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1　 は じめ に

　 「A さん ：明 日何時 ？」 「B さん ： え一と確か 6 時じ ゃ 」 「A さん ：そ っ か ， じ ゃ また い つ もの と

こ で 」 「B ：オ ッ ケ 」．．．．これ は A さん と B さんが交 互 に発話を交わし て い るとい う， 何と い うこ

ともない 日常の 会話風景で あ る ．A さんが話し ，次に B さんが話 し ， また A さん が 話 し
， とい っ

た よ うに 話 し手が 交替して い る．会話だか ら当 り前 とい えば当り前で ある．し か し ，少 し考え て

み ると こ れ は とて も不思議な こ とで あ る ．とい うの も，い つ 誰が ど うい っ た順 番で発 話するの か

とい うこ とが あ らか じめ規定 され て い るわけ で もな く ， また 無線の や り取 りの よ うに 「は い ，次

ど うぞ 」 とい う明確な合図が話し手か らあるわけで はない の に ，絶妙の タイ ミン グで話 し手が入

れ 替わ るか らだ ．我 々 はど の よ うに し て こ の よ うな円滑な話者の 交替を実現し て い る の だ ろ うか ．

　 こ の 話者交替の 問題を ， 人間の 処理 モ デ ル と し て 探究 した研究 としては ， Duncan ，
　Jr．　 and

Fiske （1977）に 代 表 され る シ グナ ル モ デル しか ない の が現状で あ る ．こ れ は ，会話参加 者 の 間 で

の 話者交替の 状態に関する シ グナル の や りとりに よ っ て ， 話者交替の成立を説明す るも の で あ り，
一

種の コ
ー

ド モ デル と考え る こ とが で きる．しか し ，
コ
ー

ドモ デ ル に は コ
ード体系の 獲得やそ の

共有な ど さまざまな点で問題 の あ る こ とが指摘され て い る （Sperber　＆　Wilson
，
1986；谷

，
1997；

伊藤 ・小嶋 ，
1999）。そ こ で 本研 究 で は ，

コ
ー

ドモ デル とは 異なる立場か ら，話者交替現象を産み

出す人間 の 発話行 動を説明す るモ デ ル ，「自律モ デル 」 を提案する ．

2　 自律モ デル

2．1　 自律モ デ ル の 基本的立場

　自律 モ デ ル で は
， 交替や 非交替と い っ た 話者の 円滑な移行 ， さ らに同時開始や沈黙とい っ た非

円滑な移行を ， 話し手 ， 聞 き手 の 発話 ， 非発話 とい う発話行動に 還 元す るこ とで 統
一的に とら え

る （図 1）
3 ．本 モ デル は ，こ の 話し 手 ， 聞き手 の 発話行 動を以下 の よ うに考え るこ とで 話者交替

現象を説明するもの で あ る．

　 ・ 話 し手 と聞き手 は ，話し 手 の 発話をそ の
一

部に 含む認知環境を共有し ， 聞き手はそ の 相互

　　 認知環境に も とつ い て 自分 自身の 発 話行動を選択する ．

　 ・ 聞き手は ，話 し 手 の 発話行動を復元 （解読）する必要はな い ，

　こ こ で 「認知環境 」 とは ， あ る時点で ある個人に とっ て 顕在的な事実の 集合体 で あ り ， ま た 「相

互 認知環境」 とは ，個 々 の 認知環境の うち ， 物理的環境を共有し 同様の 認知能力を有する 2人 の

人間に と っ て ともに顕在的 で ある部分 の こ と で ある （Sperber　＆　Wilson
，
　1986）．

　 1
本研 究は 千葉 大学 文学 部の 伝康 晴氏 と の 共 同研 究に 基づ く もの で あ る 〔小磯 ・伝，2000）．

　
2
正ンmaiL 　koiso◎kQkken．go．jp

　3
話 者 の 交替 とは話 し手 が 発 話 をや め 聞 き手 が 発 話 を 開 始す る 際 に 生 じ る 現象．非交替 とは話 し 手が 発話 を継続し

聞 き手が 発 話を開 始 しな い 際に生 じる現象，同時開始，沈黙とは ，それ ぞれ 話 し手 ， 聞 き孚が ともに 発 話をす る，あ る

い は と もに 発 話 を し な い 際 に 生 じ る 現象．
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図 1： 移行型と会話参加者の 発話行動との 関係

