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刊行のことば

『LLA関西支部研究集録』は1966年に第1号が創刊されています｡したがって､今年

で丁度30年になります｡もっとも第2号と第3号の間に14年間も空白期間がありました

から､実際は16年と言うべきかもしれません｡それでも､この30年間に関西支部の足跡

が集約されているように思いますので､この機会に少し目を過去に転じ､また､未来を

考えてみたいと思います｡

創刊号と復刊号 (第3号)､それに本号を読み比べてみてまず目につくのは､技術革

新のテンポの速さです｡創刊号は､ランゲージ･ラボラトリーという当時の新しい設備

とそれによる教授法の研究で紙面が埋められています｡復刊号は､LLA創立30周年記念

大会を関西支部で引き受けたことを記念して発行されたりですが､コンピュータ時代の

到来を強く打ち出し､それに関していろいろな教育上の指針を与えています｡そして本

号は､インターネットの普及などに象徴される ｢メディア革命｣という更に新しい時代

の到来を踏まえて編集されていますOその各々の時代には上記の各々のメディアがキラ

キラとした魅力に充ち､それらが､新しい時代の教育改革の重要な担い手になるだろう

という期待が人々を引き付けておりました｡

しかし､メディアが光を失った時代もありました｡それが空白の時期だったように思

います｡空白の時期には､LLにビデオなどが導入されはしましたが､人々を陛目させ

るような新しい大きな発展はありませんでしたし､教授理論的にも反復音声練習を支え

た行動主義に代わって､文法ルール指向型の認知主義が台頭してきました｡当時はこの

認知的言語理論は､LLによる反復練習などとは正反対の文法中心の授業につながるも

のだという考え方が､日本だけでなく､外国でも支配的でした｡しかし､実はその文法

指向の認知主義は､学習者に生得的にプログラムされている言語能力を中心に据えてお

り､その言語能力の姿が最近の学際的研究で明らかになってくると､この理論は教授法

的にも､LLによる音声練習と正反対どころか､音声教材の効果的提示法を行動主義以

上に明確に示唆してくれる理論だということが明らかになってきております｡

LLAは､新しいメディアを ｢追いかける｣学会ではなく､常に主体性をもって､メデ

ィアを ｢主導する｣学会だということが繰り返し強調されてきました｡人間の言語能力

と外国語教育の本質を見据えて､新しいメディアに取り組んでいく大切さを研究集録の

30年は教えてくれているように思います｡

1996年7月

LLA関西支部支部長

河 野 守 夫



TheWebasaToolforLanguageLearnlng

ThomasN.Robb

KyotoSangyoUniversity

〈trobb@cc.kyoto-su.ac.jp)

TheMagicoftheWeb

AstudenthadcomeintomyofficeforhisgraduationthesisinteⅣiew.Thetopic

was"RobinHoodthroughouttheAges."Thestudenthadgatheredaconsider-

ableamountofdataonthetoplC,includingalistofmoviesonthe"RobinHood"

theme.WhentheinteⅣiewwascomplete,however,wewentovertomycom-

puterwhereNetscapewasrunning.Iclickedonthe"NetSearch"buttonand

enteredthewords"RobinHood."Alistof10itemsmatchingmysearchwords

thenappearedonmyscreenwithinthenext3seconds.Herearethefirstthree

items.

RobinHoodBooklist

- http://www.2:mall･com/bmm/books-faq/robin-hood･html(Score:72.Size:
23K)
ThisisareadinglistinvolvingtheRobinHoodlegend..CopiesofthisFAQ
maybeobtainedbyanonymousftptortfm.nit.eduunderpub/

usenet/news.answers/books/robin-hood.Or,sendemailtomaiトseⅣer@
rtfm.mit.eduwithsendpub...(SeealsoSimilarPages)

Logomancy:RoSBibliography

~ http://plaza･interport･net/logomanc/rosbiblio･html(Score:71ISize:31K)
ALittleBibliographyofRobinHood:,WorksRelatingtotheEnglishOutlaw.in

theEnglishLanguage･PublishedSince1939･byLindaA･Furey- 9July.
1995.TheBibliography.Introduction.Books.ComicBooks.Fanzines.

Games…(SeealsoSimilarPages)
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NottsCountyCouncilToul･ism

- http://www･nottscc･gov･ukJtourism/index･html(Score:68lSize:2K)
Nottinghamshire-RobinIIoodCountry.Welcometothelegendarycounty
ofNottinghamshire.LocatedintheheartofmralMiddleEngland.Nottin一

ghamshirehasadiverseheritageincludinglacemaking,literature,sportand
industry.The…(SeealsoSimilarPages)

OneitempresentedanexhaustivelistofmovieswiththeRobinHoodtheme･

But,ofthem,thestudenton】yhadabout50%ofthemonhislist.Herewasa

wealthofinfomationthatthestudenthadneverseenbefore.Hadheonly

knoⅥmabouttheWebwhenhestartedworkingonhisthesis!I

ThisexampleillustratesjustonewaythatWorldWideWebcanbeofvalueto

ourstudents.TheIntemetandtheWebholdsgreatpromiseasalanguage

learnlngtool.1tisnowhardtopredictthemanyusesthatwillsurelyappearin

thefuture.Evennow,however,therearenumerousapplicationswhichcan

enhanceourstudents'languagelearning.Allthatisneededisasufficient

numberofcomputersconnectedtotheInternetforourstudentstoreapthese

benefits.

BriefOut一ineoftheWeb

The"WorldWideWeb."oftensimplycalled"TheWeb"or"WWW"forshort.

isnotasingleentity.Itismerelyacollectivenameforalloftheinformation

thatisavailableontheInternet,fromallofitsinter-connectedcomputers.

Userscanaccessthisinformationthroughtheuseofa"browser"suchas

"Netscape"ontheirowncomputer(Fig.1).Materialisaccessedbyentering

theaddressofthematerial-the叩RL"innetterminology 2 - 0rsimplyby

clickingonsomethingunderlinedorsurroundedinbluethatisalreadyonthe

screen.Thisdatacanbewords,sounds,orpictures(stillorvideo).TheWeb

alsooffersourstudentstheabilitytopubLL'shaswell.Itisn'tmerelyapassive
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toolforreception;studentscanproduceinfomationforotherstosee.

≡口 Netsc8Pe:TIMEWorldWjdeHOmeP8ge≡≡≡喜≡ l主J重
_出違｣且 蓬｣豊｣澄｣旦｣遭｣_■壁
GoTO=thttp://p.thfinder.com′

Figure1-TheNetscapeControlPanel

Fig.2showsthemostcommonroutesforaccesstolntemetresources.Note

thataWebbrowserprovidesaccesstovirtuallyallkindsofavailabledata,

whichheretoforerequiredseparatesoftware.
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∃ Nev 孟 ] ue

弓 ZlailprograJLUnixrbllx YoursySt8n■さFTPtul亡tlCn 90ph○r il Lynx

CoLhl.mi/TJ5rZAこ池eユulLti5Oftt化ritlO'l 監壬Ee TTPcll○ntさ Gophercllent> 十∵ ∴

l≡盟 主;nrLi怒,J 叫 5,- エ′P.- o【Sip C【- ct1-

㌦f･nyWW brovsersczLnalsop≡r:lornULPflnCbonslabelledv.th+.

Figure2-fnternctToolsandResources
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Hereisasamplingofothertypesofinformationthatisavailable:

･lnformationforStudyAbroad- Mostuniversitiesnowhavetheirown

"homepages"whereinformationispresentedaboutallaspectsofthe

university.Studentscanthusfindoutaboutadmissionsrequirementsor

coursesoffered,andevenviewmapsofthecampuson-line.

TheAmericanorganization,StudyU.S.Aリhasitsownpagewhichleadsto

descriptionsofitsparticipatingschoolsaswellasvaluabletipsontopicssuch

as:"FrequentlyAskedQuestionsAboutStudyingintheUSA","Applying
forAdmission"and"ChoosingaCollegeorUniversity"

http://wwwAstudyusa.C.)m/

･Locatinge-mailaddresses.phoneandfaxnumbers-throughthecampus

infomationmentionedabove,youcanoftenfindtheaddresses,phoneand

faxnumbersforoffacultymembersanduniversityoffices.

･Informationoncitiesthroughouttheworld- Includingsubwaymaps.

historicalinformation,placesforsightseelng,Withillustrations!Thisinfor一

mationcanbeeasilylocatedbyspecifyingthecitynameinanyoneofthe

popular"searchengines"availablethrough"NetSearch".

･lnformationonLanguagelearning-Thereisawidevarietyoninfomation

availableoneverycommonlystudiedlanguagesaroundtheworld.Mostof

thesesitescanbeaccessedthroughthefollowmg"URL":

http://www.nn.vcu･edu/

ForEnglish.the"LinguisticFunland"pagecontainslinkstomanyothers:

http://math.unr.edu/lingulStics/tesl.html
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･LanguagePracticeMateriafsI Muchofthiscanbeaccessedthrough the

URLsprovidedabove.Onenotableexampleisthe"FluencythroughFables"

projectat:

http://www.comenius.com/fable/

ComeniuspresentsanewfableeachmonthcompletewithVocabulary

Matching,TrueorFalseComprehension,VocabularyCompletion,and

WrittenDiscussionExercises.

･TheJatestnews-Theseareavailablefromanumberofsources.someof

whichareprinted.someofwhicharerecorded.Thepremieraudionews

sourceforEnglishnewsisthe"RealAudio"ABCnews,whichpresentsa

3･5minutenewssummaryeveryhourofeveryday.Thebestpartisthatyou

canlistentoanyofthenewsreportsfromthearchives.simplybeclickingon

thedesiredmonth,thenthedesireddayandfinallythedesiredhour,The

broadcaststarts4-5Secondsafteryoumakeyourselectionandcanbeplayed

andreplayedinasimilarfashiontoataperecorder.(Youneedtoregisterthe

firsttimeandprovideapassword.butthisisasimpleandharmlessproce-

dure.)

http://www.realaudio.com/contentp/abc.html

Actually.thequalityof"RealAudio"isstillnotuptoastandardthatcanbe

usedforlanguageleamers.Theirnewly-releasedversion.2.0hasconsider-

ablyimprovedqualityandthiswillnodoubtbeimproveduponinthefuhre.

TheVoiceofAmericaprovidesclearaudiofilesofitsrecentnewsreports

notonlyinEnglish,butalsoinapproximatelytwentyotherlanguages.

http://gopher.VOA.GOV:70/

ThenewsinGemanisavailablefromDeutscheWelle:
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http://www-dw･gmd･de/DW /

ThefullrangeofTimeWamer'spublications.includingTime.Life.People.

MoneyandSportsIllustratedareavailableon-line,somewithfullcoloril-

lustrations.

http://pathfinder.com

･MovieScriptsandSongLyrics

Thefullscriptsofmanymoviesareavailableonthenet.Type"LionKing"

into"NetSearch"forexample.andyouwillfindnotonlythefullscript,but

soundbitesfrommajorscenesaswellasillustrations.AsurprlSlnglycom-

pletedatabaseofmoviesincludinginformationonthecast,directors,filming

locations.andreviewsisavailableat:

http://us･imdb･com/search･htm1

0mesourceofmoviescriptsis:

http://www･alaska.net/danielh/ScrlPtS

Someofthesecanbequiteexcitir唱forthestudents.Earlierversionsof

scriptsofsomemovies.suchas"RaidersoftheLostArk"areavailablethat

containsurprlSlnglydifferentendingsfromtheversionappearedonthe

SCreen.

Songlyricsareavailablefrom:

http://archive･uwp･edu/pub/music/lyrlCS/

AvastquantityofmaterialisnowavailableforstudentstostudyEnglish.
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Theauthorstryhardtoprovideinformationwhichisinterestingforour

students

Publishin90ntheWeb

WhileinformationviewedontheWebcanbeusedforreadingpracticeorasa

referencetoolforcompositionsandreports.thereismore!Studentscanusethe

webasasourceforpL'OVJrdJ'nginformation,aswell.Writingfortheweballows

thestudentstowriteforaspecificaudience,ratherthanmerelyfortheteacher

ortheotherstudents.Itthereforeprovidesmotivationtoproducesomethingof

goodquality,andsomethingoflastingvalue.

Thispublishingcantakemanyforms:

･HomePages- Studentscanpublishtheirown.homepage"containing

descriptionsofthemselves.includingphotos.andlinkstootherpagesthat

theyhavemadeorthatarerelevanttotheirinterests.AstudentintheFigure

SkatingClub,forexample,canincludelinkstoothersites,suchasthe

M.I.T.FigureSkatingClubwhichcontainsinformationonmanyaspectsof

thesport.

･PublishingtheirbestworksIStudentscanpublishthebestoftheirwriting.

forotherstoreadandcommentupon.

･JointProjects- Theycancooperatetodevelopprojects.suchasthe"Fa-

mousPersonagesinJapan"projectthatmystudentsdeveloped:

http://www.kyoto-su.ac.jp/information/famous

EachstudentwrotedescriptionsinEnglishofthreewelトknownJapanese

figures-politicians.slngerS.athletes.etc.Thebriefsketchesareaccessed

throughamainpage(Fig.2)whichpresentstheWebviewerwithanor-

ganizedlistoftheavailableinformation.Thelistisdynamic- futureclasses
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ofstudentswilladdpagesonnewpeopleandkeepthecurrentinfom ation

uptodate.

Inanotherproject.thestudentscreatedinformationinbothEnglishand

JapaneseonrestaurantsinKyotothatarepopularwithstudents.Thein-

formationincludes"clickablemaps"ofvariousreglOnSinKyoto.Amouse

Netsc叩eFOmOuSJ8P8neSe

Welcom etoNFamolISPeTTOmgetinJapan.I!

n*SePge5hAVtbeendevtLbpedI)ythesndentコOfKyotDS8rte〕氾U rLⅣ℃乃ltyfornon一血parLeSe
WhoⅥ )tLh metDhamaboutf甜JIOtESPeI70rLageS帆modemJay血阿IT7止PeOPlesekclだ丘fol
廿班SepagesreflectmeLnbIUtBadoplnlOnSOfⅥm rSlty-喝eJ叩8neSeSmdentS

h 廿IL3l也t,vehhⅥ≡bpt也e廿dlnOT岨lJapalt SeflameOrderlFmdyName+C1VYmNaJ】旭11】lk53
the止血l'duA1-Bnan uV5叫 clted帆W estemorderevenbyJ叩eJteSeNaJrMtSmbhckhavtnot
yetbeczLprePar叶,thoseⅥ仇BnB3teIVkaleurUlerconStrm nSbJdenb,evenfromo廿はr
Ⅶ加 汀lneS.areYeryVtlcomtb 郎 CIPtelAddi血nalnaJne5CanbeaddedtDthelFtatanytime
PJe舶eCOn払CtT.Rotlbfor丘e仙

JLy3uhm any5Ⅷge3tDnSfQr桝ldltLDn50rCh8∫噂e5.pJe83cchckonthem山li昭 ddIモ338tme
l氾ttDmOEampp喝e

Figure3lThe''FamousPersonagesinJapan"HomePage
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clickonanumberedcirclewilltakeyouafullpageofinfomationonthe

restaurantitrepresents.

http://www･kyoto-su･ac,jp/infわrmation/restaurant

Forfurtherinformationonprojectdevelopment.seemyarticleat:

http://www.kyotoISu･aC.jp/people/teacher/trobb/projects･html

PuttingyourowncoursematerialsontheWeb

TheWebalsooffersusanewwayofmakingcoursematerialavailabletoour

students.Insteadofmakinghandouts.wecanplacetheinformationonalocal

"webseⅣer"fromwhichthestudentscanviewit.Iftheyrequlrea"hardcopy"

theycaneasilyprintitout.Thisnotonlysavespaper,italsoallowsstudents

whowereabsentaccesstothematerialandcollectsitallinoneplaceto

facilitatereview.

Howdoldoit?

Browsingthewebiseasy.Iftheuserknowshowtoturnonacomputerand

thenmoveandclickamouse,alloftheinformationmentionedabovecanbe

easilyaccessed.

Creatinginformationfortheweb.however.takesalittlemoreexpertise.but

notasmuchasmanywouldthink.Anytextfilecanbeconvertedintoaweb

"html"documentinafewshortminutes.Despitealloftheinformationavail-

ableonhowtoconstructhtmlpages,asimpletextdocumentcanappearona

browserifyouonlyplacethefollowingthreecharacters"(p)"attheendof

eachparagraph.Additionally.placing"〈hly beforeaheadlineand"く爪1)"

aftertheheadlinewillmakeitappearinlargetype.Thosewhowantinfor-

mationaboutmorecomplexformattingshouldretrievethedocumentat
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http://www.ncsa,uiuc.edu/General/InternetrWWW/HTMLPrimer.html

lmplementingVVebUsagewithaClass

Mostofourclassesdonotmeetinacomputerlaboratory.andindeed.manyof

uswouldnitwantourclassesmeetingthereonaregularbasis.Ifyourschool

hasanlntemet-connectedcomputersavailableforstudentuse,afewclass

meetingstoorientthestudentsonhowthefacilitiescanbeusedshouldbe

sufficient･OncethestudentsknowhowtouseNetscape,youcanthenasslgn

workthatrequlreSitsuse.

Evenwebprqjectsdonotrequlremuchin-classworkinthecomputerroom.

Studentscanwritetheirinformationintheirnormalway,byhand,orwiththeir

word-processor.Oncetheinformationisready,itcanthenbeenteredintothe

computerintheproperhtmlformatandthenputon-line.Naturally,ifthe

studentscreatetheirdocumentsonthecomputerfromthebeginnlngitmakes

theprocesssomewhatmoreefficient,butthatisall.

WhattheWebCan'tDo

TheWebwasnotdesignedtobe,andisnot,acompletelanguageleamlngtool;

itismerelyoneofmanywaysthatwecanlearnandpracticeaforelgnlan-

guage.Inparticular,thematerialavailableontheInternet,Withtheexception

ofmaterialproducedforlangllageleamers,isnotgraded.BeginnlngStudents

caneasilybeoverwhelmedwiththerichvocabularyandcolloquialexpressions

thattheyfindthere.Itisthereforeanimportanttaskforinstructorstoguide

studentstomaterialthatnotonlylSOfinteresttothem,butalsomanageableat

theircu汀entleveloflanguageproficiency.

TheFutureoftheWeb

Nothavingacrystalballath;In°.itisdifficulttopredictwhatmayhappenin

thefuture.butsomecu汀enttendenciesprovidesomeclues:
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1.Greaterinteraction.Studentswillhavetheopportunitytointeractwith

peoplethattheyhavenevermet.TheywilldiscoverapracticalneedforEn-

glishevenwithoutmovlngOutsidetheconfinesoftheirownschool.

2.Greateremphasisonwriting.Wemightdiscoverashifttowardsmore

writingpracticeandlessconversationpracticeasstudentsspendmoretime

communicatingwithothersviatheintemet.

3.Lessre-ianceonbooks.Moreandmoreinformationwillbecomeavaila-

ble.Whetherthischangestheoverauwaythatpeopleuseandassimilatein-

fomationisdifficulttopredictatthistime.Co血dlibrariesandbooksbecome

passeH doubtthatthiswillhappeninourlifetime.butwecan'tdiscountthat

possibility.

4.Onlineinstructionalmaterials.Teacherswillstarttoplaceinstructional

materialandevenexaminationsonline.Thismaterialprobablywinnotbefree

butratherbeavailableonlytothosewhopayandreceiveapasswordinorder

toaccessit.

5.Remoteaccesstomaterials.Studentswillbeabletoaccessyourclass

materialsevenwhenathome.Theywillbeabletointeractwiththematerials

andsubmitasslgnmentSWithoutstepplngintotheclassroom.

NotethatduetothenuidnatureoftheWeb,itisalmostacertaintythatsome

oftheURL'smentionedinthisarticlewillnolongerbecorrectbythetimeyou

readthis.Forthecu汀entlyvalidURLs,pleaseseetheWebversionofthis

article,availableat:

http://www.kyotO-su.ac.jp/people/teacher/trobb/lla.html

1 Naturally.theuseoftheweblikethisdoesnotsubstituteforadequatelibrary

work;itonlysupplementsit.Informationonthewebisnotsystematic･Muchof
whatistherehasbeenplacedbyanindividual･Sinceanythingcanbe"published'
thereisnoguaranteeofqualityorsuitabilityofwhatispresented.Readersmust
evaluatethatforthemselves.CaveatlectoT!

2 "URL"standsfor"UniversalResourceLocator"andisnotpronouncedasa
word.butratherisspokenasitsindividuallettersyuarel'.





外国語教育 ･研究におけるInternetの利用*

竹 内 理

関西大学総合情報学部

Abstract

Thisarticleisanintroductiontolntemet(トnet)anditsapplicationtoforeignlanguage

teaching/reseach.First,theauthordescribesabriefhistoryonthedevelopmentofトnet.Then,

hegoesontoexplainitsfunctionsinaneasy-to-understandmanner.Inthesecondsection,basic

informationisshownconcerninghowtoconnectreaderstoI-net.ThecharacteristicsoEso<alled

〝InternetSociety〝arepointedoutinthethirdsectionJnthefourthsection,theauthordiscusses

severalmajoradvantagesanddrawbacksi一luSlngトnetinteaching.Then,hepresentsreadersthe

informationandusefultipsontheapplicationofトnettoforelgnlanguageteaching.Howto

capitalizeonI-netinresearchisshowninthefifthsection.Inthesixthsection,theauthordisI

cussestheproblemsremainedtobesolved,andthepointsthatsho山dbeねom inmindbythe

teacherswhowouldliketouseトnetimtheirclassrooms.

0.はじめに

Internet(以後 トnet)という言葉は､日本においては､一部コンピュータ関係

者を除けば1993年頃まで比較的なじみの薄い言葉であった｡これを裏付けるよう

に､1985年 1月 1日より1993年12月31日までの8年間に､朝日新聞ではトnetと

いう言葉が現れる記事はわずかに5件にしか過ぎなかった｡しかし1994年 (俗に

トnet元年と呼ばれる年)から状況は急速に変化していく｡この年､記事件数は

92件となり､1995年には4月末までのわずか4カ月で77件に及んだという(朝尾､

1995a)｡1996年に至っては､トnet関係の記事が掲載されない日がないという状

況となっている｡記事で紹介されている利用範囲も広がり､Ⅰ-netを利用した大

学入学式の実況中継 (朝日新聞､1995)から2国間首脳会談､地震防災訓練､就

職活動 (朝日新聞､1996)にまで及んでいる｡まさに ｢トnetブーム｣､と呼ぶ

べき状況が到来しているといえよう｡

このブームの中､教育機関でのトnet利用はどう進んでいるのであろうか｡日

本の大学の取り組みを調べた調査としては､『ビ トウィーン』誌 (1996)による

I-net上での大学ホームページ (本論 1.3.5参照)開設調査がある｡これによ
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ると､既に21%の大学がホームページを開設し､14%が現在製作中であり､44%

が検討中であるという｡検討していない大学は21%のみとなっており､トnetや

ネットワーク環境が急速に大学の教育基盤となりつつある状況の一端が示されて

いる1㌔大学だけではなく､小学校 ･中学校 ･高等学校レベルでのⅠ-net利用も

始まっており､通産省所管の情報処理振興協会 (IPA)と㈲ コンピュータ教育開

発センター (CEC)が行っている ｢ネットワーク利用環境揖供事業｣(通称 ｢100

校プロジェクト｣)には100校の枠に1543校の応募があり､選ばれた学校では着実

にその成果を上げつつあるという (e.g.,辻､1995)2)Oこの100校プロジェクト

以外にも各種プロジェクトに参加する学校があり､小学校から大学まで､トnet

を利用した教育 ･研究への模索が急速に進んでいる状況が浮かび上がってくる｡

外国語教育 ･研究の分野でもⅠ-netの利用は進みつつある｡たとえば身近な例

でLLA全国研究大会でのトnet関連の実践報告 ･研究発表件数をみると､第33

回 (1993)では0件､第34回 (1994)では2件､第35回 (1995)では5件と､

1994年を境に増加傾向を示している｡外国語教育 ･研究誌の世界でもⅠ-net上で

しか読むことの出来ない研究誌 TESLIEJが1994年に創刊され､そq)後もEFL

Webや TheIntemetTESLJouma)などトnet上での実践 ･研究発表の場が着

実に増加している｡さらに､lla-conf､neトlang､jalt-ca11､efljといった外国語

教育 ･研究のためのメイリングリス ト (本論 1.3.1参照)も相次いで産声を上

げている｡

本論文は､このような状況下において､トnetとは何か､トnetを通して何が

出来るのか､何が出来ないのか､何に気を付けなくてほいけないのか､といった

情報を外国語教育 ･研究の分野に重点を置きながら提供することを目的としてい

る｡まず第 1節では､トnet(こ)成り立ち ･現状､そしてその機能に関する基礎的

内容を取り扱う｡第2節ではトnetへの接続情報を提供する｡第 3節ではⅠ-net

社会の特徴を指摘していく｡第4節では外国語教育での利用､第5節では外国語

教育研究での利用に関する情報をそれぞれ取り扱う｡そして第6節ではトnet利

用教育の注意点を指摘していく｡

1,lnternetとは

I.1 lnternet:その定義

I-netとは ｢世界中に散らばるコンピュータネットワーク (通信回線でコンピ

ュータを結んだもの)が集まり､あたかも一つのネットワークのように結ばれて

いる状態｣､いわば ｢ネットワークのネットワーク (thenetworkofnetworks)
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である｣と説明される場合が多い｡しかし､この説明は形態的側面にのみ重点を

おいたものであり､機能的な側面が欠落しているように思える｡機能的側面から

みれば､Ⅰ-netとは ｢デジタル化された情報を共有するための社会的基盤 (イン

フラス トラクチャー)｣である｡そしてNegroponte(1995)が指摘するように､

多種多様な情報を容易にデジタル化することが可能となっているのが現代社会な

のである3).

