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　企画の 主旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野 　義章

　授業 に お け る教 師 の 顔 の 表情や身振 り手振 りの 大切 さ

に つ い て は ， 多 くの 授業実践 家と呼 ばれ る 人 た ち が ， 古

くか ら述 べ て き た 。 例えば ， 大正期 に書か れ た話 し方 の

手引き書で あ る 『実演お話集亅で は ， 話 の た め の 原稿 に

あ ら か じ め 身体動作 を書 き込 む 方法 を提案 して い る。し

か しなが ら ， 教育 心理学 の 領域 に お ける，特 に 授業の 過

程 の な か で の 非言語的行動 の 研究 は ， 社会心 理学や臨床

心 理 学な ど に く ら べ て 出遅 れ た 感 じがす る。

　研 究 が遅 れ た 原因 は，幾 つ か 考 え られ る。第 1 に ，授

業 で は他 の 社会的会話場面 に 比べ て 多 くの成員を含み ，

よ りダ イ ナ ミ ッ ク な相互作用が展開す る 。 第 2 に ， それ

を長時間に わ た っ て 流動画像 と し て 記録 ・再生す る装置

が 入手 で き な か っ た。非言語的行動 と い うキ
ー

ワ
ー ドが

教育現場 に 浸透 し て い な か っ た た め ， 具体的な研究手続

の 開発 が 遅れ た こ と が第 3 の原因で あ る 。 第 4 に ， 教育

の世界で は ，教育の 内容へ の 関心 は強い が ， プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン ス キ ル へ の関心 が い まい ち弱 い もの で あっ た こ と

が 挙 げられ る。

　十年 ほ ど前か ら，他の領域の研究の 手法 を参 考に しな

が ら， 少しず つ で は あ る が ， 教室 内の 非言語 的行動 に 関

す る デー
タが 集ま る よ う に な っ て き た。し か し，授業は

他 の 社 会的相互作用 と違 っ て ，

一
定 の知識内容 を決め ら

れ た 時間内に情報 と し て伝えなければな らない とい う目

的が あ り， 教師 と生徒 は い ろ い ろな面 で 対 等 で な く，ま

た 参 与者 の 数 が 極 め て 大 き い な ど の 特徴が あ る 。 し た

が っ て ， 他の領域で 開発 さ れ た手法を そ の ま ま真似 た り ，

データ の解釈 をそ の まま当 て はめ るの が，危険な場合 も

あ る。

　 こ うした時期 に ，研究委員会が 本 シ ン ポジ ウ ム を企 画

し た こ と は ，
こ れ ま で の研究を振 り返 り，

こ の 領域 の さ

ら な る研究の 発展を期待す る うえで 時期 に か な っ た もの

と い え る 。

授業に お け る 教師 と生徒 の 非言語的相互作用 に関し て ，

8 つ の 研究領域 を設定 す る こ とが 便利で あ る （F 【GURE 　l）。
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IitGUltE　1 教室 に お け る非言語的相互 作用 の研究モ デル

　本 シ ン ポジ ウ ム で は ， 有馬 が生徒 の 表 出す る非言語的

行動 を教師が読 み 取 る 問題 （a
’
），大 河原 〔非 会員，教 育 方法

掌 ｝が教 師 の 表出す る身体動作の 生徒に与 え る影響 （B
’
），

河野が教生 に よ っ て表出 され る非言語的行動の 読み取 り

（b
’
｝，小池が精神遅滞児 の 授業 に お ける B の 行動 に っ い

て 話題を提供した 。

　 こ れ らの 話題提供 に 対 して ．社会心理 学の 立場か ら大

坊郁夫氏 ， 授業研究 の 立場か ら丹羽洋子 氏 の コ メ ン トが

与え ら れ た 。

　子 どもの 非言語的行動に基づ く教師の 読み 取 り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有馬　道久