　 コ ードモ デ ル で は話し手 と聞き手が話 し手か らの 話者交替の シ グ ナ ル を共有する と考え るの に

対 し ，自律モ デル で は む し ろ ，話し 手 の 発話をそ の
一

部に含む 「認知環境 」 を共有す るも の と考

え る ．話 し手 と聞き手 は空間的に同じ 場を共有し そ の 中 で行動す る 限 り
，

互 い の 行 動 は 相互 に 顕

在的 となるが ，なか で も話 し手の発話の あ る側面が話者交替 の 成立に重要な役割を 果た して い る

とい うこ とを以下で論ず る．また ，
コ
ー

ドモ デ ル で は ，
シ グナ ル を媒介に 共 通 の コ

ード体系を利

用する こ とで 話し手 の 発話順番の 状態に 関する情報を両者が 共有すると考えるの に 対 し ， 自律モ

デル で は ， 聞き手 に よ る 話 し 手 の 発話行動の 解読を必要 としな い とい うこ とに っ い て も論ず る．

2．2　 話 し手 ，聞き手の 発話行動

　歩行者が信号の な い 車道を渡ると い う状況 を考えてみ よ う．ある場合に は 車の 方か ら渡るよ う

に合図 して くれ るか も しれ な い が ，必 ずし もそ うとは 限らな い ．そ こ で 歩行者は車の 流れ をみ な

が らタ イ ミン グ をつ か ん で 横切ろ うとす る．切れ 目な く車が通 っ て い る場合には割 り込み づ らい

が ， 流れ が切れれ ば楽に渡 る こ とが で きる．車の 流れに少 し の 途切れ が で きた よ うな場合に は ，

先を急 い で る人は何とか 隙間をぬ っ て渡る か もしれ な い し ， とくに急い で ない 人 は待 っ て い る か

もしれ な い ．こ の よ うに ，
「道を渡 っ て い い よ」 とい う車か らの メ ッ セ ージがな くて も，歩行 者は

車 の 流れ を観察しなが ら適宜状況 にあっ た行動をとる こ とで 道路を渡る こ とが きる．

　通 りを渡ろ うとし て い る歩行者を会話 の 聞 き手 ，車を話し手 ， そし て 車の 流れ を話し手 の発話

と 置 きか えて み よ う．こ の例か ら類推 され るよ うに ， 話者交替にお い て 話し 手 は ，必ずし も自身

の 発話順番に 関す る状態 を聞き手 に対 し て伝達する必要は な く ， 発話を続けた い 時に続 けや めた

い 時に やめ る と考え る こ とも で き る ．また ，
「車が 停止 する時に は ス ピ F 一ドが落ち る 」 とい っ た ，

あ る種 の 傾 向が 車 の 行動にみ られ るの と同様に ， 話し 手が発話をや め る時には話 し手 の 発 話行動

に 何 らか の 傾向がみ られ るもの と考え られ る．そ の 1 つ と し て 文の 切れ 目が あ る ．話 し手は必ず

しも文 の 完結 と同時に発 話を停止 するわけで は ない が ，少な くとも文 の 途 中で 発話 を停止 す る よ

りも文を完結 させ て か ら発話を停止す る こ との 方が多 い だろ う，一
方聞き手は ，こ うい っ た話し

手の 発話にあ らわれ る内容的な切れ 目の 度合に 応じ て 発話を開始 し た り抑 制した りすると考えら

れ る．車の例か ら類推 され る よ うに ，内容 的な切れ 目が 強 い 程発話を開始しやす くなるの で は な

い だ ろ うか ．

　こ こ で ， 話し手と聞き手が同 じ場 を共有しか つ 聞 き手が 話 し 手 の 発話に 注 目し て い る 限 りに お

い て 話し手 の 行動が両者に とっ て相互に 顕在的 とな っ て い る こ とに注意 した い ．以上 に 述べ た話

し手 ， 聞き手の 発話行動は ， それ ゆえ次 の よ うに言 い 換えるこ とが で きる （図 2）．（1）話 し手 の 継

続 ， 停止 と い っ た 発話行動が ，そ の 発話の 属性 で あ る意味的 な切れ 目の 度合に反 映され ， それが

話 し 手 ，聞き手 に相互に顕在化し相互 認知環境の
一部と なる．（2）聞き手 は ，相互 に 顕在化 した

話 し手 の 発話にみ られ る意味的な切れ 目の 度合に 応 じ て発話を開始 ， 抑制す る とい う行動を とる．

2．3　 話者移行の 予測

　こ れ に も とつ い て ，話 し 手 の 発話行 動 の 関数 （以下発話関数）を，発話行動 zs を独 立変数に と

り ， 発話 の 文 法的切れ 目の 度合を従属変ta　x に と る関数 fsと ， また 聞き手 の 発話 関数を，話し 手

の 発話 の 意味的な切れ 目の 度合を独立変数 x に と り ，聞き手の 発話 行動を従属変ta　Zh に とる関
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図 2； 自律モ デ ル