1.2 lnternet:その歴史と現状

1.2.1 lnternetの歴史

パソコン通信ネットワーク (e.gりNIFTY-Serve)は､ホス トコンピュータ

(HC)と呼ばれるコンピュータにより一元的に管理され､利用権を持つ人にの

み公開されている｡これに対 し､I-netには一元的なHCは存在せず､世界中に

あるHC同士が結びつき､それぞれのネットワークはそのネットワークのHC

が管理するという､いわば分散型の管理方式を取っている｡このような分散型の

考え方を採用 している理由は､トnetの前身で1969年より始まったARPANETが､

｢核攻撃を受けた際にも通信を寸断されないコンピュータネットワークの開発｣

という極めて軍事的な課題を持っていたためといえよう｡つまり集中管理方式よ

りも分散管理方式の方が､核攻撃により破壊されるリスクが低下するというわけ

である｡またデータをパケ､ソト (packet)と呼ばれる小さな単位に分割し､それ

ぞれに宛名と番号を付け異なるルー トで送付し､到着先で組立直すなどの特徴を

持ったTCP/lP(TransmissionControlProtocol/IntemetProtocol)という標準通

信手順を考え出したのも軍事目的との関連 とされている｡ しかしARPANET開

発者の中には､例えばJ.C.Rエickliderらのように､軍事目的よりもコミュニケー

ションの手段､情報共有の手段としてコンピュータを利用することに興味を持つ

人たちが多くいたようで (電気通信政策総合研究所､1995)､やがて研究者間の

情報交換の手段として利用される割合が増していくことになる｡1980年代前半に

は､制度上のことではあるが､ARPANETは軍事ネット(Milnet)と分離される｡

さらに1985年には学術目的のNSFNET(全米科学財団の大学間ネット)が稼働

を開始 し､ARPANET(1990年には発展解消)などとともに､トnetのバックボー

ンを形成するようになった｡

1.2.2 日本での発展

日本でも､1986年には専用回線によるTCP/IP接続がおこなわれ (JUNET)､
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1989年には国際接続も実現された｡しかしトnetの利用は一部の大学や研究所と

いう狭い範囲に限られる傾向が続いた｡広い範囲での利用が始まるのは､1993年

末からの商用プロバイダー事業開始を待つことになる｡この年､商用目的の会社

(サービスプロバイダー)のトnet接続サービスが開始され､この会社のクライ

アン トになることで個人レベルでもトnetに接続することが出来るようになっ

た｡現在の爆発的トnetブームはここに端を発している｡なお一般利用が本格化

した翌年の1994年を､日本における ｢トnet元年｣と呼ぶことがある｡

1.2.3 世界の状況

比較的最新の統計 (ftp://ftp.cs.wise.edu/connectivity-tabledirectory:1995年7

月)によると､Ⅰ-netには世界150カ国以上の国､664万台以上のHCが接続され

ており､利用者の数は6,600万人以上と言われている4㌔接続されるHCの数は

急速に増加しており､約30秒に1台の割合でHCがトnetに接続されているとい

う｡現在､HCの約75%は米国にあり､日本には約2.5%が所在しているのみで

ある｡接続が急速に増えている地域は南米､アジア､ロシアなどである｡

1.3 lnternet:その機能

1.3.1 E-mail

I-net上で最も頻繁に利用されるのが電子メイル (e-mail)の機能であろう.

e-mailではわずか10秒はどの時間で､しかもほぼ無料で､世界中に手紙を送付

することが出来る｡(郵便による手紙の送付はこれと比較するとカタツムリの歩

みのようであり､そのためsnailmailと呼ばれる｡)また送られたmailはmail

boxに保管され､受け手の好きな時に､好きな場所から読むことが出来るので､

相手が仕事中であるか､出張中であるか､就寝中であるかなど時間的 ･空間的要

素を気にせず連緒を取ることができる｡また手紙の内容を編集したり､保存した

り､第3着に転送する事も容易である｡使われる言語は英語が主流であり､e-

mail独特の文体も発達している (e.g.,Angell&Heslop,1994;伊藤､1996)｡

日本語での送付は､送付元 ･送付先の双方が日本語変換のためのソフトウェアを

有していることが条件となる｡後に詳述するが､e-mailを利用することで海外と

のpen-palprojectなども実施可能であり､外国語教育での利用価値が高い｡パ

ソコンから利用する時にはEudora､Winbiffなどのソフ トウェアが必要となる｡

このうち､MtME(MultipurposeInternetMailExtensions)対応のソフ トウェア

を利用すれば音声､画像などもメイルに添付することができる｡
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電子メイルの発展した形にメイリングリス トというものもある｡これは特別な

宛先にメイルを送ると登録されているメンバー全員にそのメイルが送付されてい

く機能で､majordomoやdistributeなどのソフ トウェアを利用してこの機能を

実現している｡メイリングリス トでは､各メイルに通 し番号が付与されて送付さ

れてくるためメイルの区別も容易になるはか､各メイルが保存されており､必要

に応 じて過去のメイルを取 り寄せることもできる｡また後述するnewsgroupと

違い登録を必要とするため､参加人員を把握 しやすい (公開性の制限)｡メイリ

ングリス トを利用すれば､グループディスカッションや研究会をトnet上で容易

に行える｡

電子メイルの宛先は電子メイル7 ドレスと呼ばれる｡筆者のア ドレスは

takeuchi@ res.kutc.kansai-u.ac.jpであるが､このうちtakeuchiは ｢発信 ･着

信者｣､res.kutc.は ｢関西大学高槻キャンパス研究用｣､kansai-u.ac.jpは ｢日本

Op)の教育機関 (ac)､関西大学｣を意味するOなお@ (アットマーク)以下､

特にkansai-u.ac.jpの部分を ドメインネイムと呼ぶことがある｡ac.の代わりに

co.とあれば会社組織､go.とあれば政府機関､orは商用パソコンネットなどを

意味する｡米国の場合､教育機関はedu､政府機関はgov､軍隊はmil､会社組

織はcom となり､国名は付かない｡

1.3.2 Newsgroup(Usenet/NetNews)

newsgroupとは一種の電子会議室､あるいは電子掲示板のようなものである｡

会議室的な使い方では､ある特定の興味を持った人が自分の意見を示 し､それに

対 して別の人達が意見を述べる｡掲示板的な使い方では､例えば英語の用法で知

らないことを尋ねる｡するとその用法に詳しい人達から返信がくるという具合で

ある｡メイリングリス トと違いnewsgroupの多くでは参加登鐘を必要とせず､

そのため公開性が高い｡現時点で10,000を越すnewsgroupが展開されており､

その中には英語による文通相手を紹介するalt.education.emai1-project､soc.pen-

pals､英語の語法に関するトピックを扱うalt.usage.english､英語教育に関心の

ある人達のためのmisc.education.language.english､日本や米国の文化に関して

の質問や討論がなされているsoc.culture.japan､soc.culture.usaなどがある｡言

語は英語が主流であるため､英語読解教育や英作文教育に利用できる可能性があ

る｡なお､パソコンから利用するにはNewsWatcher､NewsAgent､WinVNあ

るいはNetscapeなどのソフ トウェアが必要になる｡
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1.3.3 Telnet(RemoteLogin)

telnetとは､遠隔地にあるコンピュータをネットワークを介して身近にあるコ

ンピュータから操作する機能のことである｡例えばtelnetのソフ トウェアを動

かしOpenhollis.harvard.edlユと打ち込むと､日本に居ながらハーバー ド大学の

コンピュータを動かし､図書館の検索が可能になる｡スタンフォー ド大学ならば

openforsythetn.stanford.eduと打ち込みloginと表示が出るとsocratesと打ち

込むことで検索が可能になる｡また､出張先や自宅からこの機能を利用し所属機

関のコンピュータへアクセスし､電子メイルの読み書きを行うことも可能である｡

さらにラ トガーズ大学のコンピュータには英語学習者用のVirtualReality (仮想

現実)School(SchMOOzeUniversity)が開設されており､openschmooze.hun-

ter.cuny.edu8888で利用出来る5㌔telnetの機能を利用すると商用パソコンネッ

トワークにもアクセスすることができる｡例えばNIFTY-Serveという富士通系

のネットワークはopenr2.niftyserve.or.jpと打ち込み､loginでSVCと入力し､

自分のIDおよびPasswordを入れると利用することが出来る0NIFTY-Serveか

らはgointernetと打ち込み､その後 telnetを選択すればこq)機能を利用するこ

とができる6)｡なお､パソコンからtelnetの機能を利用するにはNCSAtelnet､

TeraTermなどのソフ トウェアが必要となる｡

1.3.4 FTP

FTP(FileTransferProtocol)とはテキス ト､データ､プログラムなどのファ

イルを転送する機能のことで､筆者が本論 1.2.3で使用したトnet関係の情報

はこの枚能を利用して入手したものである｡また､世界中の何カ所かのサイト(例

えば日本の理化学研究所ftp://ftp.riken.go.jp/pub/)には､フリーウェアやシェア

ウェアプログラムが蓄積されており､誰でも自由に転送を受けることができる｡

このようなサイトのことをanonymousFTPと呼ぶ｡パソコン上 (Macintosh)

から目的のファイルを探すためにはGopher､Archie､WAISなどの検索ソフ ト

ウェアが､ファイル転送するためにはFetchなどの転送ソフ トウェアが､この

両方の枚能を兼ね備えたものとしてAnarchieなどのソフ トウェアがある｡Win-

dowsの場合はWinFTPなどのソフ トがある｡なお後述するWWW のブラウ

ザーであるNetscapeでもこの機能を利用することができる｡

1.3.5 WWW

WⅥW とはWorldWideWebの略称であり､テキス ト以外にも音声､画像､
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動画などを取り扱える､いわばマルチメディ7対応の情報データベースのことで

ある｡このWWWでは情報間にリンクが張られており､興味に応じて情報間を

渡り歩き､知識 ･理解を深めていくことができる｡(このような性質をHyper-

text性 という;図 1参照)これを利用すると､例えばhttp://www.white

house.gov/(このア ドレスをURLという)でホワイトハウスのページ(これをホー

ムページ:HPという ;図2参照)へ進んでいき､そこで大統領のスケジュール､

最新演説のテキス ト､写真､大統領や副大統領のメッセージ (音声 ･テキス ト)

などの関連情報を手に入れることが出来る｡http://www.gsfc.nasa.gov/ではア

メリカ航空宇宙局 (NASA)q)ツアーが楽しめ､スペースシャトルの運行情報や

アポロ計画の歴史などq)情報も得ることができる｡http://www.usatoday.com/

では米国唯一の全国紙USATodayのテキス トや写真を､現時点では無料で､手

に入れることが出来る｡さらにKeywordによる検索機能を利用すると､関連

する情報を数分で手に入れることもできる｡この方法で英語教育用の情報を検索

すると､http://www.ed.uiuc.edu/impact/とhttp://www.comenius.com/index.

htmlノに英語教育のためのHPがあり､音声やオンライン辞書の付いた読解レッ

スン､熟語レッスンなどが提供されていること､http://www.jg.cso.uiuc.edu/

pgJ10me.html/にはProjectGutenbergと呼ばれるテキス トアーカイブがあり､

そこで著作権の切れた世界の名作の英語版テキス トを手に入れることができるこ

となど､大量の情報が入手できる｡情報を検索 ･受信するだけでなく､例えば朝

尾 (1995b)のようにWWW のHPを利用して情報発信型の外国語教育 (本論4

2.1参照)を試みることも可能である｡つまり個人ないしはグループが､自ら

作成した外国語の情報を世界に向けて発信 .提供することが出来るのである｡な

おパソコンから利用するためには､Netscape､Mosaicなどのブラウザーと呼ば

Text3

図1 Hypertextの概念図
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図2 HPの例 :LLA HP

れるソフ トウェアが必要になる｡また､音声､静止画像､動画などを取 り扱うた

めには､それぞれSoundMachine/naplay､JPEGViewer､MPEGViewer(Spar-

kle)などのソフ トウェアが必要となる場合がある7).
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1.3.6 TeJcNideoconference

従来､tele/videoconference(テレビ会議システム :以後t/V-conf.)は大かかり

なハー ドウェアを必要とし､そのため教育機関では､米国の国防省外国語学校

(DefenseLanguageInstitute:http://pom-www.army.mil/)など予算を相当規模

で投入できる所でしか利用されていなかった (DLI,1992)｡しかしトnet上では､

CU-SeeMe､ShareView､Videophoneといったソフ トウェアと若干のハー ドウ

ェアを利用することで､比較的安価でt/v-conf.を実現することが出来るように

なりつつある｡Cu-SeeMe(http://cu-seeme.cornell.eduノなどから無料で入手可)

は米国コーネル大学で開発されたソフトウェアで､幾つかのハー ドウェア (C.g.,

ビデオキャプチャーボー ド､カメラ)と併せて利用することで､モノクロ画像を

1秒間に10から20フレイム送ることが可能である｡ShareViewは一式40万円前後

で市販されているテレビ会議システムで､1秒間に約127レイムの画像を転送出

来るほか､音声同時処理､黒板機能なども利用できる｡VideoPhone(Connec-

tix､12,800円/ビデオカメラ別売)は､安価なうえ操作性に優れ､黒板機能など

機能面でも充実している｡これらのソフトウェアで送られる画像は､テレビのよ

うに1秒間に30フレームの滑らかなものではないが､ソフ トや環境の改善次第で

は外国語教育のためのVirtualRealityを作り出すという重要な役割を果たす可

能性が高い｡なお音声のみのt/v-conf.を行う場合は､Internetphoneなどのソ

フ トウ ェアが利用 されている｡ (InternetpboneはWindows用で

ftp://ftp.vocaltec.com/から入手可能｡なおMac用にはNetphoneがあり､

http://WⅥW.emagiC.com/から入手できるO)

2.Jnternetに接続するためには

2.1 接折に必要なもの

2.I.1 パソコン

トnetに接続するためには､コンピュータ (本論の場合パソコン)本体､モデ

ム､回線､ソフ トウェア (接続用)などが必要となる｡パソコソ本体に関しては､

現在市販されているものは､ネットワークとの接続を前提として設計されたもの

がほとんどである｡さらに最近では､米国オラクル社が1996年中に発売を予定し

ている5万円パソコンのようにその用途をトnetとの接続のみに絞り込んだも

の､日本のバンダイが発売している PipinATMARKのようにトnet接続と若干

の機能に絞り込みテレビと結合させたものなど多様な選択肢が提供されるように
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2.I.2 モデムと回線

モデムに関しては､最低でもV.32bis/14,400bps､できればv34/V.fast/28,800

bps程度の性能のものを用意する事が望ましい｡回線は一般家庭に引き込まれて

いる電話回線 (アナログ回線)をそのまま利用することもできるが､音声､静止

画像､動画の転送を考える場合は､lSDN回線 (デジタル回線､Ⅴ.110で38,400

bps)を利用する方が望ましい｡ただしこの場合 アナログ回線のモジュラージャ

ックに相当する終端機器のDSU (23,900円)､DSUからデジタル線に接続する

ためのターミナル7ダブクーと呼ばれる変換装置などが必要となる｡また､料金

も個人利用としては若干割高になる (契約料800円､使用料月額 64kbpsで2,830

円プラス電話代､施設設置時負担金72,000円､工事費別途)｡電話料金に関して

は､NTTの ｢テレホーダイ｣のサービスを利用すれば､夜間11時より翌朝 8時

までの間､電話番号を2つ指定し月額2,400円 (アナログ回線の場合1,800円)の

定額で利用することもできる｡なお将来的には､CATV (ケーブルテレビ)回線

を利用した高速サービスが主流になる可能性がある｡米国の場合､CATVが普

及 していることもあ り､ 1カ月 $35程度で10mbpsの高速1-netサービスが

CATV回線を使って提供されている｡ 日本でも近鉄ケーブルネッ トワーク

(KCN)などが､1997年春のサービス揖供予定で実験を開始 している｡

2.1.3 ソフ トウェ7

接続用基本ソフ トウェアとしては､Macintoshの場合､TCP/IPへのtransla-

torに相当するMacTCP､公衆回線でIP接続を行うためのMacPPPなどのソフ

トウェアが必要となる｡なお､MacTCPは漢字Talk7.5より標準で提供されて

いる｡また､漢字Talk7.5.2からはTCP/IP自体が標準で提供されている｡漢字

Talk7.5用のMacPPP､漢字Talk7.5.2用のFreePPPは､NIFTY-Serveの

FSKなどからフリーウェアとして入手できる｡Windowsの場合､Windows95

にWindows95PLUS!を追加することでWinSockなどが組み込まれ､I-net対

応となる｡

2.2 接続形態

2.2.1 UUCP接続

I-netに接続する方法としては2種類考えられる｡その1つがUUCP(Uni又to
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Uni∑CopyProtocol)接続である｡この方式で接続すると電話回線を通じてメイ

ルやニューズが一定時間毎にまとめて送られてくる｡リアルタイムなI-netの利

用はできないが､常時接続しておくよりもはるかに安価である｡この接続方法を

採用した場合利用できる機能は表 1のようになる｡

表 1 接続形態と機能

E-mail Newsgroup Telnet WWⅤ FTP T/V-conf.

UUCP ○ (⊃ × × △ ×

(竹内､1996aより)

2.2.2 lP接続

I-netの機能をすべて利用するためにはJP(InternetProtocol)接続の方式を利

用する｡IP接続にも専用回線を利用して常時接続するもの (専用線接続)と､

電話回線を利用して必要に応じて接続するダイヤル7ップ接続とがある｡前者は

コス トが高く研究所や大学などで利用者が多い場合に使用される｡後者は電話代

とサービスプロバイダーと呼ばれる業者との契約料金､および月毎の使用料のみ

で済むため､個人や少人数での利用に向いている｡サービスプロバイダーは1996

年2月現在のところ約80社はど存在しており､それぞれ異なる価格 (入会時､数

千円から数万円 :使用料､千円/月から2-3万円/月)でサービスを提供している｡

プロバイダーの中には､料金は低いが回線が混雑しておりなかなか接続できない

もの､サービス自体が安定していないものなどもあり､業者選択に際しては利用

者の意見を参考にする必要がある｡なお商用パソコンネットワークからトnetへ
接続する方法もあり､例えばNIFTY-Serveならはe-mail､newsgroup､tel-

net､FTP､WWW(PPP接続)の機能が､一定の制限のもとではあるが､利用

可能である (コマンドはgointernet)｡

3.lnternet社会とは

トnet社会の第 1の特徴として､すべての人間が発信者になり得る可能性があ

げられる｡従来の放送､新聞などのマス ･コミュニケーションでは､その設備投

資を考えたとき､個人は情報の受信者でしかあり得なかった (浜野､1995)｡し
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かし､I-netでは､WWW のHPなどを利用すれば､従来からは考えられないよ

うな少額の投資で､すべての個人が発信者になる可能性をもつことになる｡ただ

し川浦 (1995)らが指摘するように､何を表現したいのかがハッキリしていなけ

れば何も発信できないわけで､個人の創造力､知識内容,日的意識が厳しく問わ

れる社会でもあると言えようC

第 2の特徴 としては個別化の進行があげられよう｡個人が発信者になることで､

極めて細分化された情報が世界中を行き交う｡個人の興味にあった情報を見つけ

られる可能性がある一方で､すべての人間がオクク化し､かえってコミュニケー

ションが阻害される可能性も潜んでいる｡従って､トnet社会においては､異な

った情報を持つ個人間の協同作業 ･情報交換が極めて大切になる｡

第 3の特徴 として英語の国際語化があげられる｡トnet上では国境とtime-lag

をほとんど意識することがない｡世界中の国々が､まさにGloba1Village状態に

なる可能性を秘めていると言えよう｡ただし､ここでの共通語はその圧倒的な情

報量から考えて英語であり､英語による表現力と理解力の有無がトnet上での恩

恵を受けられるか否かの分岐点となる (浜野､1995)｡従って水越 (1995)が指

摘するように､英語が日本におけるLnet浸透の妨げになる可能性もある｡なお

別の視点から見れば､田村 (1996)の ｢トnet上での英語支配により地域文化が

破壊される｣との指摘も否定できない状況にある｡外国語教員は､英語教育促進

の一方で､トnet社会における特定言語による支配の問題を十分意識をする必要

があろう｡

第4の特徴 として情報格差の出現があげられる｡トnetを利用できるものと利

用できないものでは情報量に極めて大きな格差が生じ､それが社会的な格差を生

む可能性がある｡情報格差を生まないためにも､コンピュータ ･リテラシー (操

作能力)の習得が教育上の重要な課題になる8).また､イタリア .ボローニャ市

や米国 ･メリーラン ド州のように､地方自治体が地域住民にトnet接続サービス

を提供するなど､社会をあげて情報格差の発生を防く･ような取 り組みが必要とな

る｡

第 5の特徴 として､教育環境の変化が考えられる｡トnetの発展により ｢教室

の壁｣は崩壊 し､教育は時間的 ･空間的束縛から解き放たれつつある｡トnet教

育空問 (サイバースクール)の発展 ･充実は､今後急速に進むと考えられる｡そ

してサイバースクールにおいては､従釆の教室型教育方法 (または方略)は通用

せず､教員は新しい教育方法を模索する必要に迫られているのである0

以上のように､トnet社会では､個人の創造力と知識､協同作業 と情報交換､
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英語リテラシー､コンピュータ ･リテラシー､そして教育方法の転換が必要とさ

れているのである｡

4.Jnternetの外国語教育での利用

4.1 利点と間露点

4.1.1 学習者の視点から

学習者側からみてまず第 1にあげられる利点は､朝尾 (1995b)の指摘するよ

うに､外国語運用とその練習の区別が希薄化されることであろう｡例えば､Ⅰ-

netで e-mailを送ることは作文の練習であると同時に外国語を使った実際の

communication(運用)となり得るのである｡これと関連 して､外国語を使い

communicationができることで学習へのmotivation､それもGardner(1985)の

いうextrinsicなものだけでなく､活動それ自体に面白さを感 じるintrinsicな

motivation(Deci,1975)までも高められることが第2の利点として考えられる｡

また､外国語でcommunicationができたと言う満足感 ･自信を学習者が得やす

いという点も見逃せない (Avots&Grodberg,1992;清水､他,1995a)0

学習方略 (1eamingstrategy:e.g.,Takeuchi,1991)の側面から見れば､I-net

の利用により学習の個別化が促進されるため､各人にあった方喝で学習を進めて

いける可能性が生まれてくる｡また､一斉授業や文法学習などでは済棒型の学習

スタイルが要求されることが多いが､トnet上の学習では帰納型の学習スタイル

が必要となり､学習スタイルの偏りの是正も期待できる (塩沢､他,1995)｡さ

らに教師側の対応によるが､e-mailを利用すれば学習者はいつでも教師に対 し

て質問することが可能になる｡またnewsgroupを利用すれば､教師に質問する

だけでなく､学習者がお互いに助け合い､補いあうことすら可能となる｡

トnetを利用した外国語学習の問題点としては､トnet上での活動が受信に偏

りがちになる可能性があげられる｡日本人は発信することに慣れていないようで

あり､それが外国語としての英語であればなおさらである｡ しかし､トnetの特

徴のひとつである相互性を生かすためにも積極的に発言する努力は欠かせない｡

また日本人は､発言に値する内容を論理的に積み重ね提示する技術が欠けている

傾向があることも指摘されている (e.g.,川浦､1995;室､1995)｡トnetを利用し

て外国語を学ぶ前に､何をどう言いたいのかということを学習者が明確化させて

いなければ､学習自体が成り立たない場合もありえる｡

他の問題点としては､学習者にある摩度のコンピュータ ･リテラシーが要求さ

れることがあげられる｡学習者にコンピュータ･リテラシーがあまりない場合､
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I-netを利用した外国語の授業がコンピュータ･リテラシー養成の授業に変わっ

てしまうこともある｡本来の学習目的から逸脱しないためにも､コンピュータ ･

リテラシー習得への積極的な取り組みが必要とされる｡

4.1.2 教師の視点から

教える側から見た第 1の利点は､膨大な量の情報 (素材)が入手できるという

ことであろう｡テキス ト､音声､画像､文献情報､文化情報など､従来なら入手

するのに複数のソースに当たり､かなりの時間と経費をかけていたものを､短時

間に､しかも安価に入手することができる｡例えば米国大統領のある演説全文を

入手するのに数分程度の時間と電話代の出費ですむ｡USAToday紙で 大統領

選拳の記事を入手する場合にも､同じ程度の時間と経費ですむわけである｡また

西納 (1994)の指摘するように､time-1agのない極めて新鮮なmaterialsや情報

を入手することが可能になる｡さらに前項でも述べたが､e-mail､newsgroup

などを用いることで学習者指導の迅速化を図ることも可能であるし､トnetでの

情報収集を組み込んだ協同作業を企画することで学習者間のcollaboration

(e.g.,Nunan,1992)や学習者間での外国語使用なども促進することが可能にな

る｡

情報量の膨大さは一方で問題も生む｡学習者に適した情報を膨大な情報の中か

ら取冶選択する作業は､清水､他 (1995b)が指摘するように､教師にとっての大

きな負担の一つといえようOまた､往々にして教師は､Ⅰ-netをはじめとしたメ

ディアを利用すればすべての間霞が解決するような幻想に囚われがちだが､実際

は必ずしもそうでない場合が多い｡大切なのは､トnetを利用しない授業 とト

netを利用する授業とをどう関連づけて効果的に外国語能力を伸ばしていくか､

という指導計画であろう｡

水越 (1995)の指摘するように ｢教師は自分が教えられた方略で教える｣もの

である｡従ってⅠ-netを利用して有意義な授業を展開するためには､教師側は自

分が教えられた一斉授業型の方略を見直し､教師が学習者のfacilitator/adviser

となるような新Lい教育方略を採用していかなければならないOまた､協同作業

を導入するのであればcoordinatorとしての教師の立場を自覚し､学習者たちに

主導権を擾らさなければならないであろう｡なお新しい教育を展開するためには､

教室のレイ7ウト (e.gリ机 ･黒板 ･電源などの配置､電話回線の敷設､壁の有

無)をはじめとした物理的条件も見直す必要がある｡

最後に､清水､他 (1995a,t))の指摘するように､トnetを利用した教育では､
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外国語教師も一定のコンピュータ ･リテラシーが必要となる｡これが欠けた場合､

