して の

　「Me 」 と，そ れ に対す る反 応 と して の 「1」 に 区別す る Mead の 理論は，既存の

　役割 （Me ） に対する主体 的選択 の 契機 （1） を，社 会化の 記述 に埋 め 込 んで い る。

（5） こ うした立場 は，次の よ うな Speierの 発言 に 明 らか で あ る 。 「私は， 『社会化』

　とい う用語 が ，私 た ちの 技術上 の 語彙か ら陥落 させ られ，成員の 用語 （素人 の 概

　念） と して の み 用 い られ る よ うに 提案す る」 （Speier　l976，　p．99）。

（6＞ Heap に よ る， こ の 「命題 的知識」 と 「方法 的知 識」の 区 別 は，　 Ryie （訳書，

　1987）に よ る 「knowing　that」 と 「knowing 　how 」の 区別を参照 した もの で ある 。

〔7） 本稿で 用 い られ る トラ ン ス ク リプ ト記号 は以 ドの 通 りで ある 。

巨］…先生 ，團…
不特定単数の 園 児，區ヨ…複数の 園 児，［互三亘…

特定の 園児，

［ 工＝］…オーバ ー
ラ ・ プ の 開 始，匚 匸 ユ ーオー・ ・一ラ ・ プ の 終 i’日

・・
単

一・溌 話 の 継 枷 澗

隔 を 置 か な い 発話 の 連鎖，ロ…発話 の 中 断，口 …
尻下 が りに 終了．［］…

尻 ヒが りに 終 r，［］…一瞬 の

間，回
…

n 秒 の 問、［ ］
…

聞き取 り不 叮能 な 部 分，團 …聞 き取 りづ ら い 部分 ．〔1文 拘 ）…
身体の

動 き ur 観察者の 注記、文字
…

強 調 して 話 され た 部 分，［壅 ］…小 声 で 話 さ れ た 部分、［〈文字 〉］…ゆ っ く

り話 され た部 分．巨］…音 程 の ヒ昇、［］
…

直前の 母吝の 延 長 （ ： の 数は 延 長の 長 さ に 比 例 ）

（81 教室 の 見取 り図 と先生 の 移

　動の 流 れを右 図に示 した 。

（9）　Heap　（1985）は．　隣接 トリ

　プ ル の 第一 ター ン が様 々 な文

　法形式 をと り得る と して い る

　（p ．249）。 こ こ で の 「指 示」

　や 「質問」 はそ うした文法形

　式の
一

部で あ る 。 こ うした文

　法形式の 使い 分けは，隣接 ト

　 リ プル が様 々 にデ ザ イ ン され

　る
一

つ の あ り方を示 して い る

　 と 言える 。

〔10） Mehan （1979），　 Heap （1985），　 Lee （2007） な どで 示 され る デ
ー

タ を見 よ 。
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ABSTRACT

  
"School

 Socialization" as  Everyday  Practice: The  Process of

     Socialization to the Work  of  Knowledge  Production  in

                           a  Kindergarten

                                                           MORI,  Ippei

                                 (Graduate SchooL The  University of  Tokyo)

                   7-3-1 Hongo-sanchome,  Bunkyo-ku, Tokyo, 113-O033 Japan

                                            ELmail: chatchan777@ybb.ne.jp

  This paper  elucidates  the process of  socialization  in a  class  of  three-year-old

children  in a  kindergarten  as  a Iocal practice performed by  class  members.  CIassical

studies  of  socialization  have examined  the process  of  socialization  only  based on  the

simplified  logic that 
"learning

 norms",  This paper  reveals  the process  of 
"school

socialization"  as  detailed everyday  practices.

  By analyzing  the interaction between the members  in a kindergarten class, this

paper  reveals  four things. as follows. First, adjacency  pair, a form of  
"repetition

 pair,"

is used  for accomplishing  the task  of  transmitting  propositional knowledge and

maintaining  classroom  order.  Second, DRE  (direction/response/evaluation), a

adjacency  triple, is used  for accomplishing  the task of transmitting  school  norms

such  as  
"sitting

 Iooking toward  the  blackboard" and  producing-maintaining

classroom  order  to faciljtate the later work  of  knowledge  production. Third, the

school  norm  of  
"sitting

 looking toward  the blackboard" transmitted through the DRE

method  is constituted  by a 
"blend"

 of  propositiQnal and  know-how  knowledge.

Fourth, DRE  is used  in situations  that involve all the  kindergartners. and  thus  differs

from QRE (questionf'response!evaluation), which  is frequently used  toward  a singLe

learner.

  These  procedures  of  
"repetition

 pair" and  
"DRE"

 provide  important insights for

studies  of socialization  because they  demonstrate one  of  the root  aspects  of

socia]ization,  
"scholastic

 socialization"  as  
"socialization

 toward  socialization,"  and

simultaneously,  these procedures  provide  suggestions  for studies  of  classroom

practices that are  not  revealed  by capturing  classroom  interactions only  as  QRE and
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