ta　fhと定義する ．

　　　　　　　　　　　　　 x 　＝ 　fs（Zs ）・　　 2h 　＝ 　fh　（x ）　　　　　　　　　　　（1）

　とこ ろで ， 話 し手 の発話関数は 聞き手 と同様に文法的切れ 目の 度合を独立変数に とる関数 と し

て ， Zs ＝ ／♂
1
＠）の よ うに 変形 す る こ と が で きる．そ こ で これ 以降 ， と くに 断 りが ない限 りこ れ

を話 し手 の 発話関数 と呼ぶ ．

　こ こ で ，話 し 手 ，聞き手 の 発 話関数 ア♂
1
（x ）， fh（x ）をそれぞれ 話 し手 ， 聞 き手が発話を継続な

い し開始す る確率と考える （0 ≦ ／♂
1
（x ），fh　（x ）≦ L 値は実数）．交替 ，非交替 ，同時開始 ， 沈

黙を図 1 の よ うな話 し手 ，聞き手の 発話行動 の 組 合せ ととると ， た とえば 交替は ， 話し手が発

話 を停止 し 聞き手 が 発話 を開始 する状態と い うこ とにな る ．こ こ で ，話 し 手 が 発 話 を停 止する

確率は 1一
だ

1
＠）， 聞 き手が発話を開 始す る確率は fh（x ）で あ る こ とか ら ， 交替の 出現確奉は

（1 − ！♂
1
＠））fh（X ）の よ うに 表 現で きる．非交替や 同時開始 ， 沈黙に 関しても同様 で あ る．

　　　隷 ＠）：跣謙1鯉 ’

熱慧守留 ざllll易魁 ＠））
（・・

次節で は ， 実際の 対話デー
タにおけ る移行 の 出現傾向と

， 自律 モ デ ル か ら予測 され る出現傾 向 と

の 比較を 通 し て
， 本 モ デ ル の 妥当性 を検討する．とくに本 モ デ ル は ， い わゆる非円滑な移行 を円

滑 な移行 と同 じ メ カ ニ ズ ム で 生 じると考える点 で 独 自性を有する 。た とえば コ ードモ デル で は ，

あ く ま で も円滑な移行 が 説 明の 対象で あり，非円滑な移行は モ デ ル か らの 逸脱と位置付け られ る．

そ の た め ， 自律モ デ ル で 非円滑な移 行がど の 程度予 測で き るか が 一
つ の 着 目点 とな る ．

3　 方法

【分析資料】　千葉大学地 図課題対話 コ
ーパ ス （堀内他

，
1999）よ り，異な る 16 入 の 話者に よ る 8

つ の 対話 （各対話 5分ず つ 計 40分）を分析に利用し た ．ただ し ， 同時開始型 ， 沈黙型 発話は 出現

頻度が少 な い ため ， 上記 8 対話に加え，同 コ
ーパ ス よ り同じ話者に よ る対 話を話者 ご とに 3 対話

ず つ さ らに 選 択し
， そ こ に 出現し た 同時開始型，沈黙型発話 も利 用 した ．

【話者移行型 】　 分析の 基本単位と し て ，100ms よ り長 い 無音に よ っ て 区切 られ た
一

連 の 音声 区

間 で あ る間休止単位 （lnter−Pausal　Unit，　IPU ）を利用す る （Koiso，
　Horiuchi

，
［Filt，iya

，
　Ichikawa

，

＆　Den
，
1998）．隣…接す る 2 つ あ るい は 3 つ の IPU を対象に ， 各 IPU の 話者とそれ らの 時間的 関

係 か ら話者の 移行型 を以下の よ うに定義 した ．

　交替型 隣接する 2 つ の IPU が 異な る話者 で あ り ， か つ それ らが 時間的に重複 し て い な い場合 ．

　 非交替型 隣接する 2 つ の IPU が 同 じ 話者 の 揚合 ．

　同時開始型 開始時刻が ほ ぼ 同 じ （200ms以 内 の 差）で あ る 2 つ の IPU が 後続す る場合 ．

　沈黙型 隣接する 2 つ ある い は 3 つ の IPU の 間の 時間が 1700msよ り大 き い場合
4 ．

　
4

沈黙 とは ある 話者が 発 話を 終 了 した 後に 誰も発話 を開始 しな い 状 態，つ ま りい ずれ の 話者 も発 話 をせず に
“

間が あ
い た

”

と感 じられ る状態 の こ とで あ る ．本稿で は 「通 常の 交替，非交替 時の 移 行 に 要す る 時間 よ りも十 分 に長 い もの 」

と と らえ る、170ems とい う値 は 本デー
タの 移 行 時間の 分布 か ら経験 的に 求めた．
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表 1： 各素性値の 文末 らし さか ら見た分類