予想された効果 ･効率は期待できなくなる恐れがある｡従って竹内 (1995)の指

摘するように､外国語教員の養成､再教育の段階でコンピュータ ･リテラシーを

習得させることがぜひとも必要となる｡

4.2 外国語としての英語教育

4.2.1 Writin9

トnetを利用 した英語教育で最も多くの活動が考えられるのかwritingであろ

う｡その中でもe-mailを利用した文通活動はかなりの実践例が報告されている

(C.g.,三宅､杉本､1985;曽山､1994;加藤､1995･,塩沢､他､1995)｡文通相

手としては､三宅､杉本 (1985)のように日本人以外の英語学習者､曽山 (1994)

のように英語nativespeakers､塩沢､他 (1995)のように日本人英語学習者同

士の場合などが考えられる｡文通の形態はペアで行うもの､メイリングリス トや

newsgroupを利用して複数名で行うものなどが考えられる｡文通相手を見つけ

る際にはInterculturalE-mailClassroom Connections(iecc@ stolaf.edu;詳しく

はhttp://www.stolaf.edu/network/iecc/)､あるいはnewsgroup上のsoc.penpals

やalt.education.emaiトproject､WWW のComeniusGroupが提供するKey-Pal

Connection(有料)などの助けを借 りることが出来る｡また､京都産業大学の

T.Robb氏 (trobb@ cc.kyoto-su.ac.jp)らが行っているメイリングリス トなども

あるOなお文通ではないが､学習者が英作文 (作品､意見)を発表する場として

は､Parents& ChildrenTogether(http://www.indiana.edu/-ericJeC/fl/pcto/

menu.html)やExchange(http://deil.lang.uiuc.edu/exchange/)などがある｡

1対 1の文通の場合､参加者によっては最初の数回 (自己紹介など)で話題に

窮することもある｡このような場合､1人につき複数のペアを構成しておき､話

題のあったもの同士で文通を進めさせていく方法が有効である｡それでも話題に

困る場合は､教師がtopicsを提供するなどfacilitatorとして活動 していく必要

があろう｡また初期の段階ではofHine(ネットワークを使わずに)で過去のe-

mail文通の例などを読ませ､その特徴をつかませるような指導が必要である

(e.g.,Warshauer,1995)a

実際の利用の前段階として､学内のみにオープソされたnewsgroup(あるいは

メイリングリス ト)を利用してgroupwritingを行うのも有効な活動といえよう｡

あらかじめ数名のグループを作っておき､on-1ineで最初のメンバーが書いた第1

パラグラフに次のメンバーが第2パラグラフをつけ加えるというstory-building
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は､groupwritingで有効なtaskの1つである｡パラグラフの数や登場人物の数

などを指定 しておき､その数の中で物語を完結させるような制限を加えると

taskがより上手くいくようである

ある程度writing力をつけた学習者には､実際のnewsgroupへの投稿も考え

られる｡この場合､あらかじめ幾つかのnewsgroupを読ませ､その雰囲気や書

き方のようなものに慣れさせていく指導が必要であろう｡また投稿の初期段階で

は､教師による添削も必要であろう｡教員は事前に学習者の興味を調べておき､

しかるべきnewsgroupをtopic毎に幾つか選別し学習者を導くような配慮が必

要となる (e.g.,清水､他,1995b)0

実践例が増えつつあるものとして､WWW を利用した英語表現教育がある｡

WWW のHPを学習者に英語で作成させ､公開していく過程で作文能力や表現

力を育成していこうとするもので､朝尾 (1995b)らが実践している｡ここで問

題になるのはHPを作成する際に用いるコンピュータ言語 HTMLの習得であ

る9)｡朝尾 (1995b)の場合､HTMLのテンプレー トを事前に作成しておき､こ

れに学習者が英語で記入していく形式を提案 している｡HP作成支援ソフ ト

PageMill(Adobe､29,800円)､HOTALL(デービーソフト､20,000円)や市販の

テンプレー ト､例えば ｢インターネットホームページキット/Infogallery｣(内田

洋行､9,800円)などを利用することも考えられる｡最近のワー ドプロセッサプ

ログラムの中には､文章をHTML形式で保有させる機能を有したものも発売さ

れており､HTMLの学習を最小限に抑え､表現教育へ力点のおける環境が急速

に整いつつある｡なお､WWW を利用した教育では､リンクのはり方の独創性､

論理性､信用性など､新しい指導 ･評価の対象が現れることも注意する必要があ

ろう｡

トnet上でのwriting活動が成功するためには､教育方略の転換が重要になる｡

つまり､活動それ自体がcommunicationを目的としているために､指導の力点

は文法的なaccuracyよりもむしろcommunicationの成否におかれる｡従って､

教師はcommunicationに影響しないような誤りにはあまり触れず､伝達内容の

充実､その構成､論理的流れなどに指導の中心をおくよう努力する必要がある｡

4.2.2 Reading

e-mailやnewsgroupを利用すれば､その過程で相当量のreading活動が生じ

る｡特にnewsgroupを利用すれば､学習者の興味に応じたtopicに関して､ど

の様な意見や情報があるのかを探りながら ｢新鮮な｣英語に大量に触れていくこ
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とができる｡newsgroupが英語難易度の問題で利用しにくい場合には､外国語

教育 HPの提供するshortstoriesなども利用できる｡例えばComenius

(http://www.comenius.com/index.html/)では学習者用に比較的難易度の低い

fables(FluencythroughFables)が理解度チェックの問題とともに提供されてい

る｡また､Impact(http://www.ed.uiuc.edu/impact/)には時事的な記事も提供さ

れている｡

時事英語の読解では､日本の新聞社､例えば読売新聞 (http://www.yomiuri.

co.jp/)､朝 日新聞 (http://www.asahi.com/)､JapanTimes(http://shrine.

cyber.ad.jp巧tinter/home.html/)などが授供している英文記事をよみ､その後

USAToday(http://www.usatoday.com/)､SamFranciscoExaminer(http://

www.examiner.com/)､NewYorkTimes(http://nytsyn.com/)､CNN(http://

www.cnn.com/)､Time(http://www.pathfinder.com/より選択可能)などが提供

している同じ話題の記事を読み､両者を比較する活動が考えられる｡そこに

WWW を関連づけ､例えばホワイトハウス (http://www.whitehouse.gov/)に入

り､その記事に関連する大統領のスピーチを検索させ､これを読ませるような活

動 も可能である｡なお､英文記事のレベルが高すぎる場合には､Timefor

Kids(http://www.pathfinder.com/よりTimeを選択後､TimeforKidsを選択)

など平易な英語で書かれた記事も提供されている｡

文学作品では､ProjectGutenberg(http://www.jg.cso.uiuc.eduノpgJ10me.html/

あるいはhttp://gagme.wwa.com/-boba/gutenberg.htmlJ)に著作権の切れた英語

版の作品テキス トが膨大に保存されており､学習者のレベルと興味に応じて授業

外で幾つかの作品を読ませextensivereadingの活動を行わせることも可能であ

る｡提供されている作品は平易なfablesから難解な文学作品まで多岐にわたっ

ている｡文学作品ではないがextensivereadingにつながる活動としては東(1995)

がある｡通信販売のカタログなどを大量に読ませreading力や背景知識がつくよ

うに指導し､最後にはパソコン通信やトnet上で個人輸入を行うというものであ

る｡いずれにせよ､学習者の興味に応じて大量に英語を読ませるにはⅠ-netは有

効な道具と言えよう｡

4.2.3 Vocabulary

Vocabularyに関しては､授業の準備段階や教材作成の面で利用価値のある

resourcesが提供されている｡例えば英語のusageの面で教員が情報を得るには､

newsgroupのalt.usage.englishなどが便利である｡英語の用法に関しての質問



30 竹 内 理

を出すとこれを読んだ人々からの返事が届き､その用法の今の姿を知ることが出

来る｡辞書などで調べても判断のつきかねる場合､nativespeakersに尋ねても

判断が割れる場合など､より多くの意見を求めるために利用できる｡ただし情報

の一方通行にならぬようにこちら側からも情報を提供する姿勢は忘れてはならな

い｡

単語の学習に関してはhttp://www.dsu.edu/projects/word-oLday/word.html/

のthecoolwordoftheday､http://syndicate.com/のwordpuzzleなどが活用

できる｡Idiomsの学習では､ComeniusGroup(http://www.comenius.com/)の

theVirtualEnglishLanguageCenterの中で提供されるWeeklyldiomが参考に

なる｡よく利用されるidiomが用例 と音声サンプルとともに提供されており教

員の教材作 りへのヒン トとなる｡トnet上で頻繁に利用される英語jargon集な

ども http://fount.journalism.wisc.edu/jargon/jargon.html/や http:/ノwww.ccil.

org/jargon/jargon.html/などから入手することができる｡

辞書の利用もI-net上では可能であり､例えばhttp://www.aix.or.jpntenkyusha/

で 『リーダーズ英和辞典』をはじめとした各種辞典を検索することができる｡

(現在は無料であるが､将来は有料になることが予想される｡)国外では

http://C.gp.cs.cmu.edu:5103/prog/webster/でWebsterの検索が行える｡スペ

ルチェッカー としては､WebsterSpellChecker(http://www.eece.ksu.

edu/spectre/newspell/)が利用できる｡

4.2.4 Listenlng/Speakl'ng

マルチメディア対応のⅠ-netといえども､現時点ではテキス ト並の容易さを持

ってふんだんに音声を取 り扱 うことは難 しい｡ただ し前出のImpactや

Comeniusでは単語やイディオム､例文などに音声を付与してlisteningやspeak-

ingにも注意を払っている｡またvoice-mail(e-mailに音声を付与したもの)や

t/vICOnf.(e.g.,Cu-SeeMe､ShareView､Internetphone､Netphone)機能の発

達も目覚ましいため､近い将来､音声を十分に利用した外国語教育をトnet上で

展開出来る可能性は高い｡

現時点では､listeningであれば､ホワイ トハウスのHP(http://ⅥW .whitehouse.

gov./)に入 り大統領のスピーーチの音声版データおよびスクリプ トを入手 しお

き､ これを学習者に聞かせてlistening活動 を行 う (竹内､1996b,C)､

President'sRadioAddress(http://sunsite.unc.edu/gov/radio/radioaddresses･

html/)へ入 り大統領のラジオ演説を入手 しておき､これを利用して1istening活
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動を行う､EnglishasaSecondLanguage(http://www.1ang.uiuc.edu/rli5/esl/)

へ入り､そこで提供されている教材を利用して1istening活動を行う､National

PressClub(http://town.hall.org/Archives/radio/IMS/Club/)､ABCRadioNews

(http://www.realaudio.com/contentp/abc.html/)､WorldRadioNetwork(http:

//www.wrn.org/audio.html/)､ NationalPublicRadio(http://www.realaudio.

com/contentp/npr.htmlノ)などに入り､そこで提供されているインタビューやラ

ジオ番組を利用してlistening活動を行う､などが考えられる｡

speakingであれば､学習者にWWWのHPを作らせそこに簡単な音声メッセー

ジを付与させる､先述の EnglishasaSecondLanguageのConversationsfor

ESLstudents(http://www.lang.uiuc.edu/r-1i5/book/index.html)で提供されてい

る教材を用いてspeaking活動を行うなどの利用法が考えられる｡

筆者の場合､トnet上で集めた新聞記事などのmaterialsを前もって学習者に

読ませ､それと関連 したtopicのCNNnewsを聞かせるなど､トnetを利用した

reading活動と関連づけて!二些!外でlistening活動を行っている｡またspeak-

ingの場合､学習者にトnetを使って情報収集を行わせ､それに基づきoral

presentationをさせるなど､presentation技術向上を目的とした 活動と関連づ

けて利用している｡

なお､Iistening教材を送付してくれるメイリングリス トも存在ている｡Major-

domo@tenet.eduの中にあるcnn-newsroomは､CNNで放送されたニュース

(JST17:30より放送のNewsroom)に関する練習問題を作成し1週間に5日送付

してくれる (教室使用であれば教材複製も可)｡ただし難易度は上級学習者向け

で問題量も多いため､一般学習者を対象として使用する場合には手直しが必要で

ある｡登録 (無料)方法は､電子メイルのsubject欄を空にして､subscribecnn

-newsroom とend(subscribeとendの行とは改行しておく)からなるメイルを

Majordomo@tenet.eduへ送れば返信が送られてくる0

4.2.5 異文化に関する情報

異文化に関する情報は､教師や文献を通して提供される場合､フィルターを通

して提示されたことになり､またある程度のtime-1agが生 じ情報が古 くなって

しまうこともやむおえない｡しかしトnetを通して学習者自身が異文化の人々と

直接知 り合い､real-timeに情報を入手できれば､フィルターの影響やtime-lag

の問題をある程度解決できる｡そのための手段として､学習者にnewsgroupの

soc.culture.usaなどを利用 して文化情報を質問させたり､あるいはsoc.cuト
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ture.japam上での質問に答えさせたりすることが考えられる｡また､TheWeb

ofCulture(http://www.worldculture.com/)で提供されているCultureAssimila-

torsなどを利用して､文化的差異に気付かせることもできる10㌔ 日本事情 ･文化

に関する英語解説を学習者に作成させHP上で公開し､その解説作成過樫や解

説への読者からの反応を通して､日本文化や日本人のコミュニケ-ショソバタン

を認識させることもできる｡VirtualTourist(http://wings.buffalo.eduJworld/)､

CIAWorldFactBook(http://ⅥW .odci.gov/cia/index.html/からPublicationを

選択)なども文化情報､地理情報を得るためには有益である｡さらにトnetを利

用したwriting､readingなどの活動を通して､学習者自身が間接的に異文化に

関する情報を感じ取ることも可能である｡

4.3 英語以外の外国語教育

トnet上では圧倒的に英語関係のresourcesが多い｡しかし､英語以外の外国

語教育に役立つresourcesも幾つか見受けられる｡例えばスペイン語学習の場合､

HPとしてはhttp://www.sussex.ac.uk/langC/Spanish.html/やhttp.･//gpu.srv.ua1-

berta.carscoleman/index.html/(WebSiteforHispanists)､MOO(Notes5.参照)

としてはhttp://web.syr.eduノーlmturbee/mundo.htmlなどがある｡外国語として

日本語を学ぶ学習着用メイリングリス トとしては､Gakusei(listproc@hawaii.

edu)などがある11㌔中国関係の時事情報HP/メイリングリス トにはCND:China

NewsDirect(http://W .cnd.org/)､中国語学習HPとしてはhttp://www.marshall.

edu/jmullens凡ang.html/などがある｡ ドイツ語の場合はhttp://www.sussex.ac.

uk/1angc/german.html/など､7ランス語の場合はhttp://www.fourmilab.ch/

francais/lfrench.html/や http://www.unm.edu/~wx3W/alliance.html/(Alliance

Francaise)など､ロシ7語の場合はhttp://www.sussex.ac.uk/langc/russian.

html/などがあげられる｡英語以外の外国語では､国防省外国語学校のHp(h仕p://

1ingnet.army.nil/)も有益であろう｡

5.lnternetの外国語教育研究での利用

5.1 E-mail､Mailinglist､Newsgroup

e-mailは研究者間における情報交換の必須ツールとなっている｡l対1の情報

交換ばかりでなく､効率の良い複数間情報交換のためにメイリングリス トを利用

する研究者も増えている｡日本の外国語教育関連メイリングリス トに限って紹介

すると､lla-conf､net-1ang､jalt-call､efljなどがあるoHa-confは語学ラボラ
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トリー学会 (LLA)のメイリングリス ト (中部大学の大場毅氏らが中心)で､2

月23日現在で登録会員数25名､通算メイル数104通である｡討論内容は ｢メディ

アと外国語教育関係｣である｡残念ながら､LLA会員にもその存在が十分知ら

れていないこともありトラフィック数が少ないが､今後の発展が期待される｡登

録方法はsubscribelュa-confとend(2文は改行しておく)からなるメイルを

Majordomo@clc.hyper.chubu.ac.jpへ送付すると (電子メイルのsubjectには何

も記入しない)､折り返し使用法などが返信されてくる｡登録後はlla-conf@clc.

hyper.chubu.ac.jpへメイルを送れば登録会員にそのメイルが送付される｡なお､

登録後は自己紹介メイルをポス トする事が望ましい｡

neHangはHyperMediaWorksGroupのメイリングリス ト (中部大学の尾

関修治氏らが中心)で､2月23日現在で登録会員数133名､通算メイル数1079通

である｡｢デジタルメディアと外国語教育､デジタルメディアの情報､新しい教

育の試み｣などが議論されている｡会員は外国語教育関係者ばかりではなく､そ

のためかえって議論の広がりが感じられる｡登録方法はsubscribenet-1angと

endからなるメイルをMajordomo@clc.hyper.chubu.ac.jpへ送付すると (電子

メイルのsubjectには何も記入しない)､折 り返し使用法などが返信されてくる｡

登録後はnet-1ang@clc.hyper.chubu.ae.jpへメイルを送れば登録会員にそのメイ

ルが送付される｡なお､登録後は自己紹介メイルをポス トする事が望ましい｡

jalt･1aHは全国語学教育学会 (JALT)のメイリングリス ト (名古屋芸術大学の

S.McGuire氏らが中心)で､2月23日現在で登録会員数126名､通算メイル数

2915通である｡討論内容は ｢外国語 (特に英語)教育一般｣で､JALT会員の多

くが英語を母国語とするため議論は英語で行われている｡外国人教員の公募など

の連絡もなされている｡登鐘方法はsubscribejaltcallとendからなるメイルを

Majordomo@clc.hyper.chubu.ac.jpへ送付すると (電子メイルのsubjectには

何も記入しない)､折り返 し使用法などが返信されてくる｡登録後はjaltcall@

clc.hyper.chubu.ac.jpへメイルを送れば登録会員にそのメイルが送付される.な

お､JALT会員以外でも登録できる｡

efljはHyperMediaWorksGroupが主催するメイリングリス トの一つ (東海

大学の朝尾幸次郎氏らが中心)であるが､大学英語教育学会 (JACET)の会員を

登録メンバーに想定しており､｢日本における英語教育全般｣が主な議題になっ

ている｡なお､JACET会員以外でも登録できる｡2月23日現在で登録会員数85

名､通算メイル数155通である｡登録方法はsubscribeefljとendからなるメイ

ルをMajordomo@clc.hyper.chubu.ac.jpへ送付すると (電子メイルのsubject
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には何 も記入 しない)､折 り返 し使用法などが返信されて くる｡登録後は

eflj@clc.hyper.chubu.ac.jpへメイルを送れば登鐘会員全点にそのメイルが送付

される｡なお､登録後は自己紹介メイルをポス トする事が望ましい｡

外国語教育とは少し離れるが､コーパス (言語データベース)研究のメイリン

グリス トCorpist(北大の園田勝英氏らが中心)などもあり､登録方法はsub-

scribecorpistとendからなるメイルをMajordomo@ilcs.hokudai.ac.jpへ送付

すると､折 り返し使用法などが返信されてくる｡登録後はcorpist@ilcs.hokudai.

ac.jpへメイルを送れば登録会員全員にそのメイルが送付される｡

海外の外国語教育メイリングリス トとしてはTESL-Lが知られており､登録に

はlistserve@Cunyvm.cuny.eduに宛ててsubscribetesl-1YourFirstnameYour

Lastname(YourFirstname/Lastnameには個人名をローマ字で挿入)という文

をsubjectを空にして送付すると､折り返し使用方法などが返信されてくる｡こ

のメイリングリス トは会員数が6,000人を越えており､一日あたり30通程度のメ

イルが届くことも希ではない｡このためメイルボックスに制限のある商用パソコ

ンネットワークから利用する場合には､メイルボックスがあふれないように毎日

チェックするなどの注意が必要である12).長期にわたりメイルボックスが開けら

れない場合には､unsubscribetesl-1という文を送付し登録を解除するほうが良

い｡

アジア諸国での英語教育に関するメイリングリス トとしては､ELTASIAILが

ある｡これは昨年10月よりタイのG.Williams氏 (タマサー ト大学 :gwyn@

ipied.tu.ac.th)らを中心に始められたもので､主な討論内容はアジア諸国におけ

る英語教育の方法論､問題点､教師養成法､第二言語としての英語の特徴など多

岐にわたっている｡参加するためにはMajordomo@nectec.or.thへSubjectを空

にして､subscribeELTASIA-Lというメイルを送付すればよい｡現在のところ､

一日あたり4､5通程度のメイルが送付されている｡

newsgroupを利用して研究活動を行うグループにはmisc.educationllanguage.

english､alt.usage.englishなどがある｡登録の必要はなく､自由に内容を読み､

投稿することができる｡

5.2 WWW

WWWでも多くの研究情報が共有されている｡例えば､オハイオ大学 (OU)

CALLLabのHP(http://www.tcom.ohiou.edu/OU_Language/OU_Language･

html/)では外国語教育 ･研究のための情報が数多く提供されている｡さらにこの
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HPよりTeachingResourcesHP(http://www.tcom.ohiou.edu/OUJanguage/

teachers.btml/)へ入りることが出来る｡ここには英語､フランス語､ ドイツ語､

イン ドネシア語など色々な言語のresourcesが提供されている｡このうちEn-

glishResourcesHP(http://www.tcom.ohiou.edu/OU_Language/teachers-

1anguage-engl.htmi)には多くのリンクがはられており､画面上のボタンを押す

だけでそのHPを呼び出すことが出来る｡代表的なリンクとしては英語教師の

ための電子雑誌 EFLWeb(http://www.u-net.com/eflweb/)やネットワーク上

でのみ公開されている英語教育研究誌 TESL-EJ(http://www.well.com/

user/sokolik/index.htmU)､学会関係ではTESOLの情報などがある｡オハイオ

大学 CALLHP以外ではYahooの言語学研究 HP(http://www.yahoo.com/

SociaLSciences/Linguistics_and_Human_Languages/)､theWWW Virtual

Libraryの応用言語学HP(http://www.bbk.ac.uk/Departments/AppliedLinguistics/

VLProgs.html/)､ブリス トル大学のEFLHP(http://www.ssa.bris.ac.uk/

edjmt/home/)､LinguisticFunlandTESL研究 HP(http://www.scs.unr.

edu/homepage/kristina/tesl.html/)､日本のInternetTESLJouL･nal(http://

www.aitech.ac.jp/-iteslj/)､Sussex大学のCALLHP(http://www.sussex.

ac.ukJlangc/CALL.html/)などがある｡

日本の学会でもHPを持つところが多くなっている｡外国語教育にのみ限定

すると､LLAのHP(http:/nangue.hyper.chubu.ac.jp/lla/)､JACETのHP(http://

langue･hyper.chubu.ac.jp/jacet/)､JALTのHP(http://langue.hyper.chubu.

ac.jp/jalt/)などがあげられる｡このうちLLAのHP(図 1参照)は､中部大学の

大場毅氏らの尽力で作成されたものである｡現在のところ学会紹介､学会 ･支部

情報､入会手続き､IALLへのリンクなどに限定されているが､今後は本格的な

学術情報の揖供も考える必要があろう｡

5.3 SearchEngine(検索システム)

WWW 上の膨大な量の情報を効率的に検索 ･収集するためには Keyword検

索が重要になる｡このKeyword検索のためのシステムをsearchengine(以後､

SE)と呼ぶことがある｡代表的なSEとしては､初心者にも使いやすいYahoo!

のSE(http://www.yahoo.com/)､Yahoo!の子供向けバージョソであるYahooli-

gan!のSE(http://W .yahooligans.com/The_Scoop/Comics/)､HPの中にある

語句までも検索できるOpenTextのSE(http://www.opentext.com/)､検索速度

が世界最高で日本語もつかえるAltaVista(http://altavista.digital.com/)､登録サ
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イ ト数が世界一といわれるLycosのSE(http://www.lycos.com/)､検索に利用し

たKeywordと検索された内容の適合性を確率で示 して くれるExciteの

SE(http://www.excite.com/)､欧文検索の際に英語アルファベット以外が使える

NTT通信技術研究所のSE(http://isserv.tas.ntt.jp/chisho/titan.html/:試換運用

中)などがある｡日本語 Keyword検索としてはNipponSearchEngine(http://

www.juno.sf.keio.ac.jp/NSE-NS/)やNTTDirectory(http://navi.sl.cae.

ntt.jp/)などが知られている｡ここで重要になってくるのはKeywordの設定の

仕方であり､そこに研究者の思考の柔軟性が問われることになる｡なお上記の

SEは､現在のところ無料で使用することが出来る｡また､このうち幾つかは､URL

を打ち込まなくても､NetscapeのHP(http:/仇ome.netscape.com/)上からNet-

searchを選択して利用することができる｡

6.今後の留意点 :教育の観点から

6.1 情報倫理

Ⅰ一metを教育で利用していく際に留意すべき第 1の点は情報倫理であろう｡情

報を発信する立場におかれわた時､意図的な差別的発言はもとより､不用意な差

別的発言をすることにより国際理解を妨げ偏見を助長する可能性がある｡杉浦

(1995)はCu-SeeMeの機能を利用中に遭遇した日本人に対する差別発言に関

して言及し､トnetによって ｢国境がなくなる一方で､国意識による偏見が過渡

的にでも世界中で流れ出す危険性｣があることを指摘している｡外国語教育の

目的の一つは国際理解である｡その目的を達成するためにも､学習者に差別的発

言の危険性 ･愚かさを､歴史教育などと関連させながら､十分に認識させた上で

利用していく姿勢が求められる｡

ネット上でのエチケット (ネチケットと呼ばれる)に関しても徹底していく必

要があろう｡村井 (1995)はネット上でも ｢いじめ｣が発生していることを報告

しているが､｢いじめ｣の他にも ｢中傷合戦｣など､いわゆる引ame川amewar

と呼ばれる現象が 存在するoI-netを利用する人々に対してネチケットに関する

啓発を行う必要は､今後ますます高まる可能性がある13)o

トnetは自然発生的に拡かったもので､そこを流れる情報を検閲する管理者を

持たない｡そのためトnet上では青少年の教育上問題のある情報も氾濫している｡

また､オンライソショッピングをめぐる詐欺まかいの行為や著作権侵害行為など

も後を絶たないようである｡このような状況を受け ｢ネット警察｣を導入する捷

言なども出されている (朝日新聞､1995)｡また実際に日本では､1996年 2月 1
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日にわいせつ画像をトnet上で流したとして初の摘発が行われ (朝日新聞､1996)､

米国でも2月8日に､Ⅰ-net上でわいせつ画像 ･危険な情報 (e.g.,爆弾製造法)

を流したものに対する処罰を定めた通信法改正案が可決されている (いわゆる

Decencv法案 :なお､同法案には違憲訴訟がなされており､1996年 6月13日に

違憲の判決が出された)｡このような情報に対する検閲が起こらないようにする

ためには､利用者 1人 1人が自覚を持つしか方法がない｡特に教員はどのように

して有害と考えられる情報を未成年学習者から遠ざけておくのか､どのような発

言が差別発言としてとられるのか､著作権の侵害とはどのような行為を指すのか

といった問題を､教育への利用以前に組織的に検討 ･学習 しておく必要があ

る14).

