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Abstract 

In this paper, we perform a synchronic and diachronic analysis of the syllable fusion of the Awaji dialects 

spoken on Awaji Island and Nushima in Hyogo Prefecture. Similar to the surrounding Kansai and Shikoku 

dialects, consonant gemination such as tossjori and nommjoru is widely observed in the Awaji dialects. 

Defining syllable fusion as the conversion of two syllables into one syllable, we analyze the phonological 

rules that lead to the surface structure, and from two criteria—whether the length of mora is preserved 

(mora preservation) and whether the surface structure does not generate new phones (structure 

preservation), we classify syllable fusion into three types synchronically: both mora and structure preserved 

type such as kacco, mora not preserved but structure preserved type such as tacja, neither mora nor structure 

preserved type such as udja. In addition, due to the difference in sound change conditions applied to each 

type, we assume the diachronical order of changes is; mora and structure preserved type > neither mora 

nor structure preserved type (~ not mora but structure preserved type). Finally, we consider a similar 

phenomenon found in neighboring dialects, that the relative chronology of change does not always match 

the Awaji dialects, that some syllable fusion seems to be parallel change, and that some zero morphemes 

go through syllable fusion. 

（なかざわ・こうへい 東京大学） 
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要旨 
 ウェブ上で利用可能な英語素材は数多くあるが，中でも注目を集めているものの 1 つがTED Talks

である。TED Talks とは非営利団体TED（Technology, Entertainment, Design の略）が提供する英語のプ

レゼンテーション動画である。TED Talks には音声の書き起こし（英語字幕）が用意されているだけ

でなく，日本語を含む複数の言語の翻訳字幕も作成されている。TED Talks のデータをウェブ上で検

索できるシステムがTED Corpus Search Engine（TCSE）である。本論文はTCSE を使って何ができる

のかを紹介するとともに，英語学習，英語教育，英語研究においてTCSE が持つ可能性について論じ

る。また，TCSE にとどまらず，より一般的に英語学習，英語教育，英語研究がどのようにつながっ

ているのかについても考察する。 

 

1. はじめに 

ウェブ上で利用可能な英語素材は数多くあるが，中でも注目を集めているものの 1 つが TED 

Talks である。TED Talks とは非営利団体 TED（Technology, Entertainment, Design の略）が提供す

る英語のプレゼンテーション動画である1。プレゼンテーションを行うのは各界の第一人者（研

究者・芸術家・著名人など）であり，多種多様なトピックのプレゼンテーション動画が無料で

 
* 本論文の執筆過程でTED Corpus Search Engine の開発者である長谷部陽一郎先生に原稿を確認していただくと

ともに，品詞解析ソフトなどの情報をご教示いただいた。深く感謝を申し上げたい。また，「文法の意味」研究

会で論文の内容を発表した際にコメントをくださった方々（特に平沢慎也氏，萩澤大輝氏）にもお礼申し上げ

る。本論文は筆者が慶應義塾大学法学部で担当している授業「英語第Ⅲ」でTED Corpus Search Engine を扱った

経験がもとになっている。この授業に真剣に取り組んでくれた受講生にも感謝の意を表したい。 
1 TED の動画にはTED Talks 以外にも様々なものがある。TED-Ed は科学，歴史，社会問題などのテーマを 5 分

程度で紹介する教育動画であり，こちらはプレゼンテーションではなくナレーション付きのアニメーション動

画である。世界各地の団体，大学等がTED からラインセンスを受けて開催するプレゼンテーションイベントは

TEDx と呼ばれており，TEDx Talks には英語ではなく現地の言語（たとえばTEDxTokyo のトークであれば日本

語）で行われているものもある。以下に紹介するTED Corpus Search Engine では，TED-Ed などの動画も検索で

きる。本論文は基本的にはTED Talks の英語プレゼンテーションを取り上げるが，例文はそれ以外のTED 動画

からも引用することとする。 
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提供されている（TEDウェブサイト（https://www.ted.com/）やYouTubeで視聴可能）。TED Talks