糶 。　　 iX
パ ワ

ー
形状　　　　 下 降

最大パ ワ
ー　 　 　 　 　 低

継続長　　　　　　　 短

品詞 　　　　　 感動詞，終助詞

　　　 　　 連 用 ・終 止 ・命令形

　 　 　 中

　 名言司，　格助言司

接続 助詞，間投助詞

　 、　　　　　　　　N　　　’　　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 高

　　　 平坦 ，遅下 降

　 　 　 　 　 高

　　　　　 長
連体詞，副詞，接続詞，フ ィ ラ

ー

連用形 音便 ， 未 然 ・連体 ・仮定形

L

　 0．

駐…

藻…

　 O．

　O・

　　　　　　 　　　 文 末度

図 3： 話し 手 （◇），聞き手 （＋）の 発話 関数

【素性値】　 分析に は ， 文末 ， あ るい は非文末を特徴付け る と考え られ る 6 つ の 素性，（ユ）IPU 末

1モ
ー

ラ の 基本周 波数 （FO）曲線の 形状，（2）IPU 末 1モ
ー

ラ の 最大 FO ， （3）IPU 末 1音素の パ

ワ
ー曲線の 形 状 ，（4）工PU 末 1音素 の 最大 パ ワ ー （5）IPU 末 1音素の 継続長 ， （6）IPU 末 1単

語の 品詞
5

を用 い た．そ して ， 郡 （1996）や Pierrehumbert　and 　Hirschberg（1990）， メイナ
ー

ド

（1993）， Fox，
　Hayashi

，
　and 　Jasperson （1996）等の 研 究に 基 づ き ，各韻律素性値 を表 1 の よ うに

文末型 ， 非文末型 ， 曖昧型に分類 し た ．

4　 自律モ デ ル に もとつ く話者移行 型の 出現分布の 予測

4．1　 移行型 の 分布予測

　まず 話 し手 ，聞き手 の 発話関数 ！♂
1
＠）， fh（x ）を算 出する ．話し 手 ， 聞き手 の 発話，非発話と

い う観点か ら図 1 をなが め て み よ う．すると ， 非交替や 同時開始は話し手が発話を して い る状況

に
， 沈黙や交替は 話 し 手が発話 を して い な い 状況に 対応す る こ とがわか る．また同時開始や交替

は 聞き手が発話 して い る状況に ，非交替や沈黙は 聞き手が 発話 をして い ない 状況に生 じる現象で

あ る．こ の こ と か ら，あ る 文末度 Xi で の 話 し手 の 発話継続 の 確率 だ
1
（Xi）とは ， そ の 文末度 Xi

に お け る全移 行 の 出現頻度の うち非交替 と同時開始が 占め る割 合で あ る と言え る ，また 聞き手 の

発 話開始の 確率fh（Xi）は ， 全移行で 同時開始 と交替が 占める割合で あ る．そ こ で こ の 方法で 求め

た だ
1
＠の， fh（＝i）の プ ロ ッ ト値か ら発話関数 ∫ポ

1
＠），　fh（X ）を求め る ．ノ」

1
（Xi ）， ム幅 ）の 各点

をプ ロ ッ トし た もの を図 3 に示す．

　文末度 と交替出現率 と の 間 の 回帰直線 か ら ， 交替出現 率が 0．5 となる，っ ま り交替と非交替と

の 出現が 同数に な る の は ， 文末度 x ＝0．5 よ りも右に ずれ x ＝O．63 付近 とな る．そ こ で ノ『
1
＠）

と fh（m ）が x 　・＝　O．6 で 交 わ ると し て ，x ＝ O．6 を境に 前後 2 本の 直線で最小 自乗法に よ りプ ロ ッ ト

値を近似する こ とで ， 発話 関数 ∫ガ
1
＠）， fh（x ）を求めた ．話し手 ， 聞き手 の 発 話関数 （回 帰直線）

を図 3 の 実線に示す．

　次に ， 2 節に示 した 4 っ の 移行型 の 出現を予測する式 （2）に 上記の 話し 手 ， 聞き手 の 発話 関数

　5
動 詞，形容詞 ，助動 詞 をま とめて 用 言 と した．また係 助詞 や 副助詞 は 格助詞 に 含めた ．い わ ゆる 感 動 詞 と 呼ば れ

る範疇 の な か で も，「え っ と」 や 「あの 一1 の よ うな言 い 淀 みの 際 に 生 じ る 語 彙は ，「は い 」 や 「え え 」 など の 応 答に 利