6.2 教育格差

第2の留意点は格差の発生である｡トnetの恩恵を十分に教育 ･研究に生かす

ためにはそれなりの人的投資､設備投資､それに維持費用が必要となる｡このよ

うな投資が不可能な､あるいは必要性を認識できない教育機関では次の時代に向

けた教育を十分に展開することが難しくなる｡その結果､インフラの違いにより

歴然とした教育格差が生じる恐れがある (大前､1995)｡日本の教育機関では図

書館やAVセンターがインフラとして必要であるとの認識が拡がり､設備 ･内

容が充実しつつある｡しかしながらネットワークの必要性に関しては欧米の教育

機関ほどには認識されていない｡ネットワーク環境はすでに教育機関のインフラ

となっていることを認識し､教育 ･研究環境の改善を図っていかなければ教育格

差の問題が深刻化する可能性がある｡教育格差はひいては社会格差を生み出す場

合もあることを注意するべきであろう｡なお､人的な面ではコンピュータ ･リテ

ラシーを十分持った教具の育成とそれを支援する技術スタッフの充実が急務と言

えよう (竹内､1995)0

6.3 教育方法の転換

本論第 3節でも指摘したように､トnet社会では､教師は自分が教えられた一

斉授業型の方略を見直し､学習者のfacilitator/adviserとなるような新しい教育

方略を採用していかなければならない｡教育方略の転換は多くの負担を教員に強

いるものではあるが､新しい教育を行う上では避けて通ることのできない重要な

ステップである｡その際､どのような教育方略が有効なのか､さらにはトnetを

利用する方が本当に有効なのかなどの問題を教員自身が実証的に検討していかな
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けわはならない15㌔トnetを万能と考えることは､トnetを避けて通ることと同様

に危険な態度といえよう｡

教育方法の転換と関連して､トnetを利用した外国語授業と利用しない外国語

授業の連携も重要な問題といえる｡現時点では､例えば複数の外国語授業が提供

されている場合でも､トnet利用の外国語授業とその他の外国語授業とがあまり

連携せずに行われている場合が多い｡特に大学では教員の独自性が強いためこの

傾向は顕著である｡しかし､これではせっかくの利用も十分な効果を生み出せな

い可能性がある｡外国語教育の目標を明確化させ､カリキュラムの全体像にどう

トnet利用の授業を埋め込んで行 くのかを十分検討する必要があろう｡また､コ

ンピュータ ･リテラシー教育や歴史教育の授業などとも連携をもたせていくこと

は､外国語授業間での連携と同様に大切な課題といえよう｡

最後に､I-netの使用により直接休験が減少する (増加しない)ことが予想さ

れる｡新しい教育方法ではこの点に対しても十分な配慮をしなければならない｡

間接体験で得られた知識 ･技術をどう直接体験へ転化していくか､仮想空間をど

う現実空間とすり合わせていくかが今後の重要な研究課題の1つといえよう｡

6.4 コミュニケーション ･スタイル

トnet上では言語重視で直線的論理を多用する欧米型のコミュニケーション ･

スタイルが主流である｡そこでは以心伝心的要素を重視する日本人型コミュニ

ケーション ･スタイルは通用しない場合が多い｡また､日本人学習者は外国語を

利用して何を伝達したいのかという視点に欠けている場合が多く､伝達内容も

データの裏付けなどに乏しい場合が多い｡室 (1995)はこのようなコミュニケー

ション ･スタイルの違いが､ネットワークの公用語ともなっている英語の運用力

不足とともに､日本人にとって不利に作用する可能性を指摘している｡外国語教

育ではこのようなスタイルの違いを学習者に十分認識させる必要があるが､同時

に欧米型スタイルに学習者を同化させるのではなく､必要に応じてスタイルの切

り替えが出来るように指導すべきであろう｡

7.おわりに

新しいメディアが台頭すれば､それに伴う摩擦が生じる｡そのメディアが従来

のアナログメディアをすべて取り込み､再編成する可能性を秘めたデジタルメデ

ィア (トnetなど)であればなおさらのことであろう｡しかしこのような摩擦は､

すべてのメディアの交替期に生じることであり､かならずLもⅠ-netの登場に限
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らわたことではない｡我々にとって大切なのは､新 しいメディアの登場に目を閉

ざさず､常に学習者の利益 (学習の進展)という立場から対応するという姿勢で

あろう｡｢トnetの有効性はまだ十分に立証されたわけではない｣ との立場をと

る教員も多いOこれはある面では真実かもしれないO しかし､その有効性の検討

は利用の過程でのみ可能になる｡トnetを利用しながらその利点 ･欠点を検証 し

ていくという姿勢は､特にLLAのような学会の会員には強 く求められているの

ではなかろうか｡トnetの利用から明らかになるであろう外国語学習過程に関す

るあらたな知見に期待を寄せながら本論を終えたい｡

(Received:1996.2.29)

(Revised:1996.7.7)

Notes

*本論はLLA関西支部メディア部会 (現在はマルチメディア&インターネット研究

部会)での研究成果を一部利用したものです.作成にあたりWindows関係の情報を程

供下さった三根浩氏 (同志社女子大学)に感謝します.本論中で祐介されているデータ

(URL､価格など)は1996年2月現在で確認されたもので､その後に変更された可能性も

あります｡なお､筆者へq)問い合わせは takeuchi@res.kutc.kansai-u.ac.jpまでお願い

します｡

1)アンケート送付は1995年11月｡有効回答は全国の大学427校中､297校｡なお､同誌

には短期大学でのHP開設調査も報告されている｡

2)100校プロジェクトに関しては､http://W .cecl'f.or.jp/CEC/loop.htmi/を参照0

3)デジタル化とは､情報を0と1という2進法に変換し､コンピュータで処理できる

ようにすることを意味する｡詳しくは竹内､三根 (1994)などを参照｡

4)I-net関係の統計はこのftpサイト以外にも､http://www.netgen.com/info/

growth.html/などから入手することが出来る｡

5)SchMOOzeのMOOとは､Multi-UserDungeons(MUD)のObject指向版である

MUDObject-Orientedの略称｡これを利用すると､参加者間のリアルタイムディス

カッションなどが可能になる｡WWW 上でhttp://schMOOze.hunter.cuny.edu:8888/

としても利用できる｡詳 しいSchMOOzeの利用法に関しては､淡路佳昌氏の

HP(http･.//m .cc.rim.or.jprawaji/schMOOze/)より入手できる｡

6)商用パソコンネットワークからUNIXワークステーション (パソコンより高度な

情報処理能力を持つコンピュータ)をtelnetで操作する場合､字化けを防く･ため日本

語設定をEUCにしておく必要がある｡

7)音声データを保存するファイルの形式にはau､wav､ram､gsmなどがあり､au

が最も一般的な形式 (SoundMachineや naplayで再生する)｡Windowsの世界では

wav形式を利用することも多い｡どちらの形式も音声ファイルを一旦パソコン側に転

送､格納してから再生する形式である｡これに対してramというファイルはRealAu-
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dioPlayerという再生ソフ トを利用する形式で､この形式の場合､パソコンに格納

せず リアル タイムで音声再生が可能 となる｡なお､RealAudioPlayerは

http://www.realaudio.comより無料で入手できる｡gsmは移動電話などでも用いられ

ている形式で､http://www.cs.tu-berlin.de/-jutta/toast.html/から再生ツ-ルを入手す

ることができる｡最近では､音質重視のMPEG2と呼ばれる音声ファイル形式も増え

ている｡これは動画ファイルの音声部分を用いたもので圧縮率も良いため､短い時間

での転送が可能である｡再生ツールは､http://www.iuma.com/から入手できる｡

JPEGは静止画､MPEGは動画の標準ファイル形式の1つである｡

8)文科系大学生のリテラシー実態に関しては吉田､他 (1995)や竹内､他 (1995)を

参照｡

9)HTMLとはHyperTextMark-upLanguageの略称で､HP作成時に使用するコ

ンピュータ言語の一種｡詳しくは吉村､他 (1995)などを参照｡なお､最近ではHP

上でアニメーションや3次元画像を利用できるJava言語が注目を集めている｡Java

言語に関してはDecember(1995)､中LLl(1996)などを参照｡

10)CultureAssimilatorsとは､状況を設定し､その状況においてある特定文化に属す

る人物がおこないそうな行動を選択肢の中から選ばせ､さらにその理由を検討させて

いく訓練用問題のこと｡詳しくはSeelye(1984)などを参照｡

ll)subscribeLISTNAMEYourFirstnameYourLastnameからなるメイルを本文中

のメイルア ドレスへ送ると登録 (無料)できる｡LISTNAMEには､gakusei-1､

gakusei2-1､gakusei3-1のいずれか1つを入れる｡gakusei3が上級者むけ｡

12)現在 (1996/2/29)､NIFTY-Serveでは50通が上限となる｡ただし､1996年4月1日

より200通まで拡張される｡

13)電子メイル関係のネチケットとしては次のようなものがあげられる｡a)メイルの

subjectは半角英字とし､日本語などの2バイト言語を用いない､b)英語で書 く際

にすべて大文字で単語を表記するのは極めて強い語調 (shout)になるので避けた方が

よい､C)本文は左揃えとし､適当な長さでリターンを入れておく､d)メイル末の

署名は4行程度までに､e)極端に長いメイルは避け､内容を明確にする､ f)相手

のメイルの引用はほどほどに､g)人を中傷するようなことを書かない､ll)著作権

に気をつける､ i)商用利用 (商品宣伝など)にならないよう気をつける､ j)

flameには近づかない｡

14)未成年者に､わいせつ画像や危険な情報を提供するHPを見せないようにするソフ

トウェア (SurfWatchなど)も市販されている｡なお､著作権に関しては岩村 (1995)

や中山 (1996)などを参照｡著作権関係情報のHPとしては､ http://mci.rittor一

music.co.jp/index.html/がある｡

15)トnetの使用がかえって生産性を低めるとの指摘も産業界ではなされている (朝日

新聞､1996)0
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英語の音声教育とコンピュータの活用

有 本 純
園田学園女子大学

1.はじめに

従来の英語の音声教育では､音声学の知識だけでなく､教師の発音能力と聞き

取りの高い能力が要求されていた｡しかも､学習事項は多くあるので､発音教育

には十分な時間を割くことが困難でもあった｡従って､どちらかと言えば他の領

域の指導と比べて､軽くに扱われる傾向にある分野であったと言える｡しかし､

コミュニケーション能力の育成が､指導要領で明示された現在､この分野の指導

の重要性がようやく注目されるようになってきた｡

本稿では､この発音教育をコンピュータソフトを用いて効率的に行なう為の支

援ソフ トの紹介､及び実際の活用例を説明することで､英語の発音教育を見直す

ことを目的としている｡

2.発音教育支援ソフ ト

先ず､中学 ･高校でも使用できる子音と母音の発音練習用ソフ トとして､

SpeakWareから出ている Àccentlmprovement'がある｡これは､基本的に

は自習用であるが､マッキントシュのハイパーカー ドを利用したソフ トで､対立

する音素の識別認識､およびその昔を発する場合の口腔内の動きを見ることがで

きる｡(図 1､2)もちろん､音素の識別訓練がどれ程の有効性を持つかについ

ては､議論の分かれる所であるが､初級学習者にとっては､識別練習だけでなく､

自分が調音する際の参考にもなる｡また､教師にとっても子音や母音の発音解説

をする場合に､従来のように口腔内の図を措くか口頭で説明していた方法と比べ

て､図が動 くことで口の形や舌の位置などを理解させるのに役立つはずである｡

さらに､テープを用いるよりも､必要箇所をクリックするだけで､音声が即座に

出せるという利点もある｡問題の正解 ･不正解の際に､音楽で判定が示され､楽

しく学習できるような工夫もされている｡特に､不正解の場合には､それに関す

る解説を見ることもできる｡学習者がコンピュータ操作に慣れる為のソフ トとい

う位置付けも考えられる｡
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図 1 母音の訣別練習

図2 口形図
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次に､音声分析用ソフ トとして､GWIから発売されている S̀oundScope'に

ついて紹介する｡これには､16ビット用と8ビット用の2種類があったが､現在

16ビット用の方は製造中止になっている｡音声分析には､数百万もする高額な専

用の分析機器をこれまで必要としていたが､このソフトは比較的入手可能な価格

であること､またコンピュータも通常のマッキン トッシュで可動できる｡ただし､

表示が13インチのモニタにしか対応していないので､若干画面のサイズに問題は

ある｡また､通常のプリンタで出力しようとすると､画像情報の為かなりの時間

がかかるという欠点もあるので､時間短縮の為に､ビデオコピープロセッサに接

続している｡

このソフ トは､一般の授業の中に取り入れることは困難であるが､大学レベル

での音声学q)授業には､威力を発揮する.ただし､扱う側にも音響音声学の基礎

知識が要求される｡LLにマッキン トッシュを接続し､RGB対応のスクリーンか

モニターに出せば､学習者が今発音した音声を即座に分析して見せることができ

る｡筆者の場合は､3･4年生のゼミにおいて音声分析の実験に使用している｡

特に､4年次生の場合は､卒業論文に必要なデータを得る為の実験に用いている｡

内容はかなり充実しており､以下に示す解析が可能である｡

Spectrogram:カラーまたはモノクロで表示 wide-bandとnarrow-bandの区別

LPCHistory:気管の伝達関数の時間変化を表示

AverageFFT:長時間平均の周波数スペクトルを表示

FOPlot:基本周波数-イン トネーションの時間変化を表示

Jitter:音声のピッチの周波変動を表示

Shimmer:音声のピッチの振幅変動を表示

HNR:高周波とノイズ比を表示

Envelope:音声波形の包絡線を表示

Energy:音声波形のエネルギーの包絡線を表示

ZeroCrossing:音声波形のゼロ点を交差した頻度表示

Spline:3次多項式による平均化により時間波形をスムージングして表示

HSSlice:スペク トログラムを水平にスライスして､特定の周波数のエネル

ギーと時間に対する変化を表示

LPCResidual:LPC予測解析からの誤差波形を表示

以上のようにかなり高度な音声解析が可能であるが､英語学演習の授業では､

英語の音声分析､特に､酸味母音の各フォルマン ト値から声道の長さを計算によ
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り求めたり､各母音のFl･F2を測定し､対数グラフにプロットして調音の状態

を調べたり､スペクトラムによる音質の差異を比較するのに用いている｡また､

各子音の調音法によるスペクトログラムの出力特性についての実験やVOT測定､

基本周波数 (FO)の動きの観察､音圧 (dB)などの測定にも利用している｡その

他にも･スペクトルによって倍音構造や共鳴についての実験にも利用できる｡ま

た,1995年 6月に実施した､LLA関西支部ワークショップ ｢発音クリニック｣

においても､このソフトを使用し､参加者の母音をチェックするのに利用した｡

次に､資料として母音のフォルマン トによる対数グラフへのプロット図を示す｡

○●.l
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Iヽ 00 lI.1.′/ヽ. A～∫

l ,ll∫､､■I_tl∠′ll一､L′ 一l､､ ､)(
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I -ノ'▲†ンl′′∠′□:

I◆◆と.ヽ●仁∠ゝl′′

田

園3 英語母音の発音状況 (日本人の場合)
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これによって､日本人の英語学習者の発する母音が如何に区別されていないかを

知ることができる｡ただし､この発音は､英語の主要母音を含む文を読んだもの

からの分析であり､語レベルでの発音ではない｡

図3では､日本人学習者24名が英語の5つの母音を含む文を発音し､その中か

ら各フォルマン トを取り出して､対数グラフに措いたものである｡英語母音が､

いかに区別されていないかが判明する｡比較の為に､同じことをイギリス人被敗

者に対して行なった結果は図4で､ネイテイヴの場合は､明確に区別されている

ことも分かる｡被験者はいずれも女性である｡

図5では､英語のread,lead,と日本語のリー ドの出力結果である｡/r/と/1/

1 lヽ / /

l / ′

∫I

IIIII (9a～lIIll q: I

＼ 1I lt】

トーIヽ lI/ ＼● /ノ

図4 英語母音の発音状況 (イギリス人の場合)
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図5 サウンドスペクトログラムの出力例

の立ち上がりに大きな違いが見える｡また､日本語の場合は弾音である為に､破

裂を示す縦線が入っていることも分かる｡このように､トrの指導において､サ

ウン ドスペクトログラムを用いると､モデルの発音と学習者の発音の違いが､誰

にでも容易に理解できる｡

次に､P.Ladefogidの監修によるアメリカのUCLA音声学研究所が開発 した､

ハ イパーカー ドによる世界の言語音が入っている S̀oundofWorldLan一

guages'というソフ トを紹介する｡これは､IPAチャー トから､あるいは調音法

からも各母音や子音を選ぶこともできるし､世界地図から特定の言語を選ぶこと

もでき､言語別に各言語の音声を知ることができる｡ボタンをクリックすれば､

ネイテイヴスピーカーによる単語の発音を聞くこともできるし､解説を読むこと
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もできる｡日本語を含めて､全部で96の言語が､このソフ トには収録されている｡

一般音声学の授業または自習に最も適しているが､中学生や高校生に対しても､

世界の言語音に対する興味を引き出すのに利用できると思われる｡
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図6 SOWLの画面例

3.英語の発音教育再考

従来の英語の発音指導では､教師が発音の説明をして､教師本人の発音あるい

はテープをモデルとして､生徒が繰り返し発音するという方法を取っていた｡し

かし､発音指導において教師が必要な能力を考えて見ると､次の3つになるであ

ろう｡

1)教師が正しい発音のモデルを実行できること

2)生徒の発音が容認性を持つものであるかどうかを判断する聞き取り能力

3)もし､性との発音に容認性が低い場合は､適切な矯正指導を行なう能力

これらをすべて持っていれば問題なく指導ができるが､そのいずれかが欠けて
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いるとすれば､教師の個人研修によるか､これまでに紹介したソフ トを活用して､

その補いとするかのいずれかになるであろう｡教員養成課程における発音指導は､

現状では十分なものではないし､現職の再教育制度も確立しているとは言い難い｡

第 1の点では､ネイテイヴの餐音したテープを代用しても構わないように見える

が､実際に学習者の前で教師が発音することが､教育的にはより重要である｡第

2では､ほとんど機械による代用が難しい｡教師の音声聞き取 り能力が非常に重

要になってくる｡ただし､既に紹介した音声分析ソフ トを補助的に用いることに

よって､学習者に対 して視覚的に捷示することで発音の違いを理解させることは

可能であるが､それにも拘わらず､容認性の判断までは若干の畿器を除いてでき

ない｡例えば､パナソニックの ｢スピーチ トレーナー｣では､発音した音声を母

音四角形にプロットして表示できるが､各母音の範囲設定が不完全であったり､

KAYのComputerizedSpeechLabでは､かなり正確な表示ができるが高価で

一般向きではないなど､長所と短所がある｡自習が困難であることが､発音教育

には含まれている｡第 3では､完全に人間による指導助言が必要であり､将来的

にはこれも可能になるかもしれないが､現時点では､機械による代用は不可能で

ある｡

以上の検討では､やや音声ソフ トに対 して否定的な書き方をしてきたが､音声

ソフ トを授業で使用することには､ある程度の限界はあるものの､発音能力と聴

覚判断力を持つ教員を養成したり再教育することよりも､これらのソフ トを使用

する方が発音教育では近道となるであろう｡また､これらのソフ トは､個人指導

や自習用として､あるいは研究用として活用するのが､最も適していると言えよ

う｡
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本文で紹介したソフ ト名

AccentImprovement SpeakWare

SoundScope/16 V.1.16 GW Instruments

SoundScope/8 V.1.441 GW Instmments

SoundofWorldLanguages v.4.2 UCLA PhoneticsLab.

SummaⅣ

TeachingEnglishPronunciationthroughComputerSoftware

JunArimoto(SonodaWomen'sUniversity)

Inrecentyearscomputersoftwarehasmaderemarkableprogress.InEnglish

classesteachersusevariouskindsofcomputersoftwarewhichgivesuseful

supportforbothteachersandstudents.

InthispaperIwilloutlinehowIintroducedsuchsoftwareasSoundscope8and

16,AccentImprovement,SoundofWorldLanguagesandsoon,notonlyfor

teachinglisteningandpronunciationbutforstudyingbythemselves.Ithenex-

plainhowlevaluatedthesoftware.

Exceptforpronunciation,itispossibleforstudentstostudybythemselves.In

theshldyofpronunciation,Studentsneedsomesupportbyateacherorcom-

puter.Thereisnousefulsoftwareforit,thusEnglishteachersneedtohavethe

abilitytojudgetheirpronunciationandgivesuitableadvicetothestudents'

productionifitisnotacceptable.Thissoftwarecanbeusedforhighintemediate

levelorphoneticsmajorStudents,andalsoforteachers.





Criterion-ReferencedLanguage

TestDevelopmentの可能性

小 山 由 紀 江

金蘭短期大学非常勤講師

ThispaperdiscussesthepotentialofCriterionReferencedLanguageTest

Development(CRLTD)asamethodofassessmentofcommunicativecompe-

tenceinL2aswellasthatofotherlinguisticskills.CRLTDwasintroducedby

DavidsonandLynch(1994)asanimportantcomplementofthetestdevelop-

mentwithintheframeworkofNormReferencedMeasurement(NRM).Based

ontheirstudy,thispapershowssomeadvantagesofcriterionreferencedtestsin

termsofassesslngCOmmunicativecompetence,afterdescribingseveraldefini-

tionsgiventOCOmmunicativecompetence.Thenthehistoryoflan釘lagetesting

isbrieflytracedaccordingtoSpolsky'spointofview,whichexplainsthecurrent

positionofCRLTDinthetestingfield.Next,theprocedureofCRLTDisin-

troducedindetailtoseetheapplicabilityandfeasibilityinJapaneseeducational

setting.IncontrastwithItemResponseTheory,whichseemstohavegonefar

intothestatisticalfield,CRLTDiseasytoaccessforanylanguageteacherand

seemsquitefeasibleinJapan.ⅠntheprocessofCRLTD,itgivesusgoodop-

portunitiestoconsidertherelationshipbetweenteachingandtesting,whichis

crucialinordertointerpretthebackwasheffectinJapaneseeducationalsystem.

はじ々 )に

言語教育に関して､コミュニケーションの重要性が指摘されて久しい｡わが国

でも1989年に改訂された学習指導要領において､外国語学習の目的としてコミュ

ニケーション能力 (communicativecompetence)の育成が明確に提唱され､それ

は学校教育における重要な課題となっている｡しかし､コミュニケーション能力

を測ることについては､その能力が多元的な要素を含むために､その測定法に関

して様々な議論がなされてきた｡又､高等学校等の教員間においても､ふさわし
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いテス ト作りに関して専門的な研修の畿会への希望等が強く表明されている｡ l)

本稿の目的は､Criterion-ReferencedLanguageTestDevelopment(CRLTD)

が提案されるまでに至った背景をたどり､教員参加型の､コミュニケーション能

力を測るより良いテス ト作成の方式としてCRLTDの可能性を論ずることであ

る｡また､CRLTDの具体的な手順も併せて紹介する｡

1.コミュニケーション能力とは何か

コミュニケーション能力の評価について論じる場合に､測定の対象であるコミ

ュニケーション能力とは一体何か､ということがまず問題となる｡コミュニケー

ション能力に関する議論自体は目新しいことではなく､コミュニケーション能力

の育成は様々な教授法の中でそれぞれ目指されてきたと言えるだろう (伊東,

1994)｡ここでは､Chomsky(1965)が言語規則の知識を言語能力と捉えたこと

に対して､言語能力とはコミュニケーション能力であるという立場を掲げて登場

した幾つかの視点を紹介したい｡

まず､Hymesの言葉を引用することから始めよう｡

"Therearemlesofusewithoutwhichthemlesofgrammarwouldbeuseless."

