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0．授業分析に お ける課題

　授 業 分 析 の 目的 は 、授業 を で きる だ け精

細 に か つ 客 観 的 に観察記録 し 、 分析 し た結

果 を 以後 の 授業 構 築 に活 か して い くこ とに

あ る 。 しか し、 精 細 に か っ 客観 的に観察 し

記 録 す る と い っ て も 、 ど う観察記 録す れば

そ の 授 業 を 精細 に捉 え た こ と に な る の で あ

ろ うか 。 同様 に 、 客観的 と い っ た場 合 、 ど

う い っ た 要 件 を 満た せ ば そ う し た表現 が許

さ れ る の だ ろ うか 。 授 業 分析 の 歴 史 は、常

に こ うし た 命題 を抱 え な が ら授 業 と い う実

践 の 構 造 的 な 動 き を追求 す る繰 り返 し で あ

っ た とい っ て よい 。

　 例 えば 、 日本 で は 、 重 松鷹 泰 によ る分 節

関連 図 を 用 い た 授 業構 造 の 把 握 、 上 田薫 の

カ ル テ と座 席表 を用い た 子 ど もの 個性 的思

考 の 追求 、 日比 裕 ら名古 屋 大学 グ ル ープ に

よ る RR 方 式 （Relativistic　 Relation　 Research

Method ）に よ る 子 ど も の 思考体制の 研究な ど

が 独 自の 研 究 成果 と して あ げ られ る 。 こ れ

らの 研 究 は 、観 察 の 方 法が そ れ ぞ れ 異 な る

もの の 、 主 と して 記 録 したデ ータ を詳 細 に

分 析者が 読 み 込ん で い く と い う質 的 な 方 法

を 採 っ て い る 。 そ の
一方 で 、 加 藤幸次 や 小

金 井 正 巳 らに よ っ て 具 体 的な 検 討が な され

た フ ラ ン ダ ース の 相 互作 用 分 析 シ ス テ ム や

OSIA （Observatio加 1　Sys  m 　for　Instructional

Analysis）は 、 授業 に お け る教 師 や 子 ど もの

発 話 ・ 行 動 を数量 的 に 処理 し 、 そ の 特徴 を

導 き出そ うとす る もの で あ っ た 。

　 こ う した分 析 の 方 法 に は そ れ ぞれ に 特微

が あ る もの の 、 日本 に お け る近 年 の 授業分

析 の 流れ は 、上 述 した よ うな命 題 の も と、

こ の 質的 な 分析 と 量 的 な分析 を如 何 に統合

して授業全 体 を トータル に捉 えよ う とする

か の 模索 であ っ た 。

　 例 え ば 、 柴 田 （1997）は授業 中に 出現 す る

「語 」 の 出現パ ター ン をグ ラ フ や指標 を用

い て 表 し 、 そ こ に 見出され る 量 的特徴 を授

業 の 逐語 記録 と対照 させ て 質的 に分析 して

い る 。 こ う し た 研 究 は 、 量 的 な 分析 の 結果

か ら 、 授業記録 を 質的に 分析す る た め の 新

た な視 点 が も た らさ れ る こ と を具体 的に 示

し得 た点で 意 義 深 い が 、 従来主 と して 行 わ

れ て き た質 的 な分 析 に 対 して 、．新 た に 量 的

な 分 析 を ど う統合 させ て い くの か 、 今 日な

おそ の 課題が 十二 分 に検 討 され た とは 言い

難い の が現状 で ある 。

1 ．量 的な分 析 と質 的 な 分析 の 問題点

　 1970年代の 初頭 まで 、 来 国 にお け る授業

研 究 の 主 流 を 占め て い た の は、授業 者 と 学

習者 の 行動 を観察 して 、 予 め設 定 され たカ

テ ゴ リー
に よ り分類 し 、 そ れ ぞ れ を量 的 に

分 析 す る方 法 で あ っ た 。 Flanders（1970）や

Hough ＆ Duncan （1970 ） らに よ る授業 行 動

の カ テ ゴ リー化 をは じめ 、 国 内 にお い て も

多岐 に わ た る カテ ゴ リー分析 シ ス テ ム の 開

発 とそ の 適用 が試 み られ て い る 。 なか で も 、

Flanders（1970） に よ り開 発 さ れ た 相互 作 用

分 析 法 は 、 授 業 の 内容 を数量 的に 捉 え よ う

とす る もの で 、授 業 者 と学習 者 の 社 会的 相

互作 用 に 関す る分 析 を行 い 、

一
定の 成果 を

あ げ て い る 。 こ の 他、例 えば 国 内で は 、 水

越 （1977）や 加 藤 （1977）な ど に よ る カ テ

ゴ リー分 析 シ ス テ ム の 改 良が進 め られ て き

た し 、 大谷 尚、松原 伸 一、八 田昭平 ら に よ

っ て も 、 授業 逐語記録 に基 づ い た語の 出現

頻度 の 分 析 や 遷移 マ トリ ヅ クス の 作成 な ど

定式的な手法 に基 づ い た 分 析 が 実施 さ れて
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い る 。 こ れ らの ア プ ロ
ー