には音声の書き起こし（英語字幕）が用意されているだけでなく，日本語を含む複数の言語へ

の翻訳も進められており（翻訳字幕），近年は英語教材として広く利用されているほか，TED 

Talks を扱った言語学の研究も増えてきた。この TED Talks の有用性をさらに高めるのが TED 

Corpus Search Engine（以下，TCSE）である。TCSEは TED Talksのデータをウェブ上で検索で

きるシステムであり（https://yohasebe.com/tcse/），同志社大学の長谷部陽一郎氏によって開発さ

れた。 

本論文は TCSEを使って何ができるのかを紹介するとともに，英語学習，英語教育，英語研

究において TCSEが持つ可能性について論じる2。TCSEの紹介としてはすでに長谷部氏自身に

よる論文や資料（Hasebe 2015，長谷部 2016, 2017, 2018）のほか，一般向けの記事（青木 2014）

などがある3。本論文ではそれらとは異なる角度から TCSEの特徴を取り上げる。また，筆者自

身が英語授業で使用した際の実践例を紹介し，TCSE の利用法にとどまらず広く英語学習，英

語教育，英語研究の関係についても考察することとする。 

 

2. TED Talksを扱った文献 

TEDを特徴づける重要な標語が Ideas worth spreadingであり，TEDは世界に広めるべきアイ

デアを発信することを目指して，世界中から TED Talksのスピーカーを招いている。各トーク

はおおむね 18 分以内に収められており，中には 3 分程度のものもある。どのトークも短時間

ながら趣向を凝らしたものが多く，知性とユーモアにあふれたトークは世界中で人気を博して

いる。 

TED Talksは，英語の実例（英語教育向けに作成された教材ではなく，コミュニケーションの

ために実際に使用された英語表現）に気軽にアクセスできる，英語字幕と日本語字幕の両方が

閲覧できるといった利点から，英語学習書で紹介されたり大学の英語教材として利用されたり

することも多い。たとえば，北村（2021）『英語の読み方：ニュース，SNSから小説まで』では

「オススメの TED Talks」というセクションが設けられている。TED Talksを利用した英語教科

書としては Longshaw and Blass (2015) 21st Century Reading: Creative Thinking and Reading with TED 

Talksがある。 

TED Talksを扱った授業の実践が論文として発表されることもある。たとえば，櫻井（2017）

や Takaesu（2017）では，授業でどのように TED Talksを利用したか（例：TED Talksの視聴の

前後にどのような課題を出すか），どのような学生の反応があったか（例：授業外でも学生が

TED Talksを見るようになった）などが報告されている。TED Talksの英語は大学生にとって決
 

2 本論文は言語学・英語学の研究者のみならず，幅広く英語学習者や英語教師も読者として想定している。研究
者以外の読者にとって読みやすくなるように，言語学論文の慣習や言語学用語についてもできるだけ説明を加

えている。 
3 言語学論文の慣習に従い，文献は「野中（2021）」のような形で略記する。「野中（2021）」は野中が 2021年に
出版した文献のことである（ページ数まで載せるときには，「野中（2021: 58）」のような形になる）。言及した文
献はすべて末尾の「参考文献」に省略のない形で記載されている。ただし，学術文献以外の書籍については例外

的に本文中であっても書名，論文名まで載せることがある。 
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提供されている（TEDウェブサイト（https://www.ted.com/）やYouTubeで視聴可能）。TED Talks

には音声の書き起こし（英語字幕）が用意されているだけでなく，日本語を含む複数の言語へ

の翻訳も進められており（翻訳字幕），近年は英語教材として広く利用されているほか，TED 

Talks を扱った言語学の研究も増えてきた。この TED Talks の有用性をさらに高めるのが TED 

Corpus Search Engine（以下，TCSE）である。TCSEは TED Talksのデータをウェブ上で検索で

きるシステムであり（https://yohasebe.com/tcse/），同志社大学の長谷部陽一郎氏によって開発さ

れた。 

本論文は TCSEを使って何ができるのかを紹介するとともに，英語学習，英語教育，英語研

究において TCSEが持つ可能性について論じる2。TCSEの紹介としてはすでに長谷部氏自身に

よる論文や資料（Hasebe 2015，長谷部 2016, 2017, 2018）のほか，一般向けの記事（青木 2014）

などがある3。本論文ではそれらとは異なる角度から TCSEの特徴を取り上げる。また，筆者自

身が英語授業で使用した際の実践例を紹介し，TCSE の利用法にとどまらず広く英語学習，英

語教育，英語研究の関係についても考察することとする。 

 