(Hymes,1971:15)

Chomskyは実際の言語使用に関わるperformance(言語運用)と言語使用の基

本にあるcompetence(言語知識)を区別したわけであるが､その構造言語学的

な言語能力の捉え方に対して批判的に述べられたのが上記のHymesの言葉であ

る｡competenceが言語使用全体の基本にあるならば､そこには必然的に､

Chomskyの分類によるperformanceに含まれる様な ｢適切さ｣とか ｢受容性｣

というものも含まれてくるはずである｡言語能力は､言語に関する｢知識｣と｢使

用｣の両方の点から考えられなければならない｡そこで､Hymesが提唱したの

はコミュニケーション能力の有無を以下の4つの問によって調べることであっ

た｡ 1)形として可能であるか､2)実施可能であるか､3)コンテクス トの中

で､適切であるか､4)実際に何かがなされうるか､という4つの観点であるが､

ここではHymesが言語に関する ｢知識｣と ｢使用｣の区別をし､コミュニケー

ション能力にこれらの両方を含めたことの重要な意義を確認しておくに留める｡

以降､Canale(1983)､Backn an(1990)等がコミュニケーション能力について､

それぞれ以下のような定義を与えている｡CanaleandSwain(1980)においてコ

ミュニケーション能力はgrammaticalcompetence,sociolinguisticcompetence,

strategiccompetenceの三つにまず分類された｡その後､Canale(1983)は
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sociolinguisticcompetenceをさらにsociolinguisticcompetenceとdiscoursal

competenceとに分け､コミュニケーション能力を結果的に4種類に分類している｡

また､Backman(1990)は､言語能力をorganizationalcompetence,pragmatic

competenceに分けた後､それぞれをgrammaticalcompetence(単語レベル)､

textualcompetence(文章レベル)と､speechactsに関するillocutionarycompe-

tence､言語習慣に関わるsociolinguisticcompetenceとに分類している｡(図 1

参照)

コミュニケーション能力についての､これらの定義には､少しづつ違いがある

が､基本的には言語の形に関する知識と､言語を適切に使用する力との両方の面

からその能力を見ているという点は共通である｡このような ｢形｣と ｢使用｣の

両者を言語能力の軸とする言語観に立つことにより､言語の能力を測定するため

のテス トにも新しい視点が要求されることになった｡コミュニケーション能力を

測る試験においては､文法的知識だけではなく､その言語が適切に使えるかどう

かということも測定されなければならない｡そこで､ForeignSeⅣicelnstitue

test,CITOFunctionalDialogueLanguageTests(Wesche,1983:48-49)等の幾

つかのcommunicativetestsと言われるものが登場したが､これらが言語テス ト

の中でどういう位置にあるかを知るために､1980年前後までの言語テス トの流れ

を見ておくことにしよう｡

LANGUAGECOMPFrENCE

/ -一〈 -＼

__---I--/ -､ t ~ ･･･~＼ ､ヾ ､

GRAM比ATICAL TEXTUAL ILLOCUTIONARY SOC10LmGUISTIC
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c M咋 h SynL PhonJG叩 h cones Rhet -dc虹 Mantp Heur Tm噂 Se皿Slt Se爪SIL SEmSlL CutKJlet ldc虹 MaTttp Heur Tm噂 Se皿Slt SeJISIL Senslt- CulnnI

Org FlJIICtSFIJLt氏S_Ft)JICtSFuJlCb tODlAl tJ)keg_ toNさL RefsA
orVat-Lety FI昔SOl
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Voc M咋 h SyrlL PhonJG四Ph

図 1 Componentsof一anguagecompetence(Bachman,1990:87)
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2.言語テス トの流れ

この言語テス トとは基本的には外国語の能力を測るテス トのことであるが､

Spolsky(1987)はテストの歴史的な流れを大きく三つの時期に分けて論 じてい

る｡すなわち､ 1)Prescientificperiod 2)Psychometricstmcturalistperiod

3)Integrative-sociolinguisticperiodの三つである｡以下､Spolskyの枠組み

に従いながら､言語テス トの歴史的流れを大まかに考察をすることにしよう｡

1)Prescientificperiod

これは､Spolsky(1990)がTraditionalPeriodとも呼んでいる時期で､テス

トの妥当性や信頼性が問われなかった時代のことである｡最も初期のテス トとし

ては､今から2000年前に中国において行われた科挙の試験のことが触れられてい

るが､それ以来19世紀の末まで､言語テストは ｢科学｣というよりはむしろ ｢芸

術｣と呼ばれる方がよりふさわしいものであった｡イギリスの統計学者Edge-

worthはこの時期のテス トを "naturalandnormal,andevenregularinitsir-

regularity."と評し､このテス トにおける誤りを "unavoidableuncertainty"と呼

んで､その不正確さを指摘している｡(Spolsky,1993の引用より)

2)Psychometricstructuralistperiod

19世紀末になって､伝統的な技に頼るテス トの不正確さに対する批判が願著に

なり､新しいより客観的なテス トを作る動きが､教育の分野で広まってきた｡そ

の動きの中で､より信頼性高いテス トとして､多肢選択法などの "New-type

test"と呼ばれるテス トが､特にアメリカにおいて注目を集めるようになる｡

1920年代から30年代にかけて､信頼性を追求するべく様々なテス トが開発され､

Wood(1927)等によってその有用性が論じられたが､この段階では信頼性の追

求が主眼であって､言語テス トとして何をテス トすべきかということは､まだそ

れほど問題とされていなかったと言えよう｡

もう一つの動きは､言語学の分野で1930年代後半から1960年前後にかけて中心

的な位置を占めていた､構造言語学の影響である｡それぞれの言語の構造に着目

するこの言語観では､言語能力を測るときに､言語の要素をテス トすることが重

要になってくる｡この時代の代表的な言語学老Lado(1961)はテス トされるべ

き要素として､｢発音､強勢､イン トネーション､文法的な構造､語費｣を挙げ

ている｡この時点で､何をテス トするかという妥当性の追求が明確に意識される

ようになり､同時にLadoの提唱するDiscrete-PointApproach(部分的測定法)

の広がりに伴い､その結果を統計的に処理して信転性を求めることの重要さも広

く認識されるようになってきた｡
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要するに､この第二の時期､Psychometricstructuralistperiodは､統計に基

づいた信頼性と何を測定するかという妥当性の二つの要素が､テス ト作成の最重

要課題としてテス トの歴史に加えられた時代であると言えよう｡

3)Integrative･･,sociolinguisticperiod

Ladoのテス ト理論が発表されて間もなく､Carroll(1961)はそれに対する批

判としてⅠntegrativeApproachを最初に卿 昌した｡Carrollは､文法構造や語嚢

について諸要素をテス トする場合のLadoの功績を認めながらも､Discrete-

PointApproach(部分的測定法)によっては測定できない言語能力があり､

proficiencyを測るためにはintegrative(統合的)なテス トが必要であると主張し

た｡時期的には少し後になるが､011er(1979)もCa汀011とはば同様の立場を取

った.そして､統合的なテス トとしてクローズ .テス ト､ディクテーションなど

を使った調査を行い､それらの優位性を論じている｡さらに1970年前後からは､

言語能力の測定は､言語を実際場面で使用する能力を対象とするべきだ､という

社会言語学的立場からの部分的測定法に対する批判が高まった (Spolsky,1978;

Mo汀OW,1979)｡そして､これらの流れが次第に､言語能力とは包括的な意味で

のコミュニケーション能力であり､これをテス トすることが言語テス トの課題で

あるという方向に収赦 し､現在に至ったわけである｡

3.コミュニケーション能力を測るテス ト

- NRM(集団準拠測定)vs.CRM(達成基準測定)

以上で論 じられたように､コミュニケーション能力とは言語の ｢使用｣に関わ

る能力であって､ある特定の能力を測る部分的測定法は､この能力を測るには適

当ではなく､より統合的なテス トが求められることは明らかである｡他方､部分

的測定法､統合的測定法という分類とは別に､テス ト作りに関するもう一つの視

点として､Norm-ReferencedMeasurement(NRM)とCriterion-Referenced

Measurement(CRM)との二つのフレームがある｡NRMは1970年代までは言語

テス トの主流であり､その多くがdiscretepointtestであった｡｢良いテス ト｣

と言われる場合､信頼性の基礎統計としてその平均点､標準偏差､点数分布など

がよく問題とされるが､これらはいずれも被験者集団によって変わってくるもの

でありその意味であくまでも相対的な基準である｡この様に､NRM においては､

ある被験者の点数は他の被験者全体との関係で解釈され､点数分布の状況として

は正常曲線 (bell-curve)を理想とする｡また､ある特定の能力を測る方が､測

定結果を数量化Lやすいために､discretepointtestとNRMはいわば相補的な
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関係にあると言える｡これに対して､CRMはあらかじめ決められた基準に到達

しているかどうかという点で被験者の能力を測るものであり､基準の設定の仕方

により､特定能力の測定にも多面的な能力をターゲットに入れなければならない

コミュニケーション能力の測定にも適合している｡コミュニケーション能力を測

定しようとする場合には､多面的な能力の使用を求められるような基準を設定す

ればよい｡CRM においては､決められた基準に達していれば､その被験者は合

格し､達しなければ不合格となる｡被扱者全体のうちどのくらいの割合が合格し､

不合格となるかということは主要な問題ではない｡極端に言えば全点が合格する

という状況も､教育的見地から理想的なものとしては考えられるわけである｡

SpolskyのPsychometricstructuralistperiod以来､言語テス ト分野で主流と

なっていたNRMに対し､このCRMが､ある被験者がどれだけの言語能力を持

つかということを相対的にではなく直接的に提供する方法として､近年､あらた

めて見直されるようになっている｡Hughes(1989:1ト18)はCRMの優れた点

を以下のように二点挙げているc

1)被験者が何をできるかという観点で､意味のある基準を設定する｡そして､

その基準は集団によって変わらない｡

2)生徒に､その基準に到達しようとする動機を与える｡

さらに､Hughesは有益なbackwashをもたらす方法として､CRMが言語テ

ス トの中にこれまで以上に取り入れられるべきであると指摘している0(1989:

45-46)しかし､竹内 (1993)の指摘するように､CRMには様々な解決しなけ

ればならない課題があるというのも､事実である｡特に､CRMの依って立つ

criterion(達成基準)をどのように設定 ･記述し､それに対応する問題を作り出

して行 くかということは､根本的かつ重大な課題といって良いだろう0

ただし､CRMとNRMは ｢あれか､これか｣の二者択一的に考えられるべきち

のではなく､DavidsonandLynch(1994)の言うように､これら二者はむしろ連

続的に捉えられるべきものである｡大部分のテス トはNRM とCRMの性格の両

面を持っており､どちらの方により近いかという形で理解される方が実態に即し

ているだろう｡いずれにせよ､前述されたように､CRMが本来目指したように

機能するためには､測定しようとする能力 ･行為を明確に規定することが不可欠

である｡以下､この課題を解決する一つの方策としてCRLTDを取 り上げ､

DavidsonandLynch(1994)の議論に沿って､より詳細な考察をすることにしよ

う｡



Criterion-ReferencedbnguageTestDevelopmentの可能性 61

4.CRLTD- CRMに基づいたテス ト作成

DavidsonandLynch(1994)はCRLTDを次のように定義している｡

"thedevelopmentoftestspecifications(i.e.,testblueprints)andtestitemsor

tasksthrough aprocessthatworksbackandforthbetweenthespecificationand

theitemtorefinethenotionofthecriterion,orwhatisbeingtested"(1994:

728)

つまり､CRLTDとは､スペック (testspecification:テス トについて詳細に

記述したフォーマット)と試敦問題とを繰り返 し検討するプロセスを通して達成

基準をより明確なものとし､何をテス トし､どこを達成基準とするかということ

がはっきりと解るスペックと､それに基づいた問題あるいはタスクを開発する方

法である｡前述したように､CRM においては､テス トされる言語能力が何であ

るかということについての明確な記述が必要である｡これがあって初めて､テス

トの中で被故老に要求することの内容が明らかとなり､passorfailのcuトoff-

point(基準点)を決めることができる｡スペックはテス ト作りを始めるに当たっ

て､不可欠のブループリン トであると言えよう｡(Popham,1981:202)

CRLTDとテス ト開発

CRLTDが､テス ト開発全体の段階のどこに関わっているかを示す表が以下の

ものである｡

StagesofTestDevelopment

Mandate

↓

(i) (2 ) (3) (4) (5)
Selec tskiu w ri te writeitem九aSk Assembletest F血 止ze

S一光 CificaLioL)froms咋C andpil吐/出al operado皿al
工neaStFe

lIteraLivefeedbackfortestrevision

図2 TherelationshipofCRLTDtotheStagesofTestDevelopment(Davidsonand
Lynch,1994:729)
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CRLTDによって作られた問題を､実際に実施する前の段階でパイロットテス

トをやり､統計的な裏付けを得られた後で､実施に移す｡この過程全体の前半部

分が､CRLTDの関わる部分であり､その後の(4)pilot/trialの部分では､統計

処理が必要である｡

スペックの内容 - tospecifywhatisbeingtested

さて､次に実際のスペックの中身であるが､これはDavidsonandLynch(1994)

によると､以下の8つの部分から成る｡2)

1)SpecificationNumber

2)TitleofSpecification

3)RelatedSpecification(S)

4)GeneralDescription(GD)

5)PromptAttributes(PA)

6)ResponseAttributes(RA)

7)SampleItem(SI)

8)SpecificationSupplement(SS)

1)から3)は､スペックを整理するためのものであり､その内容は各々､通

し番号を付けるということ､例えば 〟writingLettersofComplaintSpecifica-

tion"というように､テス トされるスキルが判るようなタイトルを付けること､

それから関連のあるスペックの番号とタイトルを明記しておくことである｡4)

のGeneralDescription(GD)から8)のSpecificationSupplement(SS)が､本来

的な意味でのスペックの中身である｡

4)GDにはテス トされる行為を簡潔に記述する｡これは､その授業の学習目

標の要点をも含むものである｡

5)PAは､テス トの中で学習者が受け取るものについての､詳細な記述であ

る｡3)

6)RAは､PAに対して､学習者が答えを出すやりかたについての､詳細な記

述である｡換言すれば､テス トの中で ｢学習者が行うこと｣を記述する｡4)

7)SIは､このスペックに対応する例題である｡このスペックに基づいて問

題を作るときの参考にする｡

8)SSは､このスペックを使ってテス トを作るときに必要な､付帯的な事項

についての詳細な説明である｡例えば､語嚢のテストを作る場合は､出題可能な

語嚢のリス トを載せたり､リーディングのテス トを作る場合には､出典のもとに

なるテキス トブックを明記したりする｡
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スペックは以上のような梼成になっており､それぞれに詳細な記述が要求され

るが､この構成は､何がテス トされるかということや､スペックが作られるそれ

ぞれの状況によって変更しうるものであり､絶対的に固定したものと捉える必要

はない｡ しかし､これらのそれぞれの部分に詳細な記述があることで､同じスペ

ックを使えば､ある程度の研修を経た教員達であれば､代表的なそれでいて均質

な問題を作ることができるようになるわけである｡

Title:Writing:LettersofComplaint:BusinessProducts

GI):ItisimportantforlearnersinanESLenvironmenttoknowhowto

writeculturallyappropriatelettersofcomplaint.Studentswindemonstrate

theirknowledgeofculturalappropriatenessbyusingproperletterformat,

relevantinfomation,andproperregister.

SI(Thestudentswillreceiveaprintedcard.):Youareastudent.Youhave

justpurchasedaradiofromRadioShack.Whenyoutakeithome,youfind

thatyoucamottuneinyourfavoritestation.Writealetterofcomplainttothe

manageroftheCustomerServiceDepartmentandaskforarefundorex-

change.Makesurethatyourletterdescribesyoursituation(includewho,

what,when,where,why/how),iswrittenintheformatofastandardbusiness

letter,andisoftheproperregister.

PA:Eachstudentwillbegivenacardthatincludeshis/herrole,theroleof

theaddressee,andaminimumofonemorepieceofrelevantinfomation(see

SS)concerningacomplaintaboutabusinessproduct.

RA:Thestudentwillwritealetterofcomplainttodescribetheproblem.

Thisimpliesthattheletterwillcontainrelevantinformationandbewrittenin

properletterfomatandproperregister.

SS:Relevantinfomationforaletterofcomplaintaboutabusinessproduct

shouldincludethefollowlngfactors:

-who(whothesenderoftheletteris),suchashousewife,secretary

ofacompany,Orstudent(optional)

-what(whattheproblemis/whattheproductis),forexample,item

damagedattimeofpurchase;brokenveryshortlyafterpurchase
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utnotcomplainee'sfault;notsatisfiedwithqualityoftheitem

-where(wheretheproductwaspurchased)

-when(when仇eproductwaspurchased)

-why/how(ifknown,howorwhytheproblemoccu汀ed)(optional)

Properletterfomatshouldincludeelementsofastandardbusinessletter:

addressofsender

date

addressofcompany

salutation

bodyofletter

closing

slgnature

Note:FromtheTestingSeminartaughtbyFredDavidsonattheUniversityof

Illinois,Urbana{hampaign,Spring1992.

図3 WritingLettersofComplaintSpecification(DavidsonandLynch,1994:733)

図3は､DavidsonandL)mch(1994:733)がスペックの具体的な例として挙

げたものであるが､スペックは何時の段階でも ｢完壁｣なものはなく､これもあ

る段階で提出されたものに過ぎない｡その意味で､スペックというのはどの時点

でも､妥当性を追求する終わりのないプロセスにあるわけである｡このようなス

ペックの性格をまとめて､DavidsonandLynchはスペックを "aflexibletool

thattestdeveloperscanreshapetorespondtospecifictestingrequlrement"

(1994:732)と言っている｡では､｢柔軟な道具｣と言われるこのスペックがど

のようなプロセスを経て書き上げられるかを､次に見てみることにしよう｡

CRLTDプロセス

CRLTDプロセスとは､このスペックを使った問題作りの全体のプロセスのこ

とであるが､大きく分けて三つの段階がある｡第一の段階は､テス トが行われる

具体的な状況を把握することCカリキュラム､テキス ト､テス トの実施責任者､

教員などの状況に即 したスペックを考えることが必要である｡このいわば､現実

の状況からの ｢縛 り｣をDavidsonandLynchは､"mandate"と呼んでいる｡第

二の段階では､上記のフォーマットに従って仮のスペックを書き上げる｡第三の
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段階が､そのスペックを使って､問題を作る段階である｡そして､問題を作るこ

とで明らかになってくる問題点などをもとのスペックにフィー ドバックし､あら

ためてスペックを書き直す｡その結果､新しいスペックに即して新しい問題を再

び作るのである｡この過程は､パイロットテス トに移行しても良いと判断できる

まで､時間やその他の状況の許す限り何度か繰り返し行われる｡これらの三つの

段階は､テス ト開発全体を図式化した図2で見ると､(1)から(3)に該当する部分

である｡この3段階のプロセスを､テスト作りに携わる人達が具体的に何をする

かという視点から､さらに細かく図式化したものが図4である｡

(l)IdenLifyLhm 瓜 uVQIved iJlteadling

aJldte丈lT唱 1nLJleiASLnJCtic･T)aLsdI一nga血一
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bet(nF.

(2)ForTn 山 R e-tDflVelPerSOrlWork
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図4 TheCRLTD Process(DavidsonandLynch,1994:734)
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この図を参照すると､それぞれの時点でどのようにスペックを書き､どのよう

に他の人達と話し合いをし､問題を作って行くかがよく理解できる｡しかし､肝

要なのは､図4で示された過樫を何回も繰り返し行うということである｡

以上の説明で､スペックの構成､またスペックを書き､それに従って問題を作る

プロセスを繰り返すというメカニズムが明らかになったと思われるが､以下､

DavidsonandLynchは､実際にCRLTDを行う場合のガイドラインを幾つか挙げ

ているので､これらを紹介しよう｡

CRLTDを行う場合のガイドライン (DavidsonandLynch,1994:735-736)

1)一般性と特殊性のバランスをうまくとること｡つまり､余りに特殊 ･具体

的なスペックを作らない｡逆に､余りに一般的な問題を作らないようにする｡

2)PAとRAの区別をしっかりとすること｡PAは被験者に対し提示するもの､

RAはPAを受け取ってその結果､被験者が行うと期待されることである｡

3)問題作成者の実際の状況を考慮すること｡例えば､そのスペックに従って

問題を作る場合に､｢問題作成者が必要な材料を手に入れることができるだろう

か?｣あるいは ｢何か特別な訓練を受ける必要はないだろうか?｣といったこと

を考慮することが大事である0

4)一度問題を作成し､スペックを再び書き直す二度目のサイクルに入るとき､

最初のスペックの視点を忘れないようにすること｡つまり､そもそもどの言語能

力をテス トしようとしているのかという点が､変わってこないように気を付ける

必要がある｡

5)"mandate"を考慮すること｡つまり､教育行政上､又､カリキュラム上の

現実的な要請を考慮に入れるということである｡

CRLTDの意義

上記の図4によって､スペックを書き､問題を作成する過程を何回も繰り返 し

行うということが明らかとなったと思うが､ここで肝要なのは､教員連が

CRLTDに携わり､この繰り返しの作業を協同的に行うことである｡このプロセ

スを協同で繰り返しやる過程で､他の人連との様々な話し合いを通しカリキュラ

ムあるいはコースの目的についてより自覚的になる｡その結果､教員自身がコー

スの目的と生徒を評価するためのテストとを結びつけるようになり､同時にテス

トに関する議論の活発化に積極的に貢献することができるようになるのである｡

このように､CRLTDにおいては､あらゆる段階で教員同士の話し合いが重要な

鍵である｡Davidson(1992)では､CRLTDの特徴として､ボ トム ･アップであ

りしかもグループとしての同意が必要なことが挙げられている｡一人一人の教員



Criterion-ReferencedLanguageTestDevelopmentの可能性 67

の意見が反映され､しかもそれがグループの中で検証される､そういう過程を通

して､スペックや問題が出来上がって行くのである｡

CRLTDの問題点

考えられるCRLTDの問題点としては､第一に時間とエネルギーがかかるこ

とが挙げられる｡教員達の現実的な状況の中で､繰り返し話し合いを行うことは

容易ではない｡しかし､スペックを書くことについては､慣れて来るに従って要

する時間がずっと少なくなるものであり､現実的にも十分可能であると考えられ

る｡第二に､このように教員主導型であるCRLTDが､テス トと評価に最終的

責任を持つ学校責任者によって採用されるかどうか､という問題がある｡この点

については簡単な解決策はないが､基本的には､採用する側にいる人々が

CRLTDの意義を認識し､有用な方式として実施に協力して行く方向に向かうよ

う､評価論の専門家が積極的な支持を表明し､教員が実境を積み働きかけを続け

ることが必要であろう｡

5.結論

以上､コミュニケーション能力を測るテス トの作成に適 した方法として､

CRLTDの方法､意義､問題点等を論じてきた｡教員が参加するCRLTDでは､

そのプロセスで必ず行われる話し合いを通して､カリキュラム､教材､方法など

によって規定されている授業というものと､テス トとの関係が明らかとなり､結

果的に授業とテス トが密接なつながりを持つものとなる｡実際に授業を行う教員

とテス ト作成者が全く異なる場合は､この様な連携は期待できない｡しかし､教

員がスペックと作成した閉場について話し合いを重ねるCRLTD方式の場合は､

教員が実際教えている中身とテス トが測定しているものが違っていたり､カリキ

ュラム上の目標と教えていることがずれていたりすることに気がつき5)､それら

のずれを是正する姿勢をもってテス トの中身を考えていくことができる｡この状

況をDavidsonandLynchは r̀eversebackwash"と呼んでいる｡テス トが授業

の中身を規定するのかbackwashであるなら､授業の在り方をもとにして､それ

に即したテス トを作成するのは "reversebackwash"であり､CRLTDの方式は

積極的な意味での "reversebackwash"を期待できるものと言えるだろう｡日本

においても､中学校､高等学校の英語教育の目標と､通常の試験や大学入試との

連携の問題が指摘されているがCRLTDはそれらを解決して行 くひとつの具体

的方策を示しているように思われる｡

近年信転性と妥当性を二本の柱とする古典的テス ト理論の行き詰まりが指摘さ
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れ､その状況を打開する新理論として項目反応理論 (IRT)が注目を集めている

が､IRTもまた統計的処理を基本とする理論であることには変わりがない｡と

ころが､DavidsonandLynchが指摘するように､現場q)教員達の中で複雑な統

計的処理に関わることができるのは極めて限られた人達であって､IRTに至る

とその傾向はますます強くなるように思われる｡また､基礎統計のもとになる被

験者の数も通常の授業に応用できるような数ではない｡NRM においては､まさ

にこの統計処理された数字が大きな意味を持つが､CRM においては､まず何を

どう測定するかという点に重点が置かれる｡そして､その ｢何をどう測定するか｣

ということについて､CRLTDでは､徹底的に話し合いを重ねるわけである｡従

って､これでよいと思われるテス トを作成する時点までは,テス ト作成に関わる

人々の集積された経験と知識が不可欠であり､その意味で教員がこの過程に参加

することの意義は極めて大きいと言えるのである｡この作業を経験と知識を備え

た教員達が協同的に行うことにより､授業の目標が明確になり､それによって目

標に応じたスペックが作成され､その結果として､より妥当性の高い問題の作成

が実現するわけである｡もちろん､この問題作成が終わった時点からパイロット

･テス トを実施し､その結果を統計的に処理して､そこからフィー ドバックを得

ることは必要であるが､それはあくまでもCRLTDの段階以降の問題であって､

上述されたような方式で作成された､授業の目標 ･中身と連携したテス トの妥当

性を根底的に揺るがすものではない｡

また､CRLTDプロセスの第一段階で､"mandate"を認識することがまず出発

点であるということが指摘されたが､これは良いテス ト作成の成否に関わる重要

なポイン トである｡テス トも固有の文化のひとつであり､それぞれの文化の中で

の歴史や意味を持っている｡従って､あらゆる状況で同じように有効なテス トと

いうものは､厳密に言えばあり得ない｡その国､その学校等の状況に応じたテス

トを考えるために､また､それぞれの場でテス トすべき言語能力とは何かと考え

ながら､教員自らが統計処理に悩まされずにより妥当性の高いテス ト作成に携わ

る｡これは､教員がテス ト作成を､再び､しかしSpolskyの言うPrescientific

Periodとは違った形で､自らの手に取り戻すことである｡CRLTDはその現実

的可能性を示してくれている｡特殊な統計的知識やそれに必要な機器が無くても､

より良いスペックを作ることにより､コミュニケーション能力を測定する妥当性

の高いテス トを作成することができる｡そして､この可能性を現実化するために

も､今後､ワーク ･ショップの形で多くの教員が実際にCRLTDを体験 し､テ

ス ト作成に関して様々なフィー ドバックを与え合う機会を持つことが必要であろ
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う｡

[註]

1)筆者が1993年に94名の高校英語教員に対して行ったアンケー ト調査においては､

｢オーラル ･コミュニケーションA,B,C｣の実施に伴い､その評価をどうやって

行ったらよいか解らないので､専門的な研修を受けたいという教員の意見が数多く表

明されていた｡

2)このスペックのフォーマットは､もともとPopham(1981)が最初に考案したもので

あり､DavidsonandLynchも基本的にそれを踏襲している｡ただし､PromptAt-

tributes(PA)はPophamではStimulusAttributes(SA)と呼ばれているが､内容は同

じである｡また､DavidsonandL)mchのスペックの 1)から3)はPophamのもの

には､含まれていない｡

3)例えば､｢学生は､これこれの用紙を渡され､それにはこれこれの指示が書いてあ

る｡｣というようなものである｡

4)RAについては､問題が､多肢選択形式であるかそうでないかによって､それぞれ

についての記述がさらに必要である｡

5)communicativeapproacllで教えていながら､テストは文法事項についてのdiscrete

pointtestであるというような､メソッドとテストがちく.はく.の例や､日本の中学 ･

高等学校における英語教育のように､カリキュラムの大きな目標がコミュニケ-ショ

ソ能力の育成とされているにも拘わらず､実際の授業は受験を念頭に置いた文法知識

に重点が置かれている場合､等｡
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実用英語学習用ソフトの開発と実践

吉 田 信 介

摂 南 大 学

Abstract

Thispaperdescribesthecontent,thestmcture,andtheevaluationofthe

effectivenessofacomputer-assistedpracticalEnglishlearningsystem for

university-levelstudents.Theprogram constitutesacharacteristicfeature

ofashldent-centeredleaningstyle.Studentssetuptheseveralconditions

intheleamlngenvironmentbythemselvessuchas,recelVlngSuggestions

ornot,specifyingthetimelimits,thenumberofrepetitionsandsoon.