1．　 なぜ ， 非言語的行動 に 基 づ く読み取 りな の か

　児童 は ， 授業中 の 80％以 上 の 時間 を個別学習 や 教師の

話 を聞 くこ と に費や し て い る と い う （Galton　et 　al．，　1980）。

そ の た め ， 児童の非言語的行動を手が か り と し た 読 み 取

りの 必要 な場面 も多 くな る。形成的評価 の
一部 を担う読

み 取 り は
， 引 き続 き，子 ど も に 対 し て は個別 の 即 時的

フ ィ
ー ドバ ッ ク と し て ， 教師自身 に とっ て は教授行動 の

展開や 修正 に 関わ る意思決定の 手 が か P と し て 機能す る

点か ら考 え て も必 要性は高 い 。 しか も， 非言語的行動 に

は
， 授業 を 中断 せ ず に ，短 時間に多数 の 児童 に つ い て 読
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み 取 りが で き る と い う特徴が あ る 。

　 しか し， 授業の 中で の 非言語的行動に基づ く読み取 り

の 検討 は ほ と ん ど行わ れ て い な い
。 そ の 理 由の 1つ とし

て非言語的行動 の 曖昧 さ をあげ る こ とが で き る。表出の

瞹昧 さ に は
，   同

一
行動が複数の 内的状態を表わす多義

性，  同一の 内的状態が複数 の 行動 に よっ て表出さ れ る

多様性 ，   表出の 仕 方の 個 人差 ，   場面 の特性や 文脈 に

よっ て表出の仕方が変化する場面規定性，そして ，  表

出 の 無意識性な どが あろ う。

一
方，読 み 取 り手が か りの

曖昧さ は，読 み 取 りの開始 は意図的で あ る に せ よ，過程

は無意識的で 自動化 され て い る部分が多 い こ とに あ る 。

そ の た め，具体的な手が か り行動 は教師 自身 も言語化 し

に くく， 読み取 りの 正 確さ に確信 の もて ない
一

因 とな っ

て い る と考えられ る。

　 従来 は，読み取 りの 正 確 さを主眼 に検討 さ れ て き た

　（jecker　et　al、，1954 ；Allen ＆ Atkinson，1978；河 野，1983）。

しか し ， 非言語的行動の特徴を生か しなが ら，読 み取 り

の 過程 と機能 を明確 に す る ため に は ， 読み 取 り の 正 確 さ

の 規定因 と なる児童 の 表出行動 と教 師 の手が か り行動の

検討が必 要で あろ う。そ れ が非言語的行動 の 曖昧さ の 解

消 に もつ な が る と考 え ら れ る 。

2． 理解度 の 読 み 取 りに 関す る検討の試み

　 算数 の 授業 に お ける課題解決場面で の 理解度の読み 取

りの 正確 さ に加 え，児童 の 非言語的表出行動 や 教師の 用

い る手 が か り行動に つ い て検討 し た 侑 馬 ， 教 心 1992〜94）。

読み取 りに は ， 1 つ の 課 題場面に お け る多数 の 児童の 理

解度を読み取 る相対評価 的 な観点 と ，

一一
人 の 児童の複数

場面 に わ た る理 解度を み る個人内評 価的な観 点 の 2 つ が

あるだ ろ う。
こ こ で は ， 表出の仕方の個人差 を考慮 して

後者の 観点 か ら検 討 した。また ， 指標 と し て相関係数 を

用 い 韋の は ， 表出と 手 が か りとい う無意識的な過程を推

定 で き る と考 えたか らで ある。

　 児童
一

人あた り約10の 課題場面 に お け る 自己評定理解

度 と，ビデオ再 生画豫 の 観察 に よ る教師の 推測値 と の 相

関係数を求め ， 正 確さ と した 。 5年生 113名 よ り得ら れ た

正確 さを児童 の性別や学力別 に ま と め た結果，男子 よ り

女子 に つ い て
， また ， 高学力児よ り中学力児 に つ い て 読

み取 りが 正 確な傾向に あ る こ とがわ か っ た 。

　各場面で の視線の 向き ， 筆記，消 しゴ ム の使用 ， 自己

接触 ， 他児 との 相互作用 と い っ た 非言語的行動 の 生起 時

間 や頻度を 計測 し た。そ して
， 各児童 の 理解度の 変化 は

こ れ らの行動に ど の程度反映 ・表出 され るの か に つ い て，