2. TED Talksを扱った文献 

TEDを特徴づける重要な標語が Ideas worth spreadingであり，TEDは世界に広めるべきアイ

デアを発信することを目指して，世界中から TED Talksのスピーカーを招いている。各トーク

はおおむね 18 分以内に収められており，中には 3 分程度のものもある。どのトークも短時間

ながら趣向を凝らしたものが多く，知性とユーモアにあふれたトークは世界中で人気を博して

いる。 

TED Talksは，英語の実例（英語教育向けに作成された教材ではなく，コミュニケーションの

ために実際に使用された英語表現）に気軽にアクセスできる，英語字幕と日本語字幕の両方が

閲覧できるといった利点から，英語学習書で紹介されたり大学の英語教材として利用されたり

することも多い。たとえば，北村（2021）『英語の読み方：ニュース，SNSから小説まで』では

「オススメの TED Talks」というセクションが設けられている。TED Talksを利用した英語教科

書としては Longshaw and Blass (2015) 21st Century Reading: Creative Thinking and Reading with TED 

Talksがある。 

TED Talksを扱った授業の実践が論文として発表されることもある。たとえば，櫻井（2017）

や Takaesu（2017）では，授業でどのように TED Talksを利用したか（例：TED Talksの視聴の

前後にどのような課題を出すか），どのような学生の反応があったか（例：授業外でも学生が

TED Talksを見るようになった）などが報告されている。TED Talksの英語は大学生にとって決
 

2 本論文は言語学・英語学の研究者のみならず，幅広く英語学習者や英語教師も読者として想定している。研究
者以外の読者にとって読みやすくなるように，言語学論文の慣習や言語学用語についてもできるだけ説明を加

えている。 
3 言語学論文の慣習に従い，文献は「野中（2021）」のような形で略記する。「野中（2021）」は野中が 2021年に
出版した文献のことである（ページ数まで載せるときには，「野中（2021: 58）」のような形になる）。言及した文
献はすべて末尾の「参考文献」に省略のない形で記載されている。ただし，学術文献以外の書籍については例外

的に本文中であっても書名，論文名まで載せることがある。 
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して易しいものばかりではない。Nurmukhamedov（2017）や杉森（2020）は TED Talks の英語

