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1．本報告 の 目的

　本報 告 の 目的 は，授業場面 の 教 師 と児童 の 活

動 に着 目す る こ とで ，授業秩序が どの よ うに組

織 され る の か を明 らか にす る こ とで あ る。

　人 々 の活動は ，い か な る活動 で あ っ て も特定

の 状況に 埋 め 込 まれた形 で 行われ る。そ し て ，

人 々 がそ の都度状況 に 固有の 要素 を特定 の 動機

や論理 と関係 づ け て 活動を進め て い る 。
つ ま り，

〈い ま
一

こ こ 〉の状況の 固有性 を帯 びなが らも，

そ の 活動 があ る特定の種類 の 活動 ， す なわち 「授

業 」 とい う制度的場面におけ る 「学習指導」 や

「生活指導」，「挙手 」 や 「発 言 」 とい っ た活動

として 典型 的な特徴を持つ もの として 現れ る よ

うに組織化 し て い くの で ある。 こ れ らを踏まえ

て ，本報告 で は授 業場 面 に お ける私語や 立 ち歩

きと い っ た児童 の 「問題行動」 とそれ に対す る

教師の 対処 を含 め て ， 授業秩序が組織され る実

践を分析す る こ とに した い 。

　こ れ ま で，会 話分析 を用 い た授業研究 で は，

順番交替や行為連鎖 につ い て 目常会話 とは異 な

っ た秩序を持 っ て い る こ とが明らか に され て き

た （McHoul ，1978）。行為連鎖 は 〈教師に よ る開

始 （lnitiation ）〉一 〈生徒 によ る 応答 （Reply）〉
一

く教 師 に よる評価 （Evaluation ）〉 の 三 っ の 行

為類 型 を基 本 と し て い る。 〈教 師 に よ る 開始

（lnitiation ）〉 に 対 す る 〈生徒 に よ る応答

（Reply ）〉が適切 な応答になるま で や りと りが

拡張 され ， そ れ が出 て初め て 〈教師 に よる評価

（Evaluation ）〉が出現 し，一
つ の IRE連鎖は完

了す る と され る （Mehan ，1979）。教 師が ， 児童

の 不 十分 な応答 に対 して 否定的評価 を行 い
， 応

答 の 促 進 を し て 適切な応答 へ 導 い て い く過程 で ，

IRE 連鎖 が 拡張 され る。IRE連鎖 に焦 点を当 て た

近年 の 研 究に は 「質問一
誤答一

（評 価）」 とい う

連鎖構造 を持 っ タ イ プ M を提示 し，応答者 で あ

る生 徒 の 知識状態 に 合わせ て 与 え られ る 課題 の

難易度が操作 され て い る こ と を指摘 し た 大辻 の

研究 （2006）や社 会化 論が 自明視 し て き た 「知

っ て い る 」 とい う現象が成立する条件 を明 らか

に した森 （2011） の 研究が あ る。

　 こ の よ うに，教師は 工RE 連鎖 を 「知識 」 の 確

認や 「知識 」 の 探 索に利用 す る こ と が 明 らか に

され て きた。しか し，教師は IRE連鎖 を授業 に

お ける教授学習場 面 に の み利用 す る の だ ろ うか
。

授業場面 にお け る 児童 の 私語 や雑 談 に対処する

際，教師 は 児童 の どの よ うな発言 に 〈応答〉し，

授業 を進 行 させ て い る の だ ろ うか
。 本報告で は ，

授業場 面 で の 教師 の 雑談や児 童 の 不十分な 「応

答」 に 対す る 教師 の 〈応答／非応 答〉行為 に着

目する こ とで ，授 業秩序 が い か に 組織 され る の

か を明 らか に し て い く こ とに した い 。

2．調査の 概要

　本報告 で は ，首都圏 に あ る公 立 の X 小学校 6

年生 の 授業の 映像記録 （2012 年 6 月 28 日） を

用 い ，会話分析を行 っ た ，
X 小 学校は 1 ク ラ ス

30 人 前後で構成 され て お り，学校 全体で は 420

人近 くの 児童が在籍す る首都圏 で は 平均的な規

模 の 学校 で あ る。

　映像 を記録する 際は，ビデオ カ メ ラ を教室 の

前方 と後方 に 1台ず つ 置 き，教 師 と児童 の や り

とりを可視化で き る よ うに した。教室 前方 の ビ

デオ カ メ ラ は 固定 し，教室後方 の ビ デ オ カ メ ラ

は筆者が常に手に持 っ た 状態で 記録 し た。

3．分析

　対象の 学級 は 「問題行動 」 の 児童が複数在籍

す る 「元気 な ク ラ ス 」 と して 校長 先生 か ら紹介

された 。 対象 と し た授業は国語 の 「パ ン フ レ ソ

ト作 り」 の 初回 の 授業 で あ る。授 業 の 導入部分
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で教師が単元 の 説 明 を し ， そ の あ とに児童 が班