用 され る語 彙とは 異な る性 質 を有す るた め，感動 詞 とは別 にフ ィラ
ーとい う範疇 を設 けそ こ に 分類 した ．
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o．
e・

　（1a）交替 〈確率 ＞
12

（1b）交替 く頻度 〉

0．
0．
o．
0・

（2a）非交替 〈確率 ＞
12

0．
0．
o，
0・

（3a＞同時開始 〈確率 〉

（2b）非交替 （頻度 〉　 （3b）同時開始 〈頻度 〉

図 4： 移行型 ご との 実測値 （◇）と予測値 （＋）

o．
0・

　（4a）沈黙 （確率 〉
OQOOO54321

．O　D．2　0，4　0．6 　0．8 　1．0

（4b）沈黙 （頻度 〉

表 2： 実デー
タ ， （補正 ）予 測デー

タに おけ る非文末群，曖昧群 ，文末群ご と の 各移行型 の 出現頻 度

　　　 実デー
タ　　　　　　　　　 予測データ

交替　非交 　同開　沈黙　　交替　非交 　同 開　沈黙

補正予測デー
タ

非文末群　　25　 209　　42　　31
曖昧群　　 104　 214　　60　　91
文末群　　 237　　77　　60　　44

交替　非交　同開　沈黙
10　　219　　　37　　　41
87　　154　　　87　　141
191　　　46　　　99　　　83

20　 234　　 27
118　　200　　　63
215　　 80　　 72

ρ

OQO228

匚

」

合計 366　　500　　　162　　　166 288　　419　　223　　265 353　　514　　162　　166

を代入 する こ とで ，文末度 x にお け る各移行型 の 出現確率を 求めた ．図 4 の （la）〜（4a）に出現

確率の 予測値 （太線）お よび 実デー
タか ら算出し た出現確率の 実測値 （細線）を示 す．出 現確 率 の

実測値は ， 各 文末度に おけ る全移 行型 の 出現頻度に対し て 当該の移行型が 占め る割合に よ っ て求
めた ．また図 4 の （1b）

〜
（4b）には ， 各移行型 の 出現頻度の 予測値 （太線）お よび 実測値 （細線）を

プ ロ ッ トした もの を示 す．出現頻度 の 予測値は ，当該の 移行型 の 関数か ら各文末度で の 出現確率

を も と め
， そ の 文末度におけ る全移行 型 の 出現頻度と掛けあわせ るこ とで 算出し た ．

4．2　予測分布 と実デ ータの 分布 との比 較

　図 4 （1a）〜（4a）に示 した出 現確率の 予測値の 分布か ら ， （1）交替 （非交替）の 出 現確 率 は 文 末

度が高くなる程高く （低 く）な る
， （2）同時開始は 全 体的に文末度が 高 くな るに っ れ出現確率も多

少 高くな る，（3）沈黙の 出現確率は 文末度が O．O と 1．0付近 で は 小 さく 0．5付近 で 高くな る ，とい

う傾向が 読み とれ るが ，これ らは い ずれ も実測値の分布 とか なり類似して い る．また図 4 〔1b）〜

（4b）に示 した出現頻度 の 予測値 と実測値との 間の 相関を調 べ た と こ ろ ，いずれ の 移 行型に 関し て

も高 い 相関がみ られ た （交替 ： T ＝ ．97
，
t（11）＝ 14．39

， p ＜ ．01；非交替 ： r ＝ ．91
，
　t（11）＝ 7．38

，

p く ．01；同時開始： r ＝．67
，
t（11）； 3．00，　p ＜ ．05；沈黙： r ＝．86

，
　t（11）＝ 5．48，

　p 〈 ．Ol）．こ の

結果は ，自律 モ デ ル に もとつ く予測が実デー
タの 出現分布 の 全体的傾向をかな り 正確に と らえ て

い るこ とを 示 す もの で あ る．

　しか し そ の
一方で ， 同時開始や沈黙とい っ た非 円滑な移行 は ，予測値よ り実測値 の 方が若干少

な目に ，反対に交替や非交替は多 目にな っ て い る ．こ の 傾向を よ り詳細 に 検討するた めに ， 文末

度 x に 応 じ てデー
タを ， （1）非文末群 ： 0．0 ≦ x 〈 0．33

， （2）曖昧群 ： 0．33 ≦ x ≦ 0．67， （3）文末

群 ： 0．67 〈 x ≦ 1．0 の 3 群にわけ ， 出現頻度の 実測値お よび 予測値を比較し た （表 2）．こ の 表

か ら ， た し か に 実デー
タで は非円滑な移行は少 な目に ， 円滑な移行は 多 目に なっ て い る こ とが わ

か る．こ れ は ， 同時 開始や沈黙とい っ た非 円滑な移行は 社会的に好 まれ な い ため ， 生 じ そ うに な

る とそ れ を回避す る行動が とられる こ とに関係す るもの と考え られ る．
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　同時開始に つ い て考え て み よ う．円滑な移行時の IPU 間の ポ
ーズ はば らっ きが 大き い ため （平