字幕を収集し，その語彙レベルを調査した研究であるが，このような研究は教師が TED Talks

の特徴を理解し，授業で使うのが適切かどうか，使うにしても事前にどのような語彙項目を提

示しておくと効果がありそうかなどを判断する上で有益だろう。 

英語授業で教材以外の形で TED Talks を使用した例としては，遠藤ほか（2015）がある。遠

藤らは，英語のプレゼンテーションを行う授業のとあるクラスで，学生がプレゼンテーション

の最後に “That’s all.” を使うケースが多かったことを報告しているが，遠藤らによると TED 

Talks の締めくくりの発言（クロージング）として一般的なのは “Thank you.” である（遠藤ら

が確認した 100 本の TED Talks のうち “That’s all.” が用いられているのは 1 本であり，その 1

本も “That’s all. Thank you.” のように “Thank you.” と組み合わせて用いられていたとのことで

ある）。学生が使用した英語表現の自然さを判断したり，より適切な表現を紹介したりする際の

参照先としても TED Talks が活用できると言える。 

ここまでに挙げた文献は英語学習，英語教育に関するものであったが，TED Talks を扱った

言語学の研究もある。櫻田（2018）は TED Talks の英語プレゼンテーションと TED形式の日本

語プレゼンテーション4 を比較し，両言語の好まれるスピーチ・スタイルの違いについて分析

している。櫻田はパブリック・スピーチの観点から TED Talks を扱っているが，TED Talks のス

ピーカーは研究者であることも多く，専門家が自身の研究分野をいかにわかりやすく伝えるか

という側面に着目した研究もある。Scotto di Carlo（2012）は TED Talks で幅広く比喩表現が使

われていることを指摘している。Scotto di Carlo は特に直喩（X is like Y や as if など）を取り上

げ，直喩が非専門家に無理なく説明するための有効な手段として機能していると述べている。

TED Talks のスピーカーはジェスチャーも効果的に取り入れている。Masi（2016）は TED Talks

で用いられるジェスチャーの機能を調査した研究である。TED Talks は動画として配信されて

いるため，今後は Masi のようにジェスチャーを扱う研究の題材としても利用されていくと思

われる5。 

 TED Talks は英語教育，言語学，どちらの分野でも注目を集める素材であり，TED Talks を扱

った研究は着実に増えている。このような研究の中には，TED Talks のデータを集め，コーパス

として利用しているものも少なくない。コーパス（corpus，複数形は corpora）とは，実際に使

用された話し言葉や書き言葉を集めて，コンピュータ上で検索可能にしたもののことである6。

 
4 TEDx Talksとして日本で開催されたもの。TEDx Talksについては注 1を参照。 
5 平沢（2021）は take seemingly useless things and turn them into breathtaking artworksが「一見使いみちがなさそう
に思われるものを，息を呑むような芸術作品に変える」を表すような例を扱った研究であるが，ジェスチャー

についても興味深い観察を行っている。この表現における takeは「手に取る」という意味を失っている（先ほ
どの例であれば単に turn seemingly useless things into breathtaking artworksと言ってもよい）と言われることもあ
るが，平沢はこの場合でも「手に取る」の意味がある程度は残っていると述べ，TED Talksでこの種の表現が使
われる際に何かを手でつかむようなジェスチャーを伴うケースがあることを報告している。平沢（2021）は，言
語表現とジェスチャーの関わりを観察する上で TED Talks が有益であることを示した研究としても評価できる
だろう。 
6 話し言葉の場合は，通常書き起こしされたものが収録される。なお，話し言葉，書き言葉を何でもよいから集
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すでに挙げた研究の中では，Nurmukhamedov（2017），杉森（2020），Scotto di Carlo（2012）は

それぞれ独自に TED Talks のコーパスを作成して分析を行なっているが，それらのコーパスは

一般公開されていない。それに対して，本論文で紹介する TCSE は長谷部氏がオンライン上で

公開しているコーパスであり，利用登録も不要でだれでもアクセスすることができる。第 3節

はコーパス全般についても触れながら TCSE のコーパスとしての性質を概観する。続く第 4節

では TCSE でできる検索について，ある程度詳しく紹介する。なお，コーパスは様々な言語で

作られているが，以下では「英語コーパス」（英語を収録したコーパス）のことを単に「コーパ

ス」と呼ぶことがある（ただし，コーパス全般の概要を述べている箇所を除く）。 

 

3. TCSEのコーパスとしての性質 

3.1. 入門向けコーパスとしての TCSE 

コーパスは英語学，英語教育研究，辞書編纂などの分野で使われてきたが，最近は中学校・

高等学校の英語教師や一般の英語学習者向けにコーパスの利用方法を紹介する書籍も増えてき

た（赤野ほか編（2014）『英語教師のためのコーパス活用ガイド』や今井（2020）『英語独習法』

など）。ただし，コーパスを使用するためには，(i) コーパスに関する最低限の知識，そして何

より (ii) 収録されている英語を正しく理解できるだけの英語力が不可欠であり（梅咲 2003），

自分でコーパスを使うにしても，学生に使い方を教えるにしても，注意が必要であると言える。 

その点，TCSE は検索システムがわかりやすいだけでなく，長谷部氏自身が TCSE の使い方

を解説した文書を公開していることから，一通り使う上で必要な知識を身につけるのがそれほ

ど難しくないため，コーパスの入門に適していると言える。その上で TCSE がほかのコーパス

と比較して扱いやすい要因として，TCSE は英文を対訳形式で見ることができること（第 3.1.1

節），検索後に全文を確認できること（第 3.1.2節）を指摘したい。 

 