チ は 、 観 察可 能な

表 出行動 の デ ー タを数 量 的 ・統 計的 に処理

（大量 の デ ー タ処 理 も可 能）す る こ と で 、

分 析 者 の 対 象 に対す る 関与 をで き るだ け 排

除 し よ う とす る もの で 、 分析 の 手続 きを 明

示 し そ の 共有可 能性 を高 め る とい う点に お

い て 有 効性 が認 め られ る 。

　 これ に 対 し 、 質 的 な分 析は授業 者や学 習

者 の 行動 を授業 記 録 に基 づ い て 整舎 的に 解

釈 しよ う とす る もの で 、 主に 面 接 法 、刺 激

回想法 、 質 問紙法な どが 用 い られ る 。 例 え

ば 、 Peterson（1982） らに よ る 刺激 回想 法や

吉崎 （1991）に よ る VTR 申断法 な ど は 、

い ずれ も授業者 に授 業を 録 画 した VTR を

再 生視 聴 して も らい
、 場 面 ご とに お け る 意

思決 定 の 状 況 に つ い て 内観報告 を求 め る も

の で あ る 。 当該発 話 t

．教 授行動 が あ る場 面

にお い て 発 現 し た理 由 、 また は そ の 背景 情

報や 作用 因 の 特定 に つ い て 内観 報 告 を も と

に分析 を行 うの で あ る 。 グル
ー プ 活動や 話

し合い 活 動 に み られ る よう な 、 授 業逐 語記

録 だ けで は捉 え る こ との 困難 な部分 の 情 報

を得 る と い う点で も、発 話 の 内容 的側 面 を

抽 出す る こ と の 有効性 を指 摘 す る こ とが で

きる 。

　 ただ し 、 両 手 法は それ ぞれ 次 の よ うな 問

題 も 内包 して い る 。量 的分 析 に つ い て は、

数量 化 され た分析 結 果 が 行動や 感情 の
一

部

を 明 らか に して も 、 学習 者の 認 知 過程 ま で

は 明 らか にで きな い （渡辺 ・吉崎 ，1991） と

い う点 で あ る 。 また 、記 録 に基 づ い た定量

的 な 測定 を行 う た め 、

一
斉授 業 に み られ る

よ うな 全体 的 な コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン の 分 析

に は適 す る もの の 、 個 別 化 され た学習過程

の 全 て を取 りあ げ る こ と は 難 し い とい う方

法論上 の 限界 も指摘 され る 。

一
方 、 質的 分

析 に つ い て は、授 業 事 実 の 同定 に 際 して 、

そ の 妥 当性 、 信 頼 性 の 保 証 とい う点 で 問題

が指 摘 さ れて い る 。 当該事例 に即 した解釈

学 的 、 現 象学 的手 法が重 視 さ れ る た め 、 分

析結 果 が 分 析 者 自身の 価 値 判 断 や 主 観 性 に

左 右 さ れ る （また は分 析 そ の もの に 誤 差 の

混 入 もあ り得 る） とい う側 面 を有 す る た め

で あ る 。

　分析の 客 観性 を高 め る た め に は 、 そ れ ぞ

れ の 手 法 の 特性 や そ の 問 題点 につ い て 検討