Theseconditionsincludethreedifficultylevelsofquestionsandeachlevel

haseightcategories:vocabulary,idomaticphrases,grammar,dialogues,com-

position,errordetection,cloze,andreadingcomprehensionquestions.158

unversitystudentsmadegainsof12.5% intheachievementtestand7･7

% inthelisteningcomprehensiontest.

1.はじめに

1985年 ｢英語直読直解ソフ ト｣を開発し､摂南大学においてCALLによる英語

教育を開始 した (小林,1987;吉田晴世,1985;吉田晴世､他,1992a;1992b;

青田信介､他,1991b;1992b;1994b)｡その目的は､従来の戻 り読みによる訳読

を廃 し､英文を語順通 りに読み､英語がSVO語であり右枝分かれ的構造を持つ

ことを体得させることにあった｡その結果､戻り読みの回数が減り､読みの速度

が上がる傾向がみられた｡1990年､語重力の増強と定着が読解力を向上させる要

因であるため､英単語を 〔接頭辞+語根+接尾辞〕の組み合わせにより､構造的

･語源的に学習させることを目的とした ｢語垂学習用ソフ ト｣を開発 ･実践した

(吉田信介､他,1990;1991a;1992a)｡誤答分析の結果､学習者の弱点が明確化
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された｡1993年､上記のリーディング学習により理解した内容に関して､パラグ

ラフの空所に語句や文を補って完成させることでその構成を理解させるために､

｢制限英作文ソフト｣を開発 ･実践し､自由作文へと繋げる橋渡しを試みた｡さ

らに､翌1994年､同ソフ トの高度化をはかり､表記 (スペリング) ･完成 ･空所

補充 (文､パラグラフ) ･並べ香え (語､文､パラグラフ)の技法を用いて4種

類のプログラムからなる ｢CAI制限英作文システム｣を開発 ･実践した (青田信

介､他,1994a)｡その結果､学習していく過程を明確にしながら学習者に正しい

文法構造を強化 ･定着させ､ライテイソグプロセスのモデル化に同システムが有

効であることが明かになった｡

2.ソフ トウェア開発の必要性

以上､過去10年間にわたって読解､語嚢､制限作文用英語CALLシステムを開

発､実践してきたが､それらは単発的に特定の技能を伸ばすに留まり､読解学習

では語柔や文法を全く無視して受動的に設問に答えても正解さえ出れば良いとし

たり､制限英作文では設問の部分的な手かかりのみに反応して全体的な構文を軽

視するなどの弊害が見られた｡そのため語嚢､文法､作文､読解の4つの側面か

ら､学習者主導で多角的､能動的に学習する統合的英語学習ソフ トを開発､実践

する必要がある｡

3.実用英語学習用ソフ トの開発

3.1 学習目標

本ソフトは英語の多角的な学習を目指すもので､学習環境を各学習者が個別に

設定し､語嚢､文法､作文､読解について自己ペースで能動的なCALL学習を進

めることを目的としている｡教材には比較的学習の動横付けが高いと思われる文

部省認定の実用英語検定試敦準2級と同程度の内容とレベルのものを用いた｡

3.2 学習形態

最近の急速なハー ドウェアの技術革新とソフトウェアの改善に伴って様々な英

語学習用ソフ トが開発されてきている｡特にマルチメディア型CALLが注目を浴
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びているが､実際の教育現場においては横器の老朽化とサポー ト体制q)不足等の

問題がある場合が多く､教材としてすぐに導入できる状況ではないと思われる｡

そのため､学生各自がFDを一枚ずつ所有して ドライブに挿入すれば即､プロ

グラムが立ち上がるもので､反復練習による刺激と反応と矯正の方式によって構

成されているテキストベース型 ドリルの形態をとった｡

3.3 プログラム開発用機器とソフ トウェ7

NECPC98シリーズによりC言語を用いて開発した｡

3.4 コースウェア (図 1参照)

はじめに学習環境の設定メニューから解答の表示､ヒントの表示､各設問毎の

正誤の表示､和訳の表示､解答制限時間の設定､ トライ (試行)回数の設定につ

いて学習者が個別に選択する｡次に､設問選択メニューから学習レベル (入門/

中級/上級)と学習項目 (語柔､熟語､文法､対話､作文､正誤指摘､長文穴埋､

長文読解)を選択し､さらにそれぞれについての学習ユニット(レッスン1-4)

を学習者が個別に選択する｡

解答方法は､4択の多肢選択式設問で矢印キー､又はマウスでカーソルを移動

して選択肢番号を入力し､ 1レッスン終了毎に一覧表で成績結果を確認する.吹

に､全問再挑戦か誤答のみ再試行かを選択し､全問正解になるまで繰り返す｡そ

の間､解答制限時間と試行回数を変更することにより自己の理想的学習環境を設

定することができる｡ 1学習項目終了後､折れ線グラフにより得点の推移を観察

し､さらに1レベル終了後､模擬試鼓により学習効果を測定するとともに､自己

の弱点項目を発見する｡ヒン ト表示はHELPキーで行い､使用ごとに2点減点さ

せ､ある程度のゲーム的要素も組み入れた｡

熟語､対話､作文､正誤指摘､長文穴埋め､長文読解の各学習画面を巻末付図

に示した｡ただし語柔､文法については熟語と同じ画面であるため省略した｡(巻

末の付図1,2,3,4,5,6参照)
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《図 t:全体の流れ≫
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3.5 教材

実用的な英語能力を習得させるのに有効であると考えられる文部省認定の実用

英語検定試験と同程度の内容とレベルのものを用いた｡すなわち入門編-3級､

中級編-準2級､上級編-2級の3部から構成され､段階的に学習し､その内容

は語嚢､熟語､文法､対話､作文､正誤指摘､長文穴埋､長文読解の8つのジャ

ンルからなる｡長文問題に関しては英検と同程度の難易度のFlesch-Kincaidfor-

mdaによるReadingGradeレベルが7-9のものを用いた｡

3.6 教育環攻

本学には教師用 1台と学生用80台のNECPC9801FAがLANで結ばれた情報処

理教室が2重設置されているが､今回はフロッピーディスクによるスタン ドア

ローンの形態で実施した｡

3.7 実施授業料目

英語 Ia (遇 1回90分､通年科目)

3.8 対象

工学部 1年生 4クラス 158名

3.9 実施期間

1995年4月～1996年2月 (夏期休暇中を除く)

4.授業の進め方

開講直後 (4-5月) :最初は比較的易しい問題が多い英検3級レベルの入門

編の語嚢のレッスン1から順次学習を進めていくので､全員の学習環境をそれぞ

れ解答の表示 (なし)､ヒン トの表示 (なし)､正誤の表示 (なし)､和訳の表示

(なし)､解答制限時間 (初回のみ普通)､ トライ回数 (初回のみ1)と設定し､

学習者の反応を観察した｡ただし2回目以降､解答制限時間とトライ回数は自由

に設定して自己ペースで解答し､誤ると設定試行回数内で再試行して正解を導く

ようにした｡その時､誤答箇所を不明にして偶然による正答を排除するため､成

漬結果一覧表示における再試行メニューで ｢このレッスンを最初から行う｣を選
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択させた｡

夏期休暇前 (6-7月) :多くの学習者から ｢解答の正誤が分からないとすっ

きりしない｣｢偶然正解となった場合もあるので不安｣との反応が返ってきたた

め､全点の学習環境を各設問ごとの解答の ｢正誤表示あり｣に設定したが､正解

の表示は行わなかった｡

夏期休暇後 (10-11月) :ほぼ全員が入門編を終了した時点で ｢正誤指摘と英

作文でヒン トが欲しい｣｢文法問題では解説として利用するためのヒン トを出し

て欲しい｣という要望が多数出されたので､全員HELPキーによる ｢ヒン ト表示

あり｣の設定に変更した｡ただし､ヒント使用ごとに2点滅点されるため､その

使用は各学習者の意志に任せた｡

5.ソフ トの有効性の検証

5.1 事前 ･事後テスト

本ソフ トの有効性を検証するため次の3種頬のテス トを4月 (事前テス ト)と

翌年 1月 (事前と同一の事後テス ト)に実施した｡ただし､対象とした工学部 1

年生は筆者の担当する本授業 (英語 Ia)以外には英語Ib (英文法)を受講し

ているが､大量の英文を所要時間を測定しながら読んだり､聴解力養成の特別の

訓練は行っていない｡また､事前と事後の実施間隔が9カ月で､ 4月に実施した

ことの記憶さえ定かでない学生が多くみられた｡そのためこれらのテス トの得点

は本ソフ トの有効性を検証するりにある程度貢献するものと考えられる｡

模擬準2級テス ト:英検準2級と同レベル､同形式の筆記テス ト(読解､文法､

作文､正誤､語柔問題)で､聴解の部分を除いたもの070間100点満点｡

読解力テス ト:米国SRA社ReadingLaboratory2a,2bのStartingLevelTest

で､短文2題､長文2題 (136-402語)からなる説明文を所要時間自己申告方式

で読んだ後､内容理解に関する多肢選択式設問に答える｡27間27点満点｡

CELT(ComprehensiveEnglishLan釘lageTest):リスニソグテス トのみ利用

し､問いかけへの応答文､同義文指摘､対話の内容理解の3部構成｡50問50点満

点｡

5.2 テス トの結果 (表 1､図2参照)

3つのテス トの事前 ･事後における全体､上 ･下位群別平均得点 (百分率に換
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寡)､伸び率 (百分率)､一対比較によるt検定の結果を表 1と図14に示 した｡た

だし､読解の所要時間は分で示した｡また､上 ･下位群については､事前テス ト

の1つである模擬準2級テス トの結果から､62点以上の者43名 (27.2%)を上位

群､37点以下の老43名 (27.2%)を下位群とした｡

模擬準2級テス ト:下位群 (伸び率35.7%)と全体 (同12.5%)において有意

に伸びたが､上位群はもともと得点が高いためか低い伸びであった (同1.8%)｡

このことから本ソフ トは下位群の英語力を向上させるのに有効であるが､上位群

に関しては今後難易度の高いテス トを用いて伸びを測定し､その有効性を検証す

る必要があると考えられる｡

読解力テス ト:得点は全てのグループにおいて有意に伸びなかったが､所要時

間では全体 (短縮5.6%)と下位群 (同7.9%)において有意に速 く読めるように

なった｡このことから本ソフ トの特徴の一つである制限時間内での半ば強制的な

解答により､迅速に情報を処理する能力が養成され､特に下位群において顕著に

その効果が発揮できたと考えられる｡

CELT:上位群 (伸び率11%)と全体 (同7.7%)において有意に得点が伸びた｡

このことから読解力テス トにおける所要時間の短縮と同様の現象がおきたと考え

られるが､聴解力テス トにおいては視覚 (設問を速 く読んで理解する)と聴覚 (普

声情報を一定の速度で処理する)の両方を駆使して設問に答えねはならず､予め

ある摩度の英語力を備えていることが条件であることが作用したと考えられる｡

《表 l:事前 ･事後テストの結果 (得点､伸び(%)､-対比較)》

模擬テスト(得点) 読解力 (得点) 読解刀 (時間) CELT (得点)

n= 事 事 伸 t 事 事 伸 t 事 事 伸 t 事 事 伸 t
前 後 ぴ 値 前 後 び 値 前 後 ぴ 値 前 後 ぴ 値

全 体 15850.356.612.5-7.6+62.665.2 4.2-2.612.611.9-5.64.5*39.042.0 7.7-3.6

上位群 43 70.471.7 1.8-I.070.474.4 5.7-I.912.211.8-3.31.043.648,411.0-3.1

t*-prob<･01
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《図2:事前 ･事後テストの結果と解答所要時間》

《図2:事前 ･事後テス トの結果と解答所要時間》
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6.学習進度 (表 2参照)

上 ･下位群別の平均進度と各レッスンの平均試行回数を表 2に示 した｡上位群

は少ない試行回数で正解を導いて効率良く学習しているのに対し､下位群は試行

錯誤を繰り返 している傾向にある｡

《表2:上 ･下位群別の平均進度と各レ･･/スンの平均試行回数≫

平均進度 平均試行回数

上位群 上級一語嚢-Lesson1 3.4回

下位群 中級一語尭-Lesson2 4.9回
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7.学習者の反応 (表3､4参照)

79

入門､中級､上級の各レベルを終了した段階で模擬試験 (メインメニュー)を

受験して自己の英語力をレーダーチャー トで視覚的に分析する｡その時､自分の

英語力について気付いた点､及び本ソフ ト全般に対するコメン トを記述させた｡

結果を表 3､4に､指摘頻度の高い項目順に列挙した｡

自己の英語力については力不足と答えている者が多く､本ソフ トが準 2級準拠

であることから実用英語の力が不足しており､しかも受験生時代に比べてその力

は低下しており､学生自身もそのことを自覚している｡項目では組み合わせが膨

大な数になる作文と､ある程度のスピー ドを保って内容を把握する力が試される

長文が難しく､比較的易しい表現を用いた対話の並べ換えを得意としている｡文

法に関しては得意と不得意に分かれている｡

《蓑3:自己の英語力について》

指摘項目 延べ人数 指摘項目 延べ人数

英語力がない 56 難しかつた 8

受験時に比べて英語力低下 36 対話が得意 8

作文が苦手 36 文法が得意 6

長文が苦手 33 思ったよりできていた 4

時間が足りなかった 30 力に偏りがある 4

熟語力不足 21 集中力がない 3

単語力不足 17 長文は問題を覚える 1

文法が苦手 17 した間簿を覚えていない 1
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《衷ヰ:ソフト全般について》

指摘項目 延べ人数 指摘項目 延べ人数

自分のベースでできる 7 解説が欲しい 1

たいへん良い 6 同じ問題の解答を覚えている 1

面白い 6 記憶に残らない 1

段階的に学べる 5 速さに慣れる 1

制限時間は焦る 4 教材に偏りがある 1

教材が難しい 4 学習項目別の時間設定 1

自分の弱点が見えてきた 4 表示が遅い 1

ヒントをもつと豊富に 3 正誤がでるのでよい 1

操作がややこしい 2 鉛筆を使わなくよい 1

目が疲れる 2 環境設定を自由に選びたい 1

解除ボタンが欲しい 2 このソフトで英検に合格した 1

本ソフ ト全般については､長所として自己ベースで､興味を持ちながら,段階

的に学習でき､自己の弱点が確認できるとしている｡短所として時間制限がプレ

ッシャーとなり集中できない､ヒン トの内容が貧弱､解説不足､操作ミス時の解

除ボタンが必要､目の疲れが指摘された｡

8.結論

今回開発､実施したソフトはテキス トベース型 ドリルの形態であったにもかか

わらず学習者の反応はおおむね良好であり､評価される点として以下のことが挙

げられる｡

1)設問の配列に関しては､形式面では単純な語嚢問題に始まって総合力を試す

長文読解に終わり､内容面では3級レベルの基礎的なものから2級レベルの比較

的高度な英語力を試すものまで段階的に配列した｡そのためスモールステップの

原理が働いたと考えられ､自分のペースで段階的に学べるとの反応が多かった｡

このことは基礎力が欠けていると思われる下位群の英語力を伸ばすことに貢献し
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たと考えられる｡

2)正誤やヒン トの表示､解答制限時間や試行回数の選択などの学習環境設定を

各自が行うことによる学習の個別化と積極的反応の原理が働いたと考えられ､自

分のペースで学習でき､面白いとの反応が多かった｡特に､解答時間制限という

要素を加えたことにより､迅速に情報を処理する習慣がある程度身についたため､

下位群の読解速度と上位群の聴解力が伸びたと考えられる｡

3)教材には実用英語検定試験2-3級程度の内容とレベルのものを用い､実用

的な英語能力の習得を行うことによる学習の動畿付けが促進された｡

4)設問ごとの正誤の表示やレベル ･ジャンル別グラフ表示により､学習結果が

明確に示されることによる即時フィー ドバックを行った｡そのため､自己の英語

力不足の自覚､受験時と比較して英語力が低下したとの反省が多くみられた｡

5)随時､設問の無作為抽出による模擬試験が設定 ･実施でき､結果をグラフ作

成機能により視覚にうったえ､学習項目上の各自の弱点を明らかにできた｡具体

的には作文と長文が苦手で対話が得意との反応が多かった｡

一方､問題点として次のことがあげられる｡

1)入力形式が多肢選択に制限されているので単調な学習になりがちである｡

2)ヒン トの内容を豊富に改良する必要があるC

3)設問ごとの解除ボタンの設置などの操作性の改良を行う必要がある｡

4)正解の後の解説を設けることによる学習の定着をはかる必要がある｡

5)ヒン ト使用による減点がかえって学習の妨げになる可能性がある｡

9,1996年度の実践経過と今後の課蓮

今年度も継続して同ソフトによる授業を実践しているが､今回は学習環境の設

定メニューについては解答の表示､ヒン トの表示､各設問毎の正誤の表示､和訳

の表示､解答制限時間の設定､ トライ (試行)回数の設定の全てについて自由に

選択するようにした｡その理由は､本来の意味における個別化学習とは､学習者

が自由に環境を設定して問題を解き､間違えた部分のみならず正解においても納

得のいくまで和訳などで確かめることができるものでなければならないと考えた

からである｡

実践半ばではあるが､全学習者249名の学習環境の設定メニューについての調

査を行った｡その結果､解答 ･正誤 ･和訳は92-96%が表示ありを選んでおり､
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問題ごとに納得して次に進む傾向にある｡ただし､ヒン トでは 1回使用するごと

に2点減点としたせいか35%が表示なしとしている｡このことは､得点に対する

学生の意識の強さを示しているが､今後はこの方式を再検討する余地がある｡ま

た､解答制限時間では大部分か普通 (78%)とし､以下､短い (13%)､長い (7

%)､無制限 (2%)としており､ほぼ適切である｡更に各設問の トライ回数で

は､1回が70%で 1度の試行で次に進む傾向が強いが､2回 (25%)､3回 (4

%)と何度か試行する者もいる｡

今後､個々の学生の学習内容については､FDに残るログ記録の分析が必要で

ある｡それにより､反応速度､各設問の試行回数､誤答分析などの詳細な解答状

況を探ることで､教材の適正の度合いを調べる必要がある｡さらに専用に開発す

る統計処理プログラムを用いて､成漬上 ･下位群の得点から算出する弁別指数に

より､弁別力の低い項目を随時改良して信頼性を高めると同時に､弁別力の高い

項目から英語力を形成する田子解明のためのデータの収集を行っていく｡

また､本ソフ トによる学習では音声面を考慮していないため､学生自らの受信

･発信のインタラクションを加えた統合的CALLシステムの構築をめざす必要が

あろう｡

*本研究は､文部省科学研究費一般研究 (C)｢語嚢､文法､読解､作文によ

る多角的実用英語学習システムの開発と実践｣(研究代表者 :青田信介)の成果

の一部である｡
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《付図 1:熟語≫

文脈から持t､独活の兼味を推汲gLた り､正確な文法知ikを試すことを目的とするo形態は空所

補充式同戊で､tも毒切な括旬を選択肢から遺ぶ.その襟､選択肢上をカーソルが移動するごと

に乗取にその■.清が設rq文中の空所に挿入され､視点の珍事別こよる思考の仲止を防止する工夫を

した｡ (ただ し､3項 目とも同様の形式であるため､熟清の画面を渇牡 した｡)

《付図2:対話》

コミュニケーシ ョンの実践としての対話の展開を習得することを目的とする｡文単位の整序式閉

居で､対話文として自然な順ffに文を並べ甘える.その際､Z択肢上をカーソルが移動Tるごと

に突板に英文が並べ変わLJ､対柘の内容に暮中できるように工夫 したO



実用英語学習用ソフトの開発と実践

《付図3:作文》

語順が日本活とは対照的な美辞を正 Lく理解 し､表現力を習得することを目的とするoii単位の

亜序式同店で､表示された日本籍と同じ*味になるように半椿を並べ甘える｡その襟､各単語を

カーソル移動と改行キーで選択 して空所の中に実際に並べながら､英文を作成する過程を再現で
きるように工夫 した｡

《付図4:正誤指摘≫

苛t､熟静､文法に関する総合的学習を行 うもので､文中の訴 りの箇所を指溝するPIJZ.画面上

段には誤 り部分を含む 2-1甘所に下線を施 した美文を提示 L､下段に上段の下棟部と同 じ清句

が選択肢とLて並べられているo視点移動の手間を省 くために､選択肢上のカーソル移動で上段

の下捷部 も違勤 Lて反転表示され､正解を決定するよう工夫 LたO
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《付図5:長文穴埋め》
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クローズテス トの原理によ り､昔話の全体的､kJ達的な学習を行 うことを目的 とするO画面上段

の本文中の空所を 5箇所設け､各空所に入れるのに+も毒切な単清をZ釈放か らZぶOその際､

選択肢上をカーソルが移動するごとに東岸にその半溝が本文中の空所に挿入 され､視点移動の手

間を書 くように Lた｡また､本文と設rqの 2画面に分割 し､本文を自由にスクE3-ルさせること

で､前後の文簾か ら判l析してi切なfi句が選択できるよう(=した｡

《付図6:長文読解》
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時間設定によ LJスピー ドをもって内容を把握Tる能力を習得するo画面上段にテキス トを提示 し､

下段にその内容に関する理解BEを鼓す設PIを設け､書 も適切な選択肢を選ぶrq庄oこの場合 も､本

文を自由にスクロールさせることで､前律の文JKから判断 Lて適切な解答を選択できるように Lた｡
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関西大学総合情報学部

アーキー ･サーバー (archieserver)

カナダのマックギル大学が開発したファイル情報紹介データベース ･システ

ム｡インターネット上に公開されているコンピュータ ･プログラムやデータを検

索し､そのファイルが収納されているホス ト･コンピュータの名前とIPア ドレ

スおよびファイル ･パスを教えてくれる｡アーキー ･サーバーで見つけた必要な

ファイルは､anonymousFTPで簡単に入手できる｡

青田茂敵 森 秀和,杉岡隆司 『インターネット漂流記』オーム社,1996

イーサネット (Ethemet)

ゼロックス社 (Xerox)のPARC(PalaAltoResearchCenter)で1970年代初頭

に開発されたLAN用パケット通信のためのネットワーク技術につけられた名称｡

1978年に標準化がなされている｡標準のイーサネットは10Mbpsでデータを伝送

する｡

イーサネットの接続にはさまざまな形態があるので､導入のときには注意が必

要である｡接続用ケーブルは､10Base-2､10Base-5､10Base-Tの3種類が存在

する｡

イラス トレーター (Hustrator)

Adobe社のイラス ト･デザイン用のソフトで商業印刷物に利用されている｡ペ

イン ト系のお絵措きツールと違って､このソフトをつかってデザインしたイラス

トは拡大してもデザインの美しさは損なわれず､ラインがギザギザになったりし

ない｡ポス トスクリプ トという技術を導入し､ベジェ曲線という数式でライソを

記述しているので拡大 ･縮小が自由に出来る｡当初はMacでのみ使用できたが､

現在ではWindowsマシンでも利用できる｡
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インターレースGJFファイル (interlacedGfFfiles)

GIF画像ファイルをブラウザー上で､最初はぼんやりと全体像を表示し､段階

的に解像度を上げていくことで心理的に画像ファイルの伝送時間を短 く感じさせ

るための技術｡4ステップで画像表示を行う｡画像を構成する水平線をフィール

ドと呼ぶとすると､最初のステップでは第一フィール ドから始めて8フィール ド

毎に表示､第2ステップでは第 5フィール ド目から始めて8フィール ド毎､第 3

ステップでは第 3フィール ドから始めて4フィール ド毎､そして第4ステップで､

残り全てのフィール ドを表示する｡

Windows用にはLViewPro､Mac用はGraphicConverter､Unix用には

GIFToolというというシェアウエアが存在する｡これらを用いると画像ファイル

の保存形式を変換できるので､インターレースGIFファイルを簡単に作成できる.