3.1.1. パラレルコーパスとしての TCSE 

 英語コーパスとして特に有名なのが British National Corpus (BNC) や Corpus of Contemporary 

American English (COCA) などの大規模コーパスだろう7。これらは様々な英語テクスト（書籍，

雑誌，会話の書き起こしなど）で構成されているが，その中には破格表現や言い誤りが含まれ

ていたり，背景知識や文脈情報が十分に得られなかったりするため，英語に熟達した研究者や

英語母語話者でも用例を理解するのに苦労することがある8。一般ユーザーにとってはなおさら

 
めればよいというわけではなく，コーパスという用語を使う場合は，ある言語や言語変種（特定のジャンルや

言語活動）の代表となるようにデータが集められているのが普通である。この点については後述する。 
7 BNCは 1億語規模のイギリス英語のコーパスである。BNCには複数のバージョンがあり，利用方法も様々な
ものが用意されている（たとえば BNCwebや BNC Onlineなど）。COCAは 10億語規模のアメリカ英語コーパ
スである（Davies 2008–）。1990年以降の英語テクストから構成されており，そのテクストは随時追加される（2009
年時点では 3億 8500万語規模であった（Davies 2009）。なお，収録テクストが追加・更新されるコーパスはモ
ニターコーパスと呼ばれる）。COCA は English-Corpora.org（旧 BYU corpora）が提供するコーパスの 1 つであ
る。English-Corpora.orgではBNCも提供されており，COCAと同じインターフェイスで検索できる。 
8 コーパスを使用した研究で言及されることはほとんどないが，コーパス中の例文を理解するのに苦労した経
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すでに挙げた研究の中では，Nurmukhamedov（2017），杉森（2020），Scotto di Carlo（2012）は
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であり，教育的配慮により修正がなされているわけではない実例を正しく理解するのは，容易

なことではない。 

しかし，コーパス中の英文に日本語訳が付いていればそのような難しさは軽減される。ある

テクストとその翻訳を対応させて検索できるようにしたコーパスはパラレルコーパスと呼ばれ

ている9。英語・日本語のパラレルコーパスであれば，検索結果が英日対訳で表示されるため，

英語学習者の使用にも向いていると言われている（投野 2003; 中條ほか 2005）。パラレルコー

パスで 2 言語（あるいはそれ以上の言語）のデータがどのように収集されるかについては，様々

なケースがありえるが10，TCSE の場合，TED Talks に付与された英語字幕および翻訳字幕を利

用することでパラレルコーパスとして機能している11。 

 ここでは picture という表現をもとにコーパスに日本語訳があることの利点について考えて

みたい。picture の動詞用法に慣れていない学習者であれば，“Picture this.” という表現の意味を

「この写真を見てください」「これを写真に撮ってください」のように誤解してしまう場合があ

る（正しい日本語訳は後ほど）12。ただし，学習者がそのような誤解を自覚することは難しい。

あるいは，不自然さを感じたとしても，picture のような「知っているつもり」の単語を辞書で

確認しようという発想に至らない可能性がある。しかし，TCSE のように日本語訳が確認でき

るコーパスであればこのような誤解に気づきやすく，学習者は正しい理解に向けて突破口を得

ることができるはずである。 

実際に TCSE の “Picture this” という表現を見てみよう。以下は TCSE の検索画面である。

Input text and press SEARCH の検索ボックスに語句を記入すれば，その文字列を検索することが

できる。なお，本論文では【 】という表記で検索ボックスを示すこととする。 

 
験のある英語研究者は多いと思われる（コーパスの実例がしばしば非常にわかりにくいものであることについ

て研究者が言及したものとしては，翻訳書『メンタル・コーパス』の訳者まえがき（西村 2017）がある）。英語
の実例にどのような難しさがあり，またそれを乗り越えるためにどのようなステップを踏めばいいのかについ

て，英語研究者がオープンに議論することが必要なのではないかと思われる。 
9 パラレルコーパスについてはMcEnery and Hardie（2011: 第 1.7節）や 仁科（2014）などを参照。McEnery and 
Hardie（2011）はコーパス全般について考える上でも有益である。 
10 たとえば，中條ほか（2005）で用いられている「日英新聞記事対応付けデータ」は，「読売新聞記事」と The 
Daily Yomiuriについて，翻訳関係にある文を自動的に対応付けたものである（詳しくは内山・井佐原 2003を参
照）。 
11 TED動画の翻訳字幕はボランティア・メンバーによって作成されている。翻訳のチェック体制が整備されて
おり，チェックを経たものが字幕として公開されている。日本語以外の言語の字幕も付与されているので，大

学生が第二外国語を勉強する際などにも有益である。翻訳作業は随時進められているが，すべての動画に翻訳

字幕が用意されているわけではない。翻訳字幕について詳しくはTEDウェブサイトのTranslateのページを参照
のこと（https://www.ted.com/participate/translate）。TCSEで翻訳字幕が用意されているものだけを検索する場合は，
検索時に Include English only talkのチェックを外す必要がある。 
12 筆者が以下の例（Food & Wineというウェブサイトに掲載された記事）を授業で扱った際，そのような誤解を
した学生が数名いた。この表現が掲載されていたウェブページに写真があったこと，Instagramという語がある
ことも誤解の原因になっていたかもしれない。 