各行動 と児童 の 理解度 と の相関係数を求め表出度 とした 。

また，理解度推 測 に あた っ て こ れ らの 行動は ど の 程度手

が か り と さ れ て い る の か に つ い て
， 各行動 と教師の 理解

度推測 値と の相関係数を求め 手 が か り度 とした。表 出度

お よ び手が か り度の 絶対値 ．3以上 を基準に表出行動や

手 が か り行動 と判定 し た結果 ，   各行 動は 児童113名 の

35〜55％に お い て 理解度の 変化 を表出す る行動で あ っ た。

  各 行動 は 児童 の 30〜5〔1％ に お い て 理解度推測の手が か

り行 動 と な っ て い た 。 し か し，  表出行 動 と手が か り行

動が 一
致す る の は上記の 児童の 約 半数 で あ っ た 。   「机

上 へ の 視線」，「消 しゴ ム の使用」，そ し て，高・低学力児

童 に お け る「筆記」は ， 表出行動か つ 手が か り行 動 に な っ

た場合， それぞれ単独 で 読 み取 り の 正確 さ を強 く規定 し

た。  表 出行動 と手 が か り行動 の
一

致 を多 くもつ 児童ほ

ど，よウ正確な読み取 りが行われ て い た。ただ し，

一
致

す る行動 が まっ た くな い 児童 （27％）で も，表 出行動 ， 手

が か り行動 は それ ぞれ複数認 め られ た 。 両行動 の 完全 な

ず れ が 不 正 確な 読 み 取 りを導 い た と考え られ る 。

3． 今後 の 課題

　  課題解決 や説明な ど の場面 に よ る違 い ，非言語的行

動に表出さ れ る理解度 の と らえ方の違い ，児童や教師の

特性 に よ る違 い な ど 読 み 取 りに 影響す る諸要因 の検討，

  読み取 りと児童 へ の フ ィ
ードバ ッ クや教師 の 意思決定

と の 関連 性 の 検討 ， そ して ，   非言語的行動 に対す る教

師や教師志望 の 学生 の 感受性 を高め た り，読み 取 りの 精

度 を高 め る た め の 具体 的方法 の 検討が必要で あろ う 。

　教師 の 身体動作が児童 ・生徒に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大河原　清

　第 37回 の研究委員会企 画 シ ン ポ ジ ウ ム II 「教室の非言

語的行動」に お い て ， 発表する貴重 な機会 を得 る こ と が

で き ま し た。お 世話 い た だ き ま し た委員長 ・先 生方 ， 並

び に事務局の み な さ ま に 心か ら感謝 を申し上 げ ま す。以

下 は ， 発表論文集や 当日 の 口 頭発表 と そ の時の配付資料

に お い て 不十分 だ っ た点に焦点を絞 り，口 頭発表後の追

加意見 と して 現在考え て い る こ と を述べ さ せ て頂 きます 。

それ は ， 非言語的メ ッ セ ージ を考慮 した ， 不登校 の 引 き

金 と な る 教 師の 強 制力 の あ る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ・パ

ター
ン を研究 す る こ との 必要性 に つ い て で す。

　今 日 ， そ し て 私 が 研 究 を は じめ た頃もそ うな の で す が，

非言語的行動が 注目 さ れ る 1 つ の 理 由 に
，

い じめ の 問題

が あ ります。そ こ で は ， 言葉で は表現 さ れ て は い な い が ，

非言語的行動 が 言葉以上 に強 い 影響力 を及ぼ し て い るの

で は な い か と い う こ と が 想定 さ れ て い ま す 。 も う 工つ は

不登校 に か か わ り ， と りわ け生徒 と教師 との 間 に お い て ，

何 ら か の 強制力が，言葉 よ り も む し ろ非言語的行動 で 示

さ れ て い る の で は な い か と想定 され て い ま す 。

　目下 は ，
こ う し た実際的問題 を正面 か ら取 り上 げ る時

期 だ と， 私 は 痛感 して い ま す 。 実際 の 教室場面 で研究を

進 め る場合， こ れ が 非言語的行動 で あ り ， こ れ が 言語的
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