LauraLemay,TeachyourselfWebPubll'shingw7'thHTML3.01'naTYeek,

2nded"Sams.netPublishing,1996_

インタ-ネttJト (theInternet)

inter-と (computer)networkの複合語｡1969年11月21日から接続実験が開始

されたARPA(AdvancedResearchProjectsAgency)ネットがインターネットの

原型である｡この実験からTCP/IPというコンピュータ通信のための通信手順

(protocol)が開発された｡インターネット(thelntemetと定冠詞がつけられる)

は､このTCP/IPを使って相互通信 ･相互利用ができる世界規模のコンピュータ

･ネットワーク集合体のことをさす｡UnixというOSが標準でTCP/IPを採用 し

ている｡TCP/IP以外にも電子メールなどの通信用プログラムがこのOSに含まれ

ているので､新たにプログラムを購入する必要がないため､ネットワークを構築

するためのサーバーにはUnixマシーンがよく採用されている｡

インターネットの商用利用

発足当初､インターネットの商用利用が禁止されていたが､民間インターネッ

ト･アクセス ･サービス業者によるCIX(CommercialInternetexchange)という

組織が1991年に発足し､ビジネス情報がインターネット上に流れるようになった｡

ただし学術研究用の学内LANをつかってビジネスを行うことは今でもルール違

反である｡ビジネス情報を発信したいときはⅠIJのようなプロバイダーに加入す

ることでインターネットの商用利用が可能となる｡次のようなインターネットで

ビジネスをおこなうための啓蒙言が出版されている｡
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L A.Canter&M.S.Siegel,HowtoMakeaFORTUNEontheInfomatlon

SupeL'hJ'ghway,HarperCollinsPublishers,1994.

RayHammond,D1-gltalBusiness:SurvivingandthrivinglnanOn-lineworld,

Hodder&Stoughton,1996.

イントラネット (lntranet)

intra-とnetworkを組み合わせたもので1995年の春ごろから普及しだした新造

語｡従来からある企業内や大学内の単独コンピュータ ･ネットワークをLANと

呼んできたが､通信手順にTCP/IPやWWWなどのインターネット技術を使って

いる場合はIntranetと呼ぶ｡コンピュータ ･メーカーであるアムダール (Am-

dahlCorporation)社のSteveTelleenのグループが1994の秋に ÌntraNet'という

商標を登録しているので､それがこの語の起源であろう｡Telleenは自分の論文

のタイトル T̀helntraNetMethodology:conceptsandratiomale'にも Ìn･

traNet'という言葉を用いている｡彼は ｢̀anlntranet'とは､…aprivate"Inter-

net'である｣と述べている｡

エージェント (A9ent)

最近､注目をあつめているコンピュータ ･ソフトウエア技術｡ネットワーク上

のコンピュータを渡り歩きながら､ユーザーに依板された仕事を実行するプログ

ラム｡エージェン トを有効に利用している好例として､WWWの高速サーチ ･

エンジンとして有名なDEC(DegitalEquipmentCorporatin)社のAl-

taVista(http://altavista.digital.com)が用いているScooterというエージェン トが

あげられる｡このScooterは毎日世界中のWWWサイ トを巡り､3百万ページの

情報を自動収集 している｡Webサイトの情報収集用エージェン トは､一般に

ẁeb(クモの巣)'というメタファーを延長させて s̀pider'と呼ばれる｡ロボ

ットと呼ばれることもある｡

キャシュ (cache)

一般的にはコンピュータの頭脳本体にあたるCPU(CentralProcessingUnit)

がコソビュータ内部で高速にデータをやり取りするためのメモリーをさす｡しか

し､ブラウザーがアクセスしたホームページのデータをハー ドディスクに保存し

ておき､再度同じページをアクセスしたときにはハー ドディスクに保存されたも
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のを利用してデータ検索を容易にするための仕組をディスク ･キャシュと呼んで

いる｡

クライ7ン ト (client)

ネットワークで結ばれたコンピュータの資源の有効利用のために開発された技

術｡仕事は計算能力に余裕のあるコンピュータにさせ､結果を自分が使っている

コンピュータ画面に表示させるといった使い方ができるので､いくつもの仕事を

同時に何台ものコンピュータに分散させて実行できる｡1台1台の計算処理能力

は小さくても､全体を合わせると大型コンピュータに優るとも劣らない能力を発

揮できる｡仕事を依転する側のコンピュータをクライアン ト･マシーンという｡

また､仕事を請け負う側をサーバー ･マシーンと呼ぶ｡

ゴーファー (Gopher)

メニュー形式でインターネット上のテキス ト情報検索がおこなえるようにミネ

ソタ大学で1991年に開発されたもの｡ t̀elnet'コマン ドでGopherサイ トにアクセ

スするか､自分のコンピュータ ･システムにgopherコマン ドが用意されていれ

ばそれを用いる｡Gopherクライアン ト･ソフ トとして Ⅹ̀Gopher'､ T̀ur-

boGopher'､ G̀opher+'などが存在する｡Gopherという名前は G̀olden

GophersoftheUniversityofMinnesota'をさすものだが､ g̀ofor(infomation

onthelntemet)'という意味がこめられているようである｡

サイバー出版 (cyberpub‖shing)

紙に印刷出力するのでなく､ネットワーク上に出版したいものをファイルとし

て登録し､出版物の流通をはかる技術｡WWWのホームページも一種のサイバー

出版であろう｡ただし､ここで言うサイバー出版とは､従来の印刷物品位を維持

しながら出版 したいものを電子ファイル化する高度な技術をさす｡

Adobe社のAcrobatReader,AcrobatAmber,AcrobatDistiller,AcrobatEx-

cbangeが有名である｡同社のPageMakerVersion6.0からは､サイバー出版の

ためのツールが含まれている｡

ドメイン ･ネーム (domainname)

8ビット毎に ドット (.)で区切った10進数表示の32ビットIPア ドレスは､

ネットワークにつながったコンピュータを一意に指定できる｡この方式は人間に
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とっては不便なので､それぞれのコンピュータに人間にわかりやすい名前をつけ

ることができる｡この名前をホス ト名と呼ぶ｡ただしこのままだと世界中に同一

名のコンピュータが散在することになる.そこでコンピュータの同姓同名を解消

するために､ちょうど ｢00村の△△さん｣というようにホス ト名の後ににその

コンピュータが所属しているグループの名前､つまりドメイン ･ネームを付記す

る｡ ドメインは郵便の住所表記のように ｢◇◇国の□□州の※※市の00村｣と

いったふうに階層構造になっている｡｢～の｣の代わりに ドットを区切り記号と

して使う｡表記の順番は､英語の住所表記法と同じく小さい単位から､順に大き

い単位へと書いていく｡｢◇◇国の□□州の※※市の00村の△△さんのコンピ

ュータ｣は

△△.oo.※※.⊂】[コ.◇◇

と表す｡このようにホス ト･ネームとドメイン ･ネームを全て表記 したものを

FQDN(FullyQualifiedDomainName)と呼ぶ｡

ホ-ムページ (homepage)

ハ イパー ･テキス ト形式でかかれた ドキュメン トをインターネット上の

WWWに公開したもの｡HTML(HyperTextMarkupLanguage)で書かれたタ

グという文字マークをドキュメント中に書き加えることでタイ トル､章､字体､

文字サイズといった文書構造を明示的に記述する｡イラス ト､静止画､動画､音

声といった情報もドキュメント中に組み込むことが出来る｡

バルク電送プロトコル (MuLtilinkProtocol)

NTTのISDNの一つであるINS64に加入すると､64KbpsのBチャンネル2本と

16Kbpsの制御信号用のDチャンネルが利用できる｡Iiチャンネルを2本を同時

利用して128Kbpsでデータ通信をおこなうモー ドをバルクデータ通信と呼ぶ｡

MultilinkPPPというプロトコルが用いられる｡これを使うと快適なネットサー

フィンが楽しめる.ただし､そのためには接続相手がこのプロトコルを提供して

いなければならない｡1996年 7月現在ではASCIIl社のみが128Kbps接続サービ

スを提供している｡

バス (bus)

パソコンのCPUはア ドレス ･バス (addressbus)とデータ ･バス (databus)

につながっていて､この2つのバスとデータのやり取りをしている｡バスとはデー
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タの通路 と考えればよい｡CPU内部の計算がいくら速 くても､バスとのデータ

伝送速度が遅ければ結果的には全体的な処理速度は遅 くなってしまう｡

パソコンの技術的進歩にともない8ビット､16ビット､32ビット用データバスと

いったふうに､もさまざまなバスが開発されてきた｡DOS/Vマシ-ソは､16ビ

ット幅で最大8.33Mbyte/秒の伝送速度を持つISA(IndustryStandardArchitec-

ture)バスと32ビット幅132Mbyte/秒の伝送速度を持つPCI(PeripheralComp0-

mentlnterconnect)バスが使われている｡ISAを拡張 した最大伝送速度33.32

Mbyte/秒のEISA(ExtendedISA)や､グラフィックス性能を向上させるために

CPUに直結させた最大伝送速度 (200Mbyte/秒)のローカル ･バス (VLIBus)

も開発されている｡

またMacintoshにはNuBus(5Mbyte/secの伝送速度)や､PCIバスをもつ機種

が存在する｡音源ボー ドやイーサネット･ボー ドを購入するときには､自分のコ

ンピュータのバス形式にあったものを選ばなければならない｡

ファイ7- ･ウォール (firewaH)

インターネットにつながっている組織内コンピュータ .ネットワーク､例えば

学内LANに対 し､外部からの不正な直接アクセスを制限するためのネットワー

ク ･セキュイリティ技術｡火事の類焼 ･延焼を免れるための f̀irewall｢防火壁｣'

というメタファーを用いている｡ファイアーウォール f̀irewall'は､フィルター

f̀ilters'(スクリーン s̀creen')と､ゲー トウェイ g̀ateways'と呼ばれるサーバー

で構成される｡

William R.Cheswick& StevenM.Bellovin,FL't･ewaJJsandIntemet

S e c a T I t Y

RepellJ'ngtheWL'1yHacket･,3rdprinting,Addison-WesleyPublishing

Company,July1994.

ブラウザー (browser)

イリノイ大学の学生であったMarcAndreesenたちによって開発されたNCSA

Mosaicや､Andreesenとシリコン ･グラフィックス社の創設者であったJames

Clarkが1994年 4月にカリフォルニア州に創設 したネットスケープ ･コミュニ

ケーションズ社のNetscapeNavigator､マイクロソフ ト社のMicrosoftlnternet

Explorer2.0などに代表されるグラフィック ･ベースのWWW検索用ソフ ト｡最

近ではキーワー ド検索を高速で実行 してくれる検索専用のWebサイトが増え､
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ますますブラウザーの使い勝手がよくなってきた｡

プロバイダー (lntemetaccessprovider/lnternetserviceprovider/Network

provider/provider)

インターネットを利用するためには､専用回線でインターネットに直結されて

いるネットワークに自分のコンピュータを接続することが必要となる｡しかし､

専用回線を個人の自宅に引くことは経済的に大きな負担となるので､個人に自社

のコンピュータネットワークを時間貸しする業者に公衆電話回線でアクセスし､

そこからインターネットに接続してもらうことになる｡このような業者をプロバ

イダーと呼ぶ｡

パソコン､通信ソフ ト､モデムを用意し､プロバイダーに加入することでネッ

トサーフィンがエンジョイできる｡この場合､自宅からプロバイダーの用意した

最寄りのアクセス ･ポイン トと呼ばれる電話番号へのNTT通話料金と､プロバ

イダーへの利用料金を支払うだけでよい｡プロバイダーによっては､一定の利用

時間範囲内は定衝料金であったり､利用時間に比例した従量制料金であったりす

る｡また､1996年 6月19日からアスキー ･インターネット･フリーウェイという

インターネットに無料でアクセスができるプロバイダーのサービスがスター トし

ている｡このサービスを利用するとブラウザー画面に1分ごとに広告が掲示され

る｡この広告収入がアクセス料金が無料の秘密である｡

下記のようなインターネット関連の月刊雑誌にはさまざまなプロバイダーの広

告や紹介記事がでているので便利である｡

｢intemetuserJ

｢intemetmagazineJ

｢IntemetworkingJ

｢netN@viJ

r-INTERNETsurferJ

｢インターネットライフ｣

｢NetFanJ

｢DOORSJ

｢CYBiZ｣

サーバー (server)

S0FTBANK

イソプ

アスキー

日経BP

エーアイ出版

ビー ･エヌ ･エヌ

毎日コミュニケーションズ

朝日新聞社

サイビズ
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クライアン トの項を参照｡

電子メール (e-mai一)

当初は èlectronicmail'と衰記されていたが､普及するにつれ È-mail'と略

記されるようになり､最近では è-mail'と書れることが多い｡ èmail'という表

記も見られる｡

ボー ･レー ト(baudrate)

通信速度をあらわす単位で､フランス人電信技術者J.M.E.Baudotにちなんで

つけられた｡厳密な定義では､ボー ･レー トはbpsと別個のものだが､bpsと混

用されることが多い｡厳密に言うとモデムのキャリア波が1秒間に変化する回数

がボー ･レー トである｡

匿名FTP(anonymousFTP)

普通､ネットワーク上の他0')コンピュータ上にあるファイルをダウンロー ドす

るには､そq)相手方のマシーンに自分がユーザ董卓がされていて､ユーザIDと

パスワー ドの交付を受けていることが必要｡ところがインターネット上でで公開

されているプログラム ･ファイルやデータ ･ファイルはftpコマン ドでftpあるい

はanonymousというアカウン ト名を使うと目的のコンピュータに自由にログイ

ン出来る｡ただし､パスワー ドを求められると自分のe-mailア ドレスを入力する

のがネチケットである｡

ネチズン (netjzen)

networkcitizenからの造語と思われる｡WWWに T̀heUnofficialInternet

BookList(http://m .northcoast.com/savezlbooklist)'というページがある｡こ

のリス トがあげている書名に見られるネットワーク関連の新語として次のような

ものが見かけられる｡

Cybermanners lnfohighway lntemaut netgames

netguide netsurfing netrider netriding

netpower netsports nettech nettiquet

nettrek Websurfer
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ネットスケープ (Netscape)

ネットスケープ (NetscapeCommunications)社のブラウザーであるNetscape

Navigatorは､NCSAMOSAICの開発者であるAndreesenは後にネットスケープ

･コミュニケーション社の創始者の一人としてNCSAMosaicを改良し開発した

もの｡ファイルの受信が終了するのを待つことなく､テキス ト部分を受信すると

順次コンピュータ画面に表示しするというアルゴリズムを初めて採用したので､

はかのブラウザーより快適なネットサーフィンが楽しめると人気が高まった｡教

育関係にはNavigatorが無償配布され､ネッ トスケープ社のホームページ

(http://home.netscape.com)から直接ダウンロー ド出来る｡同社のNavigator

GoldはHTMLエディターを内蔵しているので､簡単にホームページがブラウザー

画面内で作成出来る｡

石川和也 『まるごとNetscapeガイド』ソフ トバンク,1995.

モザイク (Mosaic)

NCSAMOSAICのことをさすC イリノイ大学のNationalCenterforSuper-

computingApplicationsのMarcAndreesenたちによって1993年に開発されたグ

ラフィック ･ユーザー ･インターフェイスをそなえたWWWサーバー検索用の

ソフ トウエア｡Mosaicの発明によって民間の インターネット利用が急激に普及

した｡

D.Dougherty,R.Roman,&P.Ferguson,TheMosaL'cHandbookfoL･

theXWJ'ndowSystem,0'Reilly&Associates,Inc.,1994.

AcrobatReader

Adobe社が開発 したデジタ)i,･パブリッシング用のソフ トウエア｡インターネ

ット上のAdobe社のホームページからダウンロー ド出来る.TeX､Adobe社の

PageMakerなどで作成 したPostScriptファイルを同社のAcrobatDistillerという

ソフ トでPDFファイルに変換するとネットワーク経由で高解像度の印刷イメー

ジそのままで出版物を流通させることが出来る｡AcrobatReaderはPDFファイ

ルをコンピュータ画面で読むときに必要なソフ トで､これをPostScriptプリン

ターに出力すると高品質の ドキュメン トが印刷できる｡AcrobatAmberという

プラグイン ･ソフ トが最近 リリースされところだが､1996年 6月に発表された

AcrobatReaderバージョン3.0に吸収された｡この新 しいバージョンを使うと

NetscapeNavigatorやMicrosoft社のInternetExplorerの画面上でPDFファイル
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NetscapeNavigatorやMicrosoft社のⅠnternetExplorerの画面上でPDFファイル

を見ることが出来る｡Distiller3.0が2バイト･コー ド対応となったことで日本

語文書もFDPファイル化できるようになった｡

Macintosb､Windows､DOS､Unixといったさまざまなタイプのコンピュー

タでこのソフ トが利用できるので､PDF出版物の流通範囲は極めて広い｡カラー

写真もPDFファイル化できるので､ホーム ･ショッピング用カタログ作成に威

力を発揮しそうである｡印刷の歴史上､新しい時代をもたらす画期的技術といえ

よう｡

http://www.adobe.com/

Afterbumer

Macromedia社のマルチメディア ･オーサリング ･ソフ トウエアで作成された

アニメーションをネットワークで配布できるように最適圧縮をするプログラム｡

ShockwaveというプラグインをNetscapeNavigator2.0以上に組み込むことで

ムービー ･ファイルをブラウザーで楽しめる｡

http://www.macromedia.com/

ATM(AsynchronousTransferMode)

マルチメディア時代の高速通信方式として注目されている広域ネットワーク構

築のための技術でデータをセIL,という53バイト単位に分割して伝送するパケット

通信の一種｡NTTの8-ISDN用の伝送方式に採用されている｡ユーザーの施設

とB-ISDNとのインターフェイス上の伝送速度は25Mbps､155Mbps､そして

最高622Mbpsまでの規格が設定されているので､高品質マルチメディア情報の

転送にも十分対応できるとされている｡

平原富士則 ｢マルチメディア通信技術ATM｣『bit』27巻 9号,1995

awk

テキス ト処理用のソフ トでAlfredV.Aho､Peter∫.Weinberger､Brian

W.Kimighanの3人によってAT&Tのベル研究所 (BellLaboratory)で1977年

に開発された｡ホームページを利用してアンケー ト処理をするにはCGIという仕

組みを使うが､これを用いて集めたアンケー トをawkかperlのようなテキス ト処

理用のツールを使うと効率よく処理できるので､再度注目を集めている｡

植村富士夫,富永浩之 『awkでプログラミング』オーム社,1993
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bps(bitpersecond)

通信速度をあらわす単位｡英数字 1文字は8ビット､全角文字は16ビットで表

現されるが､これを通信するには通信エラーを検知し､訂正するためのパリティー

･ビットや､スター ト･ビット､ス トップ ･ビットというものが1文字ごとに付

加されるので英数字の場合､1文字は10-11ビットで通信されている｡28,000

bpsのモデムだと､1秒間に約2,800英数字を通信出来るという目安になる｡

CU-SeeMe

RicbardCogger,TimDorceyたちによって1993年にコ-ネル大学で開発され

たネットワーク上で会議を可能にするパソコン用ソフ トウエア｡ビデオ画像､音

声､テキス ト情報をリアルタイムで双方向に通信できる｡また､｢リフレクター｣

というサーバーに接続することで会議に参加している複数のサイ トの人の顔を自

分のコンピュータ･モニターにそれぞれビデオ画面で表示できる｡開発元のコ-

ネル大学がCU-SeeMeのファイルを公開しているので､コーネル大学やミラー

サイトからanonymousFTPによってプログラムを入手できる｡

archieコマン ドで世界中のサイ トにあるファイルを検索でき､サイトのIPア ド

レスやファイル名を調べられる｡欲しいファイルが近くのミラーサイ トにある場

合は､そこからダウンロー ドするのがネティケット｡

安東孝二 ｢パソコンで実現できるテレビ会議システム :MacintoshやWin-

dowsマシン上で動作するCUISeeMe｣『Interface』22巻 1号,CQ出版,

1996.

CD-R(CompactDisk-Recordable)

これまで読み出し専用であったCD-ROMと同じ規格のディスクを書き込みが

できるようにしたもの｡記録膜に色素系の材料を使用している｡レーザーのエネ

ルギーを集中させることで色素と基板を熱変化させて記録をおこなう0

JimSeymour,"CreateYourOwnCD",PCMagazL'ne,Vol.15,No.7,1996.

CD-ROM(CompactDiskRead-Only-Memory)

オーディオCDと同じ直径12センチ､厚さ1.2ミリ､重さ約15グラムのディスク

に約640Mbyteのデータが記録できる｡ポリカーボネイ ト樹脂にアルミニウムを

蒸着させてできた記録膜にレーザー光線をあててピット(微細な穴)をつくりデー
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タを記録する｡コンピュータは､CD-ROMを読み出し専用のメモリーとして利

用できる｡1枚のCD-ROMにOED全巻と､辞書中の説明や用例中の単語がどの

ページのどこにあるという情報を全て収めることができる｡このようにCD-

ROMは文字情報の蓄積メディアとして優れた特質を持つが､データ読み出し速

度が 1秒間に150Kbyteなのでマルチメディア ･データの再生には適さない｡ま

た､CD-ROMの物理的規格は同じなのにMacintoshとWindowsマシンとでは記

録方式が異なり､互換性がない｡

CGl(CommonGatewaylnter†ace)

UNIXで動 くCERNとNCSAWebサーバーにはCGI機能を備えている｡これは

ブラウザーからの入力データをインターネットを経由して受け取り､サーバー側

で何らかの処理をするための仕組み｡これを利用するとネットワーク上でアン

ケー トを実施できる｡CGIのためのプログラムはCGIスクリプ トと呼ばれ､awk

やperlといったパターン ･マッチング処理用の言語で作成される0

LauraLemay著,武舎広幸,久野禎子,久野 靖訳 『続 ･HTML入門 :節

機能､CGI､Webの進化』プレソティスホール出版,1995.

Codec(Compression/DECompressjon)

VHS品質の動画は､1秒あたりで30Mbps程度の情報量をもつ｡これを今日

のパソコンの能力で扱えるようにするには圧縮という情報量を減らす工夫が必要

となる｡デジタルビデオの分野ではデータの圧縮 ･圧縮解凍技術のことをcodec

と呼ぶ｡ビデオ ･キャプチャ･ボー ドのようにハー ドウエアを用いて圧縮 ･伸張

をおこなうものと､ソフ ト的に圧縮 ･伸張をおこなうものがある｡

コンピュータで再生するファイル形式になったデジタル ･ムービーには

MPEG､Apple社が開発したQuickTime､そしてMicrosoft社が開発したVideo

forWindowsが存在する｡デジタル ･ムービーをCD-ROM再生用に作成するり

にCinepakとⅠntellndeoVideoR3.2というCodecがよく用いられる｡この二つの

CodecはQuickTimeとVideoforWindowsの両方で利用できる｡

DCT(DiscreteCosineTransform)

デジタル信号処理のためのアルゴリズムで､離散コサイン変換と訳されている｡

1974年にN.Ahmedによって発明された画像情報を圧縮する技術｡音声信号､チ

レビ信号､カラー印刷画像などの信号圧縮にすく小わた性能を発揮する｡デジタル
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放送のパーフェクトTVやデジタル ･ビデオ ･ディスク (DVD:DigitalVideo

Disc)のビデオ画像をリアルタイム圧縮するDSP(DigitalSignalProcessor)とい

うLSI(大規模集積回路)に応用されている｡

K.R.Rao,P.Yip共著,安田 浩,藤原 洋共訳 『画像符号化技術:DTC

とその国際標準』

オーム社,1992.(原題)DiscreteCosineTransformAlgorithms,Advan-

tages,Applications,1990

Director

Macromedia社のオーサリング ･ソフ ト｡数多くのCD-ROMパッケージがこ

れを用いて制作されており､マルチメディア業界の定番ソフトとなっている｡オー

サリング ･ソフ トを販売している会社が､そのソフトのセールスプロモーション

用サンプルCD-ROMを作るのにDirectorを使っていることからもその実力ぶり

がうかがえる｡MachimtoshとWindows用がある｡

山口博幸 『ムービーテクニックDirector4.OJ』期泳社,1995.