Picture this: You’re snuggled up under a plaid, cashmere blanket next to a fire (or Netflix). It just started to snow, 
there’s a sleepy golden retriever spooning your legs, and you’re holding a giant mug of dark hot chocolate with more 
than a splash of rum. At Food & Wine, we call that a cozy scenario. This winter, use #cozyscenario on Instagram and 
we may spotlight yours! (https://www.foodandwine.com/desserts/chocolate/hot-chocolate/6-adult-hot-chocolates-all-
your-favorite-cozy-scenarios) 
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図 1. TCSEの検索画面 

 

上記の検索ボックスに【picture this】と入れて見つかった例の 1 つを (1) に示す。なお，以降の

TED Talks からの用例には日本語字幕として表示される日本語も載せることとする（デフォル

トでは検索結果に日本語の対訳が同時に表示されるようになっている。Translation のボックス

から字幕の言語を変更すれば，その言語の対訳を表示させることができる）13。(1) では検索結

果として表示される英文の範囲が広くなる Use Expanded Segments にチェックを入れたものを

載せている14。Use Expanded Segments については第 4.1節で改めて紹介する。 

 

(1) Picture this: It’s Monday morning, you’re at the office, you’re settling in for the day at work, and this 

guy that you sort of recognize from down the hall, walks right into your cubicle and he steals your 

chair. 

想像して下さい 月曜日の朝 あなたはオフィスで 席につきその日の仕事を始めようと

します すると廊下の先の方にいる顔見知り程度の男性があなたのブースに真っ直ぐに

来てあなたの椅子を奪います 

（David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings／デイビッド・グラ

ディ：ひどい会議から世界を（あるいは自分だけでも）救う方法） 

 
13 Search TargetをEnglishではなくTranslationにすれば，翻訳字幕の文字列で検索を行うこともできる。たとえ
ば，「ぐっすり」という日本語で検索して(sleep) soundlyという表現を見つける，といった使い方ができる。 
14 本論文における例文中の太字による強調は引用者による。 
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図 2.【picture this】の検索結果の一部（TCSE） 

 

学習者が TCSE でほかの表現を検索しているときにたまたま “Picture this.” という表現に出

会った場合，学習者はそれが「想像してください」という訳になっていることに気づけば，picture

を辞書で引き適切な箇所を見つけることができるだろう。そして，TCSE の【picture this】の検

索結果から，このような例が複数あることに気づくはずである。こうしたプロセスを通して， 

“Picture this.” をよく使う言い回しとして覚えることの必要性を認識する，といった学習が可能

になるのではないかと思われる。 

 

3.1.2. 全文確認が可能なコーパスとしての TCSE 

BNC や COCA といった大規模コーパスでは，それぞれのテクストはその一部を切り取って

収録している場合がほとんどである。そのため，検索して出てきた表現の前後の文脈をたどる

にも限界がある。場合によっては，収録部分だけでは十分な文脈情報が得られず，英文の内容

が理解できない場合や思わぬ誤解をしてしまう場合もありえる。文脈を十分に把握した英文を

使うことを重視して，大規模コーパスだけではなく，研究者自身が実際に読んだ小説などをデ

ータとして英語表現を調査するケースもある（高橋 2017; 平沢 2019）。 

 その点，TED Talks は映像，字幕ともにすべて公開されており，テクストの一部しか確認でき

ないということがない。TCSE の検索結果の画面では該当表現のごく一部が表示されるだけだ

が，そこで興味を持った表現，疑問を持った表現があれば，そこからすぐに全文確認画面を表

示することができる。たとえば，TCSE で【yet】の使用例を探していて，次のような表現を見

つけたとする。 

 

(2) In our country, there are groups of students who chronically underperform, for example, children in 

inner cities, or children on Native American reservations. And they’ve done so poorly for so long that 

many people think it’s inevitable. But when educators create growth mindset classrooms steeped in 

yet, equality happens. 