均 ： 464．9ms
， 標準偏差 ： 364．4ms）， 同時開始の よ うに両話者が発話を開始す る場合，潜在的な発

話 開始の タイ ミン グが双方で大きくずれ るこ とも少なくな い ．こ うい っ た 場合 ， 先に相 手が 発話

を 開始し た の をみ て ，も う
一

方 の 人 はた とえ 自分の 発話 行動 を 「発 話」 と決め て い た 場合で も，

重複を避 け るために発話 を抑制 するか もしれ な い ．こ の た め ，実際に 出現す る同時開始は潜在的

に 出現し うる同時開始よ りも少な い こ とが 予想 され る．沈黙に 関して も同様である．発話開始の

タイ ミ ン グ の ピ ークは 200ms付近 とかな り早 く ， ま た 652ms以内に 全体の 4 分の 3が含まれ る ．

そ の ため ， 本研究で沈黙の 閾値 とした 1700msよ りもず っ と早 い 段 階で 発話の 不在が 認知で き ，

た とえ自分の 発話行動を 「非発話」 と決めた場合で も ， 沈黙を避け るた め に 発話する こ とが 可能

とな るの で ある．こ の よ うに ， 同時開始や沈黙の
一

部が回避 された結果 ， 実際には予測 した値よ

り も少 な い頻度で し か 出現せ ず ， そ の 分円滑な移行が よ り多く出現すると考え るこ とが で きる ．

　そ こ で ， こ うい っ た回避行動が各群で同確率で生じ ，そ の 結果 ， 予測し た同時開始 ， 沈黙の 総数で

ある 223
，
265 が実測値 の 162

，
166 に そ れぞれ 減少 し た ， とい う仮定の もとで ，1621223

，
1661265

をそれぞれ 同時 開始 ， 沈黙の 実現率 ← 1一回避行動 の 出現率）と し ，これを同時開始，沈黙の 各

群 の 値に掛ける こ とで 予測値の 補正 を行 っ た ．また こ の よ うに回避 され た分が ， 予測比率で ある

288 ：419 の害1亅合で 交替，非交替に移動し た と仮定し ， 回避 され た同時開始 ， 沈黙の 分 を各群ご と

に 交替 ， 非交替にふ りわけ る こ とで ， 円滑な移行の 予測値 の 補正を行 っ た ．結果を表 2 の 補正予

測デー
タの 覧に示す ．

　表 2 の 実測値と補正予測値を比較すると ， 分布 の 傾向がか な り類似 し て い る こ とが わか る．そ

こ で 両者の 分布が等 しい こ とを確認す るた めに ，デー
タ群 （実データと補正予測デー

タ）， 移行型

（4 つ の 型 ），文末度 （3 つ の 群）の 3 要因を対象とした対数線型モ デル 分析を行 っ た ．分析の 結果

は
，
2 次 の 交 互 作用 が な い こ と ， 1次 の 交 互 作 用 と し て 文末度 X 移行型 の み有意で あ る こ とを示す

もの で あ り ， こ の 分布 を説 明す る最適なモ デル が 文末度 X 移行型 の 1 次の 交互作用 の み を含めた

モ デル で あ る こ とがわか る （適合度検定： 規 ； 10．06
， p ＝．61）．こ の こ とか ら，文末度と移行型

の 間の相関がデー
タ群 の各水 準にお い て等しい こ と，つ ま り実データ と補正予測デ

ー
タとで 文末

度 × 移行型の 分布が ほ ぼ 等し い こ とが 指摘で きる．

5　 議論

非円滑な移行 は 逸脱か　 コ ードモ デ ル はあ くま で も円滑な移行を 説明する もの で あ り ， 非 円滑な

移行は符号化 ，復号化エ ラ
ーに よ っ て 生 じる逸脱的現象 と位置付 け るしか な い ．し か し これ らは

本当に 「逸脱 」 な の だ ろ うか ．

　自律モ デル では ， 文末度を変数 とする話し手 ， 聞き手の 発話関数か ら ， 円滑な移行の 出現傾向

と同時に 非円滑な移行をも説明可能で ある こ とを示した ．こ の こ とは ， 同時開始や沈黙 とい っ た

現象が あ る
一定の 規則性を持 っ て 出現する こ と ， そし て それ らが 円滑な移行 と同 じ メ カ ニ ズ ム で

生 じ て い るこ とを意味す る．こ うい っ た こ とか らする と ， 非円滑な移行は 逸脱など によ り偶発的

に生 じ るの ではな く ， む しろ通常の 発話行動の 中か ら自然に 生 じる現象 と位置付け る方が 妥 当な

の で は な い だ ろ うか ．円滑な移 行 と同様に ，非円滑な移行 もご く普通に会話を して い る中で 生 じ

るあ りふ れ た 現象な の で あ っ て
， 何か 特別な事態 で 生 じ る現象で はない とい うこ とで ある．

　ただ し ，これ は発話 の 重複や沈黙の 出現が 会話の 進行上何ら問題 とは な らな い とい うこ とを意

味す るもの で は ない ．Sacks
，
　Schegloff

，
　and 　Jefferson（1974）も指摘する よ うに ，発話の 重複が

生 じた時 ， 重複したまま両者が発話を続け るとい うこ とは あま りなく ， すぐに どち らか が 発話 を

停止 する こ とに よ っ て トラブ ル が修復され る．また前節の 分析で みた よ うに，同時開始と沈黙は

いずれ も予測よ りも少な 目に しか出現 しな い が ，これ は ， 実際に 非円滑な移行が 「生 じて か ら 」だ

け で は なく，「生 じ そ うに な っ た 」 段階で すで にそれ を避 け る行動が とられ たため と考え られ る．
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　こ の よ うに ， 重複や沈黙が生 じ た （生 じ そ うに な っ た）時 に ，そ れ をあた か も取り除くよ うな行