を作 っ て パ ン フ レ ッ ト作 りの 案 を出 し合 う展 開

に な っ て い る 。

　本報告で は ，児童 の雑談 に教師が参加す る こ

と に よ っ て授業に おけ る話者 が教師 によ っ て選

択され えな い状況
一

授 業秩序 の 動揺場 面
一

で の

教師と児童 の相互行 為に着 目す る。また，授業

秩序を回復 させ る ために ， 教 師が何 に積極 的な

「評価」 を与 え る の か ， そ こ に至 るま で の 教 師

と児童 の行為連鎖も含めて 検討す る。

　下記の 《事例 1》で は教師が児童 の 雑談 に参加

する場面 ， 《事例 2》で は授業後半 の ま とめ へ 向

か う場面 を取 り上 げる。

3．1．雑談へ の 参加／ 〈応答〉に よる秩序動揺

　授業場面 で は ，（教師に よる開始〉
一

〈生徒

に よ る応答〉
一

〈教師 に よる評価〉が基本的 な

行為類型 とされ る が ， 教師が児童 の 私語 に 〈応

答〉する 形 で ， 児童 の 「応 答 」 に 「評価」 を与

えず，授業の雰囲気 を和 らげて児童の 発言 を し

やす く し よ うとする ために雑談 をす る こ とが あ

る。授業中の雑談で は ， 教師が話者 を選択す る

こ と は な く，
一

見 日常会話 と変わ らな い 順番交

替がな され て い るよ うに見え る。しか し，授業

場面に お け る児 童 の 私語には教師が （応答〉す

る もの と （非応答〉 をす るも の が あり，日常会

話 とは 区別 され ると考えられ る。教師は児童 の

どの よ うな発言 に 〈応 答〉す るの だ ろ うか 。

　本報告 で 取 り上げ る 《事例 1》で は ，児童 が

開始 し た雑談に教師が参加す る場面 で あ る 。 教

師の 「問 い 」 に対す る 「応答」 で は な い に もか

かわ らず ， 教師に向 けられた児童 の 発言 に教師

が 〈応答〉 する こ と に よ っ て 雑談と し て の 会話

が構成 され て い く。それをき っ か け に 児童間 の

会話 が連鎖 し，教師の 「問い 」 か ら離れ た 会話

の 連鎖 が拡 張 され る。児童 が 日常会話 へ と 展開

させ る こ とで ，授業秩序が動揺する こ とにな

る 。 こ の ような場 面 に 教師は どの よ うな対応 を

し て い くの だろ うか 。

　教師は話者選択 を行 うこ とに よっ て ， 順番交

替 の 規則を取り戻 し，IRE 連鎖を構成す る必 要

性が生 じ る こ とに な る 。 そ こ で ， 話者選択 で は

教師は 「応答」 で き る者を話者 と して 選 択 し
，

IRE連鎖を構成する 。 そ こ で は 「応答」 の 正 誤

は 問われ な い
。

つ ま り，児童 の 私語 へ の 教師 の

参加 に よ る授業秩序 の 動揺か ら回復 させ るた め

に，教師は 「問い 」 に 「応答」 で き る話者 を選

択する の で あ る 。 そ の 際の IRE 連 鎖は 「知識 」

の 確認や 「知識」 の 探索を児童 に 求め るの で は

なく，授業秩序 の 回復が 狙 われ て い る と 考 え ら

れ る 。

3．・2．何を 「評価」す るの か／ 〈非応答〉の利用

　授業に おける会 話 の 連鎖 で は ， 児 童 が 不 十分

な 「応答」 を し た際 教師 が それ を適切 な 「応

答」 へ 導 くため に 連 鎖が 拡張 され る と論 じ られ

て きた 。 それ に従 えば ， 教師 に よ っ て 児童 の 不

十分な 「応答 」 には否定的な 「評価」が な され ，

それ を適切 な 「応答 」 へ 導くた め の 働き か けが

され る は ずで ある 。
しか し

， 《事例 2》で は ，教

師の 〈開始〉 に 対す る児童 の 「応答 」 に 〈非応

答〉を行 っ て お り，「応答 」 の 不在 と し て 可視化

され る こ と に な る。こ れ は
一

見 否 定的 「評価 」

と し て 捉 え る こ と が で き る が，他 の 児童 との や

りと り を経た あ と，授 業 の ま とめの 段 階 で 〈非

応 答〉 を し た児童 の 「応 答 」 を繰 り返 し，積極

的な 「評価」を 与 え る様子 が見 られた の で ある。

　つ ま り，授業場 面 の 行為連鎖 は 必ず し も，「応

答 」
一 「評価」 と し て 隣接す る もの で はな く，

教師の 〈非応答〉 は 否 定的 「評価」 を示すもの

で も ない
。 《事例 2》 に お ける児童の 「応答」 へ

の 〈非応答〉 は 「評価 」 の 保 留と して 捉え る こ

と が で き，「応 答 」 と 「評価」 は 隣接せ ずに 構成

され うる と考えられ る の で あ る。

（調査 の 概 要 と分析 の 詳細，参考文献は ，別途，

当 日配布 い た し ます。）
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