した 上 で 、包 括 的 な視 点か らの ア プ ロ
ー

チ

を試 み る必要 が あ る とい える 。 本研究で は 、

談 話分析 お よ び OSLA を援 用 した量 的 な分

析 シ ス テ ム を構築 す る と と もに 、 質的 な 分

析 との 統合 を め ざ し た ア プ ロ ーチ の 有効性

を示 すこ と を 目的 と して い る 。 今 回の 発 表

で は 、そ の 第 一次 分 析 と し て 、 談 話分析 に

基づ く量 的な 分 析手 法 の 適 用 範 囲 と そ の 可

能性 に つ い て 検討 を加 え る こ と に したい 。

2 ．談話分析

　本 研 究 で は 、 学 習 活 動 時にお け る 学習者

個 々 の 発話の 発現 頻度 を計量 的 に 測定 し
、

談話 の 展開過程 に お い て 、 発 話 の 諸機 能 が

どの よう に発現 して い る の か を分析的 に 捉

え 、 併 せ て 当 該 場 面 の 状 況 的解 釈 を質的 に

行 う こ と を ね らい と す る 。 そ の た め、本 発

表 で は まず
一連 の 作業 を談話分 析 の 手 法 を

応用 す る こ と に よ り行 う こ とに したい 。 談

話分 析 を援 用 す る こ とに よ り、 表 面 に現 れ

た 言語 情 報 を範 疇 化 す る こ とで 、授業 中 に

生 起 す る 個 々 の 現 象 を整 理 し、言 語 的 な側

面 か らの 計量 的 な 分析 を行お うと する の で

あ る 。

　談話分析そ れ 自体 は 、 談話 ・会 話 を対象

と し、そ の 構造 を解 明 し よ う とす る 事実研

究 で あ る 。 そ の 性 質 上 、分 析 に際 して 恣 意

性や価値観の 介在 を極力 避 け よ う と し 、 談

話 そ の もの か ら読 み とれ る事実の み をデ ー

タ と し た帰納 的な ア プ ロ ーチ が 図 られ る 。

た だ し、 そ の
一方 で 、 メ イ ナ

ー
ド （1993）

が 指摘す る よ うに次の よ うな 点 に も注意 す

る 必 要 が あ る 。 す な わ ち 、
「言 語 、 特 に そ

の 使用 面 を重視 して 研 究 す る時には、最初 、

ある限 られ た データ を
一

定 の 枠 組 み か ら分

析 す るわ けで ある が 、 そ の 過程で 、 当初考

えて い な か っ た よ うな 面の 分析が 必 要に な

るか も しれ な い 。 そ して そ の 分 析 範 囲 を広

げ て い くこ と に よ っ て 新 しい 分析法が 見っ

か り 、 そ の 過 程 を繰 り返 して い くこ とに よ

っ て 、 分 析 法 の 全 体 像 、 分 析 の 視 点 が 浮 か

び あ が っ て くる こ と が多 い 。 」 （p．66） とい

う
“

分 析 の 手 法
”

と
CC

分 析 され る デ ータ
”

との 相互依存の 関係で ある 。
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　 ま た 、 戸 田 （1990）は 、 言語 教 育事 象 を