動が生 じるこ とか ら ， 確かに こ うい っ た 現象は会話進行 上 の fトラブル 」 で あ り ， 回避 され るべ

きもの とみ なす こ ともで きる．しか し こ こ で 注 意した い の は ，非円滑な移行があ る種の トラブ ル

であ り発 生 した （発生 しそ うにな っ た）時にそれ を排除する よ うな行動が とられ る とい うこ とと ，

会話の 中で ご く自然に 出現す るもの で あるとい うこ ととは別 の 問題だとい うこ とで あ る．本モ デ

ル が 主張す る点は あ くまで 後者 で あ り ， 前者を否定する もの で は な い ．

コ ード体系に代わるもの 　 これまで の議論に もとつ い て ，コ ー
ドモ デル と自律モ デル との 違い に

つ い て も う一度検討 しよ う．コ
ー

ドモ デル で は ， 共通 の コ
ー

ド体系 を利用 して シ グナ ル を媒介に

話者交替の 状ue　Ysが 伝達され る こ とで 円滑な話者交替の 成立 を説明す る．こ こ で コ
ー

ド体系は ，

具 体的 には ，互 い に逆 関数 とな る符号化 ，復号化関数と し て 内面化されて い る．こ の よ うな内面

化 され た 符 号化 ， 復号化 関数は ， 同 じ コ
ー

ド体系を用 い る社会の 成員に と っ て 共通の もの で あ る．

　
一

方 自律 モ デ ル で は ， 会話参加者は 同 じ関数を共有し て い る の で は なく，それ ぞれ が 異なる関

数 （発話関数）を内面化し て 持 っ て い ると考える．こ の よ うに発話関数は個人に よっ て 異な る も の

で あ り ， そ の 意味で は各個人ご との 行動特性で あ ると言え る．会話参加者は ， 認知環境を媒介に

互 い の 発 話関数 （行動特性）に依存し て それ ぞれ あ る 種 の 偏 りの あ る 発話行 動を と る ．そ の 結果 ，

両者の発話行動の 組合せ と し て ，円滑な話者交替が 成立する．こ れ が 自律モ デル で の 説明 で あ る．

　この よ うに ，コ
ー

ドモ デル と対比 させて 自律モ デル を見 ると，あ る疑問が 浮上す る ．「円滑な移

行が成立 しやす い よ うな行動特性を ， 話し 手 と聞き手はなぜ持ちあわせ て い るの だ ろ うか 」 と い

う疑問であ る．話 し手が発話をやめ る （継続す る）状況 と ， 聞き手が 発話を開始す る （開始 しな い ）
状況 は なぜ

一
致す る の だ ろ うか ．こ れ は 偶然な の だ ろ うか ．発話関数 （行動特性 ）は 生得的な も の

で はな く ， 後天的に獲得 され るもの と考え られ る．そ の た め ， 同じ社 会に育っ た人は ， 類似 した

発 話関数を 獲得し やす い ．ま た ， そ の 社 会が 「同 時 に は 発話を し な い 1，「沈黙は 作ら な い 」 と い

うこ とを規範として有す るならば ， そ の 社会で 発話 関数を獲得す る限 り ， それ を大き く乱す よ う

な行動特性が獲得 され る こ とはな い だ ろ う．つ ま り，こ の よ うな社会で は話し 手 と し て の 発話関

数 と聞 き手 として の 発話 関数 とが ， 相補的な 関係 をも っ た もの として 獲得 され るとい うこ とで あ

る．そ の た め，同じ社会の 成員同士が 会話をする 限り に お い て ，多 くの 場合 ，円滑な移行が達成

され るの で ある．

規範志向性と 自律性　最後に ，会話分析に おけ る話者交替…の モ デル と自律モ デル との 関係に つ い

て 簡単に触れた い ．Sacks　et　al．（1974）は ， 話者の 交 替が生 じ うる場所で ある 「移行適格箇所 」 に

お い て
， 発話 の 順番 を振 り分 け る規則 「話者交替規則 」 が 働 く こ と で ，発話順番が 会話参加者の

い ずれ か 1人 に分配 され ると説 明す る．