DNS(DomainNameServer)

IPア ドレスとFQDN(ドメイン ･ネームの項を参照)を登録してあるデータ

ベースが置かれたコンピュータをDNSと呼ぶ｡DNSが自動的にホス ト.ネーム

をIPア ドレスに翻訳 してくれるので､人間にとって覚えにくい数字でなく､何

らかの意味を持った名前を使って接続したいコンピュータを指定できる｡

DVD(DigjtaIVideoDisc)

1995年 9月15日にそれまでソニー陣営と東芝陣営が推奨する2つの方式が統合

され､DVD統一規格ができた｡｢20世紀最後の超大型家電製品｣と称されている｡

音楽用CD-ROMと同じ大きさ (直径12センチ)のディスクの両面に ｢MPEG-2｣

とうデータ圧縮技術でビデオ画像を記録し､最大17GBという大容量のマルチメ

ディア ･データ (ディスク片面で133分)を記録できる｡LDより高画質 ･高音質

の映画が 1本そのまま片面に入る｡外国語教育の立場からは､DVDによる高画

質 ･高音質かつインターラクテイブな教材は大きな魅力をもつ｡さらに､最大8

カ国語の吹き替えと32言語の字幕切り替え機能が注目に値する｡

FAQs(FrequentlyAskedQuestions)
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いろいろな分野で繰り返し質問される基本的な質問とそれにたいする答えをま

とめてファイルにしたものがインターネットに公開されている｡目印に 甘AQ'

という略語をホームページのタイトルやファイル名に用いてある｡関連サイ トの

FAQを読み､それでも分からなければネットワーカーに質問をだすというのが

ネチケット｡

FDDl(FiberDistributedDatalnterface)

ファイバーを使ったリング形式の100Mbpsの伝送速度を持つ高速LAN｡大学

などの構内ネットワークのバックボーンに利用されることが多い｡

ftp(filetransferprotocol)

Unixのコマン ドの一つ｡コンピュータ間でファイルを転送する通信手順｡

Windows95やWindowsNT3.51にもこのコマン ドが用意されている｡Macでは

F̀etch'が f̀tp'と同等の働きをする. f̀tp'コマン ドの後にホス ト･ネーム､あ

るいはそのホス ト･マシンのIPア ドレスをキーボー ドから入力をすると相手の

コンピュータに接続される｡当然､そq)相手コンピュータの利用者IDとパスワー

ドが必要であることは言うまでもない｡ただし､相手コンピュータが匿名FTP

サービスをおこなっているときは､その限りでない｡

祐安重雄 『パーソナルUNIX道具考 :ワークステーションとのつきあいかた』

CQ出版,1988.

GJF(GraphicsInterchangeFormat)

パソコン通信の会社であるCompuServe社が開発 した画像圧縮方式で､Com-

puServeGIFとも呼ばれている0256色以内のカラーしか扱えないので､カラー

写真よりもアイコンやイラス ト･ファイルを圧縮するのに適したフォーマットと

いえる｡

grOUPWare

ネットワークを利用して組織の知的生産性を高めるためのソフ トウエア｡これ

までは個人個人でワープロやコンピュータを利用してビジネス文章を作成 し､プ

リンターで印刷をしてからゼロックス ･コピーで関係部署に配達をしてきた｡そ

の書類はフロッピーかハー ドディスクに記録されるが､ネットワークにつながっ

ていないコソピューターだとファイルの共用ができないので､同じ内容､あるい



マルチメディア&インターネット時代のキーワー ド 101

は同じような内容の書頬がいろいろな部署で作成され時間と労力の無駄が多かっ

た｡また､棄議書を例に取ると､棄議書が関係者の間を一巡するのにこれまでだ

と相当時間を要したが､もし棄議書がネットワーク ･コンピューター上の共有フ

ァイルとなっていると出張先や自宅からでも書類に目を通し､電子決裁印を押す

ことができるので組織の意思決定のスピー ドが格段に向上する｡会議の予定表､

会議室予約表､議事録､連絡文書､プロジェクト管理ファイルを関係者全点で共

同利用するためのソフト｡共同で蓄積した大量の情報を効率よく検索する仕組み

も備わっている｡ロータス社のNotesが有名｡マイクロソフ ト社のOffice95に含

まれるschedule+もグループウェアとして利用できる｡

HotJava

ワークステーション製造メーカのSunMicrosystemsが開発したWWWブラウ

ザー｡アプレット (applet)という小さなプログラムをダウンロー ドし､それを

ブラウザー内で実行させることが出来る｡HotJavaが画期的なのは､自分自身の

機能を拡張するのに､自動的にその拡張に必要なものをHotJavaがネットワーク

からダウンロー ドしてくるという点である｡

HTML(HyperTextMarkupLanguage)

WWWサーバー用のホームページを作成するのに利用するテキス ト構造を記

述するためのSGMLと呼ばれるコンピュータ言語の簡易版｡文字情報だけでな

く､音声や静止画像､動画といったマルチメディア情報を取り扱える｡

初期のころは､Webページはテキス ト･エディターとよばれる文書作成用プ

ログラムやワープロソフ トを使ってテキス トの中にHTMLの命令文を書き込ん

で作成していたが､最近ではページの画面イメージのままホームページの作成を

行うことが出来る｡下記のようなソフ トが開発されているので簡単にホームペー

ジが作れるようになった｡

● InternetAssistantforMicrosoftWord95(Word95用ア ドオン ･ツール)

●HyperEdit(Windows3.1用オンライン ･ソフ トウエア)

● HyperEdit32(Windows95/WindowsNT用オンライソ ･ソフトウエア)

●AdobePageMill

● Hotall

● NetscapeGold
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● AldusPageMaker,Version6.0

LauraLemay,TeachYouTSeLEWebPublL'shl'ngwJ'thHTML3.0L'naWeek,

2ndEd.,Sams.net,1996.

1RC(lnternetRelayChat)

インターネットにつながったコソビュータの画面上で､キーボー ドから文字を

入力して同時にたくさんの人と会話をするための仕組み｡ichatというNetscape

Navigator用のプラグイソが利用できる｡ http://www.ichat.com/

INSネット64

昭和63年より開始されたNTTの高速デジタル公衆回線サービス064KbpsのB

チャンネルとよばれる情報チャンネルが2つと､16Kbpsの信号チャンネル (D

チャンネル)の3つが利用できる｡Bチャンネルは電話音声 (回線交換という難

しい表現で書かれていることがある)やパソコンによるデータ通信用 (パケット

交換と書かれていることがある)で､もう一方のDチャンネルは信号の着信や送

信のデータ制御用のもの｡電話をかけてきた相手の電話番号などの情報がDチャ

ンネルを流れている｡

INSネット64に加入するメリットは､普通の電話とモデムを使ったパソコン通

信より快適なネットサーフィングが楽しめること｡それにBチャンネルが2つあ

るので､1つは電話用､もう一つをパソコン通信用に設定すると､家族の誰かが

電話中でもパソコン通信が出来る｡Bチャンネ)i,は64Kbpsの通信スピー ドなの

で､現在普及している14.4Kbps28.8Kbpsのモデムより速いとされている｡と

ころがこれはある条件 (同期通信を行い､かつ接続先のプロバイダーが同期通信

モー ドによる64Kbps接続サ･-ビスをおこなっている)を満たした場合の話で､

実際はそれほど単純な話でない｡機器購入の前にじっくり導入のための研究をす

ることが必要｡多くのプロバイダーは非同期モー ドの38.4Kbpsでサービスを据

供している｡どうしても64Kbpsで通信がしたい場合は､TAの代わりにコンピ

ュータ内部のバスに直結する内蔵タイプのISDNボー ドが必要となる｡

サービス開始当初は､施設設置負担金が72,000円､契約料800円､毎月の回線

使用料4,600円 (家庭用)といった費用に加えて､DSUという装置の設置工事費

等が必要であったが､現在では普通の電話を2本引くより安くINS64が利用でき

る料金体系となっている｡またTA(ターミナル ･アダプターといって､信号変
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換 ･速度変換 ･データの着受信の制御をおこなう装置)やDSUという装置の価

格も低下してきたので､ますます利用しやすくなってきたようだ｡現在利用して

いる電話番号がINSネット64に加入してもそのまま利用できるかどうかはNTT

の次のホームページで簡単に調べることができる｡

http://ww .info.hqs.cae.nttjp/dlij/SERJ/ISDN｣ /WN｣ /douban/douban.html

LAN(LocalAreaNetwork)

会社や大学内部の複数のコンピュータをネットワークで接続し､それぞれのコ

ンピュータ上のプログラムやデータをネットワーク上のどのコンピュータからで

も共同利用できるようにするための仕組み｡コンピュータを物理的に接続するだ

けでなく､コンピュータがお互いにデータ通信するための通信手順 (プロトコル､

protocol)と､それを実行することができるコンピュータのオペレーティング ･

システム (OS:OperatingSystem)の導入が必要となる｡ネットワーク用のオペ

レーティング ･システムをNOS(NetworkOperatingSystem)と呼ぶ｡パソコン

用のプロトコルとNOSに次のようなものがある｡

AppleTalk Apple社のAppleTalk用プロトコ

NetBEUI Microsoft社のMicrosoftNetwork用プロトコル

IPXノSPX NetWare社のNetWare用プロトコル

TCP/IP インターネット用標準プロトコル

hternetPhone

米国のボーカルテック社 (VocalTeclnc.)が開発した技術で､イソタ-ネット

を電話のように音声通信に利用しようとするもの｡

http://www.vocaltec.com

lPア ドレス (暮Paddress)

TCP/IPという通信手順をつかって構築されたコンピュータ ･ネットワークに

つながっているコソビュータに割り当てられるそのマシーン固有の番号をさす｡

ネットワークの規模によって､3種類の32ピットIPア ドレスの割 り当て方法が

ある｡インターネットにつながれているコンピュータにはそれぞれ別個のIPア

ドレスがつけられているので､そのア ドレスが分かっていればtelnetというコマ

ンドで海外のコンピュータに日本からアクセスできる｡ただしそのコンピュータ



104 北 村 裕

を利用するためにはそのマシーンにユーザー登録がされていて､ユーザーIDと

パスワー ドを所有 していることが必要｡InterNICという組織がIPア ドレスの管

理 と発行業務をおこなっている｡

ISDN(lntegratedServicesDigitalNetwork)

現在の通信網には､アナログ電話網､デジタルデータ交換網 (DDX網)､加入

電話網 (電報､テレックス)､ファクシミリ通信網､ビデオテックス網といった

別個の網があるが､ISDNは1本の通信回線で､これらの網で取 り扱われている

サービスを受けられる｡

さらに､広域コンピュータ ･ネットワークに接続するための物理回線には､ア

ナログ公衆回線 (普通の電話回線のこと)､専用線､ISDNの3つがある｡ISDN

はNTTの国際標準に準拠 したサービス総合ディジタル網でIntegratedSeⅣices

DigitalNetworkの略｡デジタル通信はNTTの交換装置間はすでに行われていた

が､これを加入家庭まで光ケーブルを引き通信を全てデジタル化しようというも

の｡高速でノイズに強い通信が可能となる｡

INSネット64(昭和63年より開始)とINSネット1500(平成元年より開始)の

2種頬の利用形態が提供されている｡パソコン通信にISDNを利用する方法は､

次の本に詳 しく説明されている｡

赤木順彦 『誰にでもつなげるインターネット-ISDN接続編 :Windows/

Macintosh版』NTT出版,1995.

Java

ワークステーション製造メーカのSunMicrosystemsが開発したC十十と多くの

共通点を持つオブジェクト指向言語｡HotJava用のアプレットはJava言語で書か

れる｡Javaで書かれたプログラムをコンパイルするとコンピュータの種類に依

存 しない中間言語に変換される｡ したがって､一つのJavaスクリプ ト (プログ

ラムのこと)を書 くだけで､それをさまざまなコンピュータで利用できる｡ソフ

トウエア資源の有効利用が出来る画期的な言語として注目されている0

HookedonJAVA:CreatL'ngHotWebSL'teswL'thJava4pplets,Arthur.Ⅴ.

Hoff,AmiShaio,&OrcaStarbuck,Addison-Wesley,1996

PL･OgTammL'ngJavaScTL'ptforNetscape2.0,Tim Richey,New

Riders,1996.
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JPEG(JointPhotographicCodingExpertsGroup)

カラー静止画像を圧縮する技術の国際標準規格｡1992年に成立｡色自体を圧縮

の対象とするのでなく､絵柄の変化という空間情報を圧縮の対象としているので

カラー写真などのようにさまざまな色をもつ素材を圧縮するのに適している｡圧

縮効率がよいのでファイル ･サイズはおおむね小さなものとなるが､圧縮処理が

複雑なので伸張するのに時間がかかるという短所がある｡

link

ハイパーテキス トの特徴は､テキス ト中のキーワー ドを説明した別のテキス ト

のありかを指 し示すポインターを頼りに次々と関連した項目を自分の興味のおも

むくままたどって行けることにある｡Webドキュメン トの中にHTMLコマソ ド

を埋め込み､つながりのある個所にすく◆移動できる｡この移動のためのコマン ド

を書き込むことを ｢リンクを張る｣と表現するO ドキュメン トの中にリンクスポ

ットを設定すると､そこをポイン ト&クリックするだけでインターネット上の情

報へジャンプしていける｡

NH:(NetworkInformationCenter)

インターネットの通信技術であるTCP/IPは､ある特定の企業が所有するもの

ではない｡そこでNICが標準規格､通信手順などの ドキュメン トを集中管理して

いる｡

MIME(MultipurposelnternetMailExtensions)

インターネット･メールは当初のSMTP(SimpleMailTransferProtocol)とい

うメイル送信用の手順では7ビット･コー ドしか使えなかったので､シフ トJIS

で作成したメールを送信すると受信した側に迷惑をかけていた｡これを静止画像､

音声､動画といったマルチメディアのバイナリー ･データの転送にも対応できる

ように拡張 したものがMIMEというプロトコルである｡

増井浩樹,杉山文彦,小林俊明 ｢MSMail/cc:Mailなどをつなくメール ･

ゲー トウェイについて｣『Interface』22巻 2号,CQ出版,1996.

FireWire

アップル社が早 くから提唱していたコンピュータとAV機器とをデジタルで接

続するための規格｡IEEE1394､あるいはP1394規格とも呼ばれる｡ソニーのど
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デオカメラDCR-ⅤⅩ1000にはこの規格のデジタルデータ入出力DV端子が装備さ

れている｡DV端子を持つDVレコーダが著作権の問題を解決して発売されると､

コピーを繰り返しても画像の劣化のない編集が可能となるのでマルチメディア教

材作成に大きな威力を発揮すると期待される｡

MotionJPEG

多くのノンリニア編集用ビデオ ･キャプチャーカー ドが採用している動画圧縮

方式｡基本的には静止画像用圧縮アルゴリズムであるJPEGを取り入れたものな

ので､各フレーム毎に独立して圧縮がおこなわれる｡フレーム間の情報 (つまり､

時間的情報)の圧縮はない｡DCTという方法で圧縮を行う｡

MPEG1(MovingPictureExpertsGroup)

ビデオ画像や音声データ圧縮のための国際標準規格｡1992年に成立｡基本圧縮

技術に離散コサイン変換が採用されている｡MPEGは､ISO(ⅠnternationalOr一

ganizationforStandardization)の専門部会の名称である M̀ovingPictureEx-

pertsGroup'をそのまま標準規格の通称として用いたもの｡基本圧縮技術に離散

コサイン変換が採用されている｡圧縮後の画質はVHS程度となる｡伝送速度は1

-1.5Mbpsである｡

｢最新MPEG教科書｣藤原洋監修,アスキー出版,1994

MPEG2(MovingPictureExpertsGroup)

高解像度ビデオ画像や音声データ圧縮のための国際標準規格｡1994年に成立｡

基本圧縮技術に離散コサイン変換が採用されている

URL(UniformResourceLocators)

URLという名前で呼ばれるア ドレスでインターネット上の情報のありかを指

定する｡

VRML(VirtualRealityModelingLanguage)

建物などを擬似 3次元グラフィックス表示 し､サイバースペース (cyber-

space)を構築するための新しい技術｡1994年 5月に開催された ｢WWWコンフ

ァレンス｣でTimBemers-LeeとDavidRaggettがWWW上で擬似三次元表示の

手法を提言したのか始まり｡Netscape用プラグインにWebFXがある｡
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10BASE-2

イーサネットで利用される接続用ケーブルには3種類ある｡10BASE-2はその

うちの 1つで､1/4インチ同軸ケーブルを利用した接続方法｡このケーブルのコ

ネクターはBNCと呼ばれるものが使われる｡この接続方法にはイーサネットカー

ドにトランシーバー機能があるものを使い､T字型コネクターでコンピュータを

連結する｡

｢LAN工事実践テクニック:LANの基礎知識と統合配線の技術｣,小林佳和,

㈱リックテレコム,1996

10BASE-5

イーサネットで利用される接続用ケーブルには3種類ある｡10BASE-5はその

うちの lつで､1/2インチ同軸ケーブルを利用した接続方法｡このケーブルは､

イエロー ･ケーブルあるいはThickケーブルとも呼ばれる｡このタイプの接続に

は トランシーバとトランシーバ ･ケーブル (AUI:AttachmentUnitInterface)

が必要となる｡信頼度の高い接続方法｡

10BASE一丁

イーサネットで利用される接続用ケーブルには3種類ある｡10BASE-Tはそ

のうちの 1つで､ツイス ト･ペア .ケーブルという軽量で設置の簡単なケーブル

を利用した接続方法｡10BASE-Tのツイス ト･ペアー ･ケーブルのコネクター

はRJ-45という規格のもので､ちょうど電話のモジュラー ･ジャックと同じよう

な形をしている｡コンピュータを連結するにはハブと呼ばれる装置が必要｡

100BASE一丁

ツイス トペア ･ケーブルを使い､通常のイーサネットの10倍にあたる100

Mbpsの電送速度をもつ高速LAN｡

Perl

Unixq)パターンマッチング処理用の言語｡CGIスクリプ トを書 くのによく用

いられる｡

河野真治 『入門Perl』アスキー出版,1994.
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Photoshop

Adobe社の写真修整用のソフ ト｡フォトレタッチ ･ソフ トと呼ばれるものの定

番｡Photoshop3,0JはGIF89a形式でファイルを出力できるので､写真やイラス

トを最初は粗 く､徐々に解像度を高めながら表示するという手法が簡単に利用で

きる｡

Premiere

Adobe社のデジタル ･ムービー編集用ソフ ト｡DTV(DeskTopVideo)用の定

番ソフ ト｡このソフ トを使うと､AノBロールといってある画面が次の画面に切 り

替わるときにいろいろな特殊画面効果をコンピュータ画面で簡単に作れる｡

PPP(Peer-to-PeerProtocol)

シリアル ･ライン (1ビット単位でデータを伝送するケーブル)でIPパケッ

ト･データを伝送するためのプロ トコル｡ネットワーク ･プロバイダーにホーム

･コンピュータとモデムを利用して電話回線経由でインターネットにIP接続 し､

ネット･サーフィンを楽しむときに必要なプロトコル｡

SGML(StandardizedGeneralMarkupLanguage)

文書の構造を記述するための国際規格｡ホームページを記述するHTMLは

SGMLのサブセットとなっている｡ ドキュメン ト作成にSGMLを導入すると膨

大なマニュアル類の構成に首尾一貫性がとれるので情報検索が容易になる｡

BNC(BritishNationalCorpus)は約 1億語からなる膨大なテキス ト･データベー

ス (textbase)だが､SGMLで記述されているので語や句の品詞情報､あるいは

センテンス構造情報でもってデータベースを検索できる｡

SearchEngine

WWWサーバーの情報をキーワー ドで検索するために構築されたコンピュー

タ ･システムのことをさし､これ自体がWWWサーバーとして働いている｡世

界中のインターネット上に公開されたWebデータベースのデータに関するキー

ワー ドとその所在を集めたデータベース｡Yahooというサーチ ･エソジソ .サイ

トがよく利用されてきた｡DEC社のAltaVistaというサーチ ･エンジンは､その

赦密なキーワー ド･インデックスと高速検索能力で最近注目されている｡論理和

や論理積をもちいて効率のよい検索ができる｡
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Shockwave

Macromedia社のDirectorで作成されたアニメーション ･77イルをNetscape

Navigatorで見れるようにするプラグイン｡

｢マルチメディアスタジオShockwaveforDirectorオーサリングテクニッ

ク｣,上野 亨,オーム社,1996.

TCP/lP(TransmissionControlProtocol/lnternetProtocol)

インターネット上でコンピュータ間の通信を可能としている根幹的なソフ トウ

エア技術｡開放型相互接続システムの代表例となっている｡米国の国防総省高等

研究計画局 (DARPA:DefenseAdvancedResearchProjectsAgency)が研究資

金を拠出して開発された技術をさす｡

IPプロ トコルは､通信データをパケットという小さなグループに分割 し､そ

れぞれに送信先と送信元のIPア ドレスをつけて通信する仕組み｡このプロトコ

ルのおかげで､インターネット網の一部に不都合があっても網につながる別の

ルー トで目的地にデータが無事届 くようになっている.

｢第 2版TCP/IPによるネットワーク構築 :原理 ･プロ トコ)I/･アーキテク

チャー｣DouglasComer著,村井 純 ･楠本博之訳,共立出版,1993

telnet

元はUnixのコマン ドで､自分のコンピュータからTCI/IPという通信手順で結

ばれているはかのネットワーク ･コンピュータを利用するときに用いる｡

TIFF(TaglmageFileFormat)

画像ファイル圧縮方式の一つ｡

WAIS(WideAreaInformationSystem)

キーワー ドでインターネット上のテキス ト情報検索がおこなえる｡

WWW(WorldWideWeb)

WorldWideWebの略｡単にWebと呼ぶこともある｡スイスのCERN(Conseil

EuropianpourlaRechercheNucleaire/EuropeanLaboratoryforParticlePhys-

ics)研究所で開発されたデータベース検索技術のこと｡イソターネットにつなが
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っている世界中のデータベースを巨大な1つのデータベースとみなし､それぞれ

のデータベースがまるでクモの巣 (web)のようにつながっているというメタフ

ァーを用いている｡インターネット上で公開されているマルチメディア ･システ

ムを総称したもの｡HTML､EITTP､URL､MIMEという技術で構築されてい

る｡

WWW とNCSAMosaicのようなGUI(GraphicUserlnterface)をそなえたブラ

ウザーが普及したおかげでInternetが有名となった｡その一方では利用者数の急

増と合わせ､インターネットでマルチメディア ･データが簡単に利用できるよう

になったのでインターネット上を流れるデータ量が爆発的に増加した0



編 集 後 記

『LLA関西支部研究集鐙6』をお届け します｡

今回は日進月歩のコンピュータと外国語教育の接点を見出すべ く ｢メディア革命 と

外国語教育｣を特集 し､ トーマス .ロブ､竹内理､有本純 3先生の論文を掲載させて

いただ くことにな りました｡いずれも日頃のご研究 と実践に裏打ちされた好論文であ

ると確信いた します｡応募論文 としては､′ト山由紀江先生と吉田信介先生のものが掲

載されることにな りました｡ ご応募下さった先生方に編集委員-同心からお礼を申 し

あげます｡

ご存 じの通 り､LLA関西支部には 4つの専門部会があ ります｡各研究部会の活動が

本格化 し､ますます活発になってきているように思われます｡去る6月 8日に奈良大

学で開催された春季大会におけるLL授業研究部会によるワークシ ョップがその好例

と言えるで しょう｡また､それぞれ独自で専門部会を開いて研究を推進される一方で､

部会の性質によっては合同研究会開催の動 きも出ています｡このような研究部会にお

ける研究成果を次号ではぜひ発表 していただきたいものです｡

本研究集録は隔年発行になっていますので､弟 7号は1998年に発行されることにな

ります｡毎年開催される春季 ･秋季の二大研究大会における研究発表や実践研究報告

なども掲載できれば一層充実 した､名実 ともに学会 と直結 した研究機関誌になるもの

と期待 してお ります｡

もちろん､会負の皆さんの日頃のご研究や共同研究､あるいは実践研究の成果 も披

露 していただければ､会員相互の知的刺激になることは当然のことながら､ひいては

本学会の目指す外国語教育改善へと着実に歩を進めてい くことにな ります｡このよう

な意味におきましても､今後本学会を背負っていただ く､また背負っていただかねば

ならない層の会月.の皆さんの投稿を大いに歓迎 したいと思います｡

編集委員一同に代わ りまして､今後 とも会員の皆様方のご支援 とご協力を心からお

願い申しあげます｡ (編集委員長 梅田 巌)

編集委員会 No.6 Editorial Bo ard(ABC 順 )

委員長 梅田 巌

論文審査委員

千種 基弘 (羽衣学園短期大学) 北村 裕 (関西大学)

中退 俊逸 (中央大学) 斎藤 栄二 (京都教育大学)

杉森 幹彦 (立命館大学) 弓庭 菩和 (関西外国語大学短期大学部)

編集委員 有本 純 (園田学園女子大学) 原田 高好 (大阪城南女子短期大学)
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山根 繋 (甲南女子大学)
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● ｢MMESJは教師一学生間､学生間同士での音声 ･

映倫 ･酉鰍こよるコミュニケーションが同時に行え､

手までにないインターラクテイブな授業を特別な撫

作､社雑な操作を必要とせずに行えますO

● rMMESJはパソコンを演習用のツールとして使え

る様にシステムに組み込みました｡これにより､

CDIROM教材 .インターネットを利用し1=演習が

行えますO

● ｢MMES｣は､中枢となるマスターコンソールの操

作感XをJ(ソコンキ-ボードと同じフィーリングの

押しボタンにしており､且つ自照式ボタンになって

おりますので安心､確実.価単に撫作できます.

● ｢MM∈S｣は､VTR､LDプレーヤー等のAV機器

の映倫送出8I能をfI準装備しています｡映像中心の

視聴JE演習が行えます｡

● ｢MMES｣はパソコン､VTR等の動画 ･静止画を

モニタ-画面に画像を劣化させることなく色羊明に素

早く抽出､転送できますO

● ｢MMES｣は､全てのパソコンに対応できます｡

●学生ブース机にV型机 (持ff出■中)を選択しますと､

学習目的に合わせて様々なレイアウト(グループ式､

並列式､対面式)が可能ですO (オプション)

i,問合せ先 赤井電機株式会社 LL推進部 〒144棄京都大EZl区東椛省2-12-14 TEL0337459765(ダ1'レク トイ/) GEiiO120-345-399
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