理 論的 に 説 明 す る上 で の 何 らか の 必 然的な

フ ァ ク ター が存在す る とい うこ と 、 そ して

こ の 現象 に 内在 す る フ ァ ク ター、条件 を発

見 し 、 共通 の 尺 度 に よ り比 較 す る た め の 概

念 装 置 （カ テ ゴ リー装置 ）を設定す る こ と

に よ り、 価 値 媒介 を前提 と した 授業研 究 が

可能 にな る こ とを示 唆 して い る 。 こ の 意味

におい て 、 授 業 実践 を対 象 と した 分析 を行

うた め に は 、そ れ をみ る ため の 視 点 を改め

て 検 討す る 必要 が あ り 、 そ うす る こ と に よ

りは じめて 、談話分析を 教育実践 場 面 的側

面 か ら意 味 づ け る こ とが 可 能 に な るの で は

な い だ ろ うか 。

　本発 表 で は 、 こ の 概念 装 置 （カ テ ゴ リー

装 置） を 「分 析 の 手 法 と分 析 さ れ るデ ータ

との 相互依 存の 関係」 と い う点 か ら問 い 直

し 、 後 述 す る カテ ゴ リー分 析シ ス テ ム の 開

発 を行 う こ とで 、 教 育的視 点 か ら談話分析
へ の 接近 を 図 る こ とに した い 。

3．カテ ゴ リー開発

　野 村 （2001） は、発 話 と発 話の 間に 想 定

され る 関係 性 を範 疇化 し、 こ れ を基 準 と し

たテ クス ト構造の 把 握を試み て い る 。 と く

に 、 マ イ ク ロ ・メ ゾ ・マ ク ロ の 三 つ の レ ベ

ル を設定 し た うえ で 、 そ れ ぞ れ の レ ベ ル に

お い て テ ク ス トが 構造化 さ れ る 過 程 を次の

二 つ の シ ス テ ム を複合さ せ る 方 法 に よ り描

写 で きる と し て い る 。 す な わ ち 、   発 話 を

〔提 題 表 現 一叙 述 表 現 〕 の 形 式 に 分析 し 、

そ の 連 続 体 と して 記 述 す る 、   発 話 の 関 係

性 を記述す る 、 と い っ た 二 つ の シ ス テ ム を

複 合 的 に観 察 す る こ とで 、そ れ ぞ れ の テ ク

ス トが どの よ うな過 程で 構造化 され て い る

の か 捉 え る とい うもの で あ る 。

　発話 の 関係性 に 依存 し な が ら 、 メ ゾの レ

ベ ル の 分 析 を基 礎 に して 、 マ ク ロ の レ ベ ル

で の 組 織 また は構 造 に言 及 す るこ とが 手 順

の 概要 とな る 。 これ に よ っ て 、 個 々 の 発 話

が テ ク ス トの 組 織化 に どの よ うな 貢 献 を し

て い る の か 、 あ るい は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

の 参 加 者が テ クス トの 組 織 化 ・
構造 化 の 過

程 にお い て どの ように働 きか けて い る の か

を探 る の で あ る 。 発 話 間の 関係 が も た らす

効 果 に着 目し て 、 そ の 関係 をカ テ ゴ リー化

する と表 1の よう にな る 。

表 1 ：発話関係 の カテ ゴ リ
ー

　 ただ し 、 分 析 カテ ゴ リーの 利 用 に あ た っ

て は、本研 究 の 目的 ・ね ら い 、お よび 分 析

対 象 とな るデ ー タの 特性 に即 して シ ス テ ム

そ の もの を改変す る 必 要 が あ る。分析の 手

法 と分 析 され る デ ータ との 相 互 依 存 の 関係

に基づ きなが らカテ ゴ リーの 開発 を行 うの

で あ る 。 すで に述 べ た よ うに 、 理 論的枠組

み と して 、 談話分析 には そ の 適 用 範 囲 に特

性 が あ る D つ ま り、教 育 学 的 な事 例研 究 を

行 うた め には 、 具 体的な 事象 に即 し た シ ス

テ ム の 構築が 求 め ら れ る の で ある 。

　発 表 で は こ の 点 をふ ま え 、 分 析 対象 か ら

得 られたデー タに 即 しな が ら 、 表 1の 38 種

の カテ ゴ リー に改 変 を加 え た もの を提 出 し 、

こ の 分 析 シ ス テ ム に基づ い た 量 的な 分 析 を

行 うこ と に し たい 。
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4 ．分析対象

　本 研 究 で は グル
ー プ学 習を 中心 と した学

習活 動時 に み られ る学 習 者同 士 の 話 し合 い