　 こ こ で 「規則」 とは ，そ の 時 々 の 行動 を支配 ，制御する よ うな内 面 化され た規則の こ とで は な

く ， 社 会的な規範 として の 規則で ある ，つ ま り ， 規範的規則 に よ っ て我 々 の 行動が 支配 され て い

る の で は な く，我 々 がそ の 規範を志 向し リソ
ー

ス として 利用 して い ると い うこ とで あ る．た とえ

ば 質問に対 して応答が返 っ て くるの も ， また質問に対する応答が 欠如する こ とで それ が 何らか の

メ ッ セ ージ （「不賛成」 など）とな り うるの も ，
い ずれ も 「質問には応答を 」 とい う規範が志向 さ

れ て い るため で あ る．

　同じ社会や文化に 属する 人間は，同じ よ うな規範を志向 して い ると言 えるが ， 会話参 加者はま

さに こ の こ とを前提 とし て 自己の 行動を決定し て い る ．つ ま り，「質問に は 応答を 」 とい う規範を

相手も同様に志向して い る こ とを前提に ， 質問や応 答 を行 っ た り ， またわざと応答 を しなか っ た

りとい う行動をとるとい うこ とで ある ．こ の 点で 規範志 向モ デ ル と 自律モ デ ル とは異な る．自律

モ デ ル で は ， 規範志向モ デル の よ うに両者が 志向 して い る （と期待 され る）社会的規 範に もとつ い

て 自己 の 行動を選択する とは 考えない ．先に指摘した よ うに ， 話 し手 ， 聞 き手は単に認 知環境を
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　ただ し ，規範志 向的な行動など無い と言 っ て い るの では ない ．こ こ で 主張し た い の は ，規範志

向的で は な い 行動 もあ る ， とい う点 で あ る ，実際，我 々 が先に 言 及 し た 「同時開始や沈黙の 回避 」

は ， Sacks　et　aL （1974）が 指摘する 「一時に
一

人 （one 　speaker 　at　a　time）j とい っ た 規範的規則

に 対する 志 向の 現れ で あ り，そ の意味で 規範志 向的行動で あ ると言え る ．また ，わざ と長い沈黙

を置く こ とによ っ て 「不賛成 」 を示す とい っ た行動は明 らか に規範指向的で あるが ， 日常よ く見

られ る こ とで あ る．こ の よ うに 我 々 は ，ある時には 自律的に ，また ある時には規範志 向的に 行動

を決定 して い る．こ の 意味 で は ，
「自律モ

ー
ド 」，

「規範志 向モ
ー

ド」 とい っ た よ うに ，
モ
ー

ドの 変

換が会話の 中で 柔軟に 行われ て い る と言 っ た方が い い か もしれ ない ．

　本稿で 提案した 自律モ デ ル は ， 話者交替に 見られ る こ の よ うな 2 つ の モ ードの うち ， 従来指摘

され て こ な か っ た 「自律モ ード」 で の 行動に 焦点をあて た もの で ある．そ の 意味で は ，規範志 向

モ デ ル と対 立 す る もの で はな く ， む し ろ相補的関係に あ ると言え る ．しか し こ こ で 問題 となる の

は ，こ の モ
ー

ドの切 り換えが い かに して成され るか とい うこ とで ある．こ の 点に つ い て は今後 の

課題と し た い ．
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6
先に 述べ たよ うに ，行動 特性 の 獲 得 時に は こ の よ うな 規範が 利用 され るだ ろ う．しか し ， ひ とたび 行 動特性が 獲

得され る と，その 都 度の 行 動選 択の 場 面で 規範 に も とつ い た選 択 を行 うこ とは な い ．
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