を分析の 対 象 と す る 。 対 象学 年 は 申学 3 年

生 （授業 期 間が 前 ・後期 に分 かれ る た め 、

前期 は 2 年生 時 の 単元 ；既 習 の 教 科 書教 材

との 関連 か らグ ル
ー プ ご と にテ

ー
マ を選 び

ブ ッ ク トー ク を行 う ）。 ブ ッ ク トー ク を創

造 す る 過 程 で 行 わ れ る 話 し合 い （全 3 回 ）

お よび その リフ レ ク シ ョ ン （全 3 回 ）の 過

程 を学習者 を中心 と す る相 互作 用過 程 と し

て捉え 、 こ れ を分 析 す る 。

（t）対象 学級 ： 長野 県飯 田市 立 H 中学校 3 年 1 組

（2）授業 内容 ： 国語科

　 　単 元 「 ブ ッ ク ト
ー

クを し よう
一

今 まで の 教 科

　　 　　 書作 品を生 か して 一
」

　 （授業期間 ： 前期 HI3 年 2 月 21 日〜 3 月 7 日 、

　　 後 期 Hl3 年 7 月 5 日〜 25 日 の 全 23 時 間 ）

（3）対象授 業 ： 全 23 時間 中の 19 時 （第 3 回話 し

　　合 い ： よ りよ い 発 表に な る ため の 検討会 ）、

　 　 20 時 （第 3 回 リフ レ ク シ ョ ン ： 前時 話 し 合

　 　 い の 振 り返 り ）

　 a 第 3 回話 し台 い ： グル ープ ご と に 、予 め設定

　　し た 課題 に つ い て の 話 し合 い （意見交流 ）を

　　行 う。分析の た め の 抽出生 は 3 名 。

　b 第 3 回 リ フ レ ク シ ョ ン ： 3 回目の 話し合 い を

　 　収録 し た 音 声 テ
ープ と ビ デ オ に よ り確認 す

　　る 。自分の 話 し合 い の課題 、 発話 に着 目 して

　　振 り返 り 、 班 員 と 意見交流を行 う 。 抽 出生 は

　 　 同上 の 3 名 。

（4）授業者 ： 中 原 秀樹 （教 職 16 年 ）

（5）記録 の 方法 ： テ
ープ レ コ ーダ

ー
お よ び ビデオ

　 　 カ メ ラ を抽 出 生 の 属す る 班 に 設 置。教 室 の 前

　　方 と篌方にも ビデ オカメ ラ を設置して 録音 ・

　 　録 画 を行 っ た。な お、授 業後 に は授業者 が抽

　 　 出生に対 して 内観 を求め ると ともに 、 授 業者

　 　 に 対 し て も分 析者 の 方 で 授業実施 に 関 す る イ

　 　 ン タ ビ ュ
ーを実施 した 。

5．分析結 果

当 日発表 資料 を参 照 の こ と 。

6．今後の 課題

　学 習 者相 互 に お け るコ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン

過程 を量 的 に 分析 す る た めの 第
一

次手 法 と

し て 、 今 回の 発表で は談話分 析 を用 い た 。

今 後 は OS 叭 を援 用 した カ テ ゴ リー分 析 の

実施 も視 野 に入 れ て い る 。 談話分 析が 発 話

と発話の 関係性 をと りあ げ よ う とす る の に

対 して 、 OSIA は談 話 の あ る局 面 を全体 的 な

視 野か ら捉 え よ うとす る もの で あ り 、 例 え

ば 、 個 々 人の 発 話 量 や 各 発 話 の 諸 機 能 を授

業全 体 と の 関わ りか ら分 析 し よ う と す る 点

に 特徴が あ る 。 両 手 法 と も量 的な 分析手 法

で あ りな が ら、互 い が分 析 し抽 出 し よ う と

す る 要素 は異な っ て い る とい え よ う 。 そ れ

ぞ れ の 適 用範 囲 、 有効性 に 検 討を加 え 、 量

的な分析 シ ス テ ム を統合 的に 構築 する こ と

を第
一

の 課題 と した い 。 こ こ で 得 られ た分

析結 果 の 出現 背 景 を 当該 場 面 の 質 的 な解 釈

を行 うこ と で 状 況的 に 意 味づ け る こ と が第

二 の 課題 と な る 。 学 習 者 （抽 出生 ）お よ び

授業 者に 内観 報 告 を求 め る （イ ン タ ビ ュ
ー、

刺 激 回想 に基 づ く） こ と に よ り 、 相 互 作 用

を通 した 学習者 の 認 識 の 変容 と そ の 作 用因

の 特定 を質的 に分 析 す る とい う手続 きを ふ

ま え 、 こ れ に よ る 量 的 分 析 シ ス テ ム と の 相

互 補完 をめ ざ し て い る 。
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