米国では慢性的に学力不足である生徒のグループが存在します 例えば都心部やアメリ

カ先住民居留区の子供たちです あまりにも長きに渡り「不足」のままだったので 殆どの

人が「抜け出せない」と諦めていました しかし教育者が“「まだ」づくし”の成長型マイ

ンドセット授業を施すと「平等」が出現します 
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（Carol Dweck: The power of believing that you can improve／キャロル・ドウェック: 必ずでき

る！―未来を信じる「脳の力」―） 

 

これだけだと何を言っているのか理解できないはずである。ここで言う yet とは何だろうか。

そこで，このトークの全文を表示させて，冒頭部分を見ることにしよう。 

 

(3) The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number 

of courses to graduate, and if they didn’t pass a course, they got the grade “Not Yet.” And I thought 

that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I’m nothing, I’m nowhere. But if you 

get the grade “Not Yet”, you understand that you’re on a learning curve. 

「まだ」という力 シカゴのある高校では卒業に一定の単位修得が必要なのですが試験に

合格できない場合生徒は「未合格」という成績を手にすると耳にしたんです なんて素晴

らしい！ と思いました 「不合格」なら自分は「ダメだ」「もうどうしようもない」と思

います ですが 手にした成績が「未合格」だったら自分は学習曲線上にいるとわかります

よね 

 

yet はこのトークのキーワードであり，yet（まだ）という捉え方が持つ力がテーマになってい

ることがわかる。それを踏まえれば，(2) の内容も理解できるようになるだろう。もし仮にこの

テクストが一部しか収録されていなかった場合，(2) の表現の理解が困難になった可能性があ

る。このように，TCSE は全文を確認することの大切さを実感する上でも意義のあるコーパス

だと言える。なお，動画の全文は，以下の図で言うと一番左の「 」の部分をクリックすること

で確認できる。 

 

 
図 3.【yet】の検索画面の一部（TCSE） 

 

3.2. 特殊コーパスとしての TCSE 

一口にコーパスと言っても，様々なものが存在する。ここでは汎用コーパス（general corpus）

と特殊コーパス（specialized corpus）について確認しておくことにする。汎用コーパスは，当該

言語の総体を代表するべく広範囲のジャンルから偏りなくテクストが収集されているため，多

様な用途で用いられる。たとえば，汎用コーパスで satisfying と satisfactory を検索して，前者の

使用例が多いということがわかれば，その結果はそのコーパスの範囲を超えて，実際の英語使
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用全般で成り立つことが想定される15。汎用コーパスは一般的に規模が大きく，たとえば，BNC

や「現代日本語書き言葉均衡コーパス」（BCCWJ: Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese）

はどちらも 1億語規模である。言語学で単に「コーパス」と言った場合，汎用コーパスを指す

ことが多い。 
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や言語活動（英語学習者の作文など）に限定したテクストで構成されており，基本的に汎用コ
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(4) At first glance, this may seem like a thriving ecosystem intact. But a closer look reveals subtle signs 

of whitebark pine trees battling an invasive fungus and pine beetle outbreak. It illustrates a dangerous 

 
15 ただし，収集するテクストをどのような比率にすれば当該言語を代表することになるのかについては，議論
の余地がある。実際，コーパスによってジャンルの分け方やジャンルごとの収録語数の比重などは大きくこと

なるため，自分が使うコーパスがどのような設計思想で構築されているのかについてはよく知っておく必要が

ある。 
16 注 1で述べた通り，TCSEにはTED-Edなども含まれるので，厳密にはTED Talksのみで構成されているわけ
ではないが，特殊コーパスであることは変わらない。 
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and growing trend in the Greater Yellowstone Ecosystem - one that may pose a problem for the 

recently de-listed Yellowstone grizzly bears. (COCA MAG) 

(5) It was during this period of social and economic upheaval that director Arnaldo Jabor conceived his 

film Eu te amo. Completed in 1981, Eu te amo appears to be a frenetic amalgamation of comedy, sex, 

violence, and surrealism. However, a closer look at Jabor’s film reveals it to be a salient exploration 

of the political, social, and economic problems that have plagued Brazil during the past several 

decades. (COCA ACAD) 

 

このように，a closer look (at ...) reveals (that) ... は英語によくある言い回しであり，「...を見れば...

がわかる」を表す（特に butや howeverを伴い，一般論や印象論に対する反論を示すときに用

いられやすい）。しかし，TCSEで【a closer look】を検索した場合，このような例は少ない。検

索結果の一部を示す（TED Talksに日本語字幕が付与されていない場合は対訳が表示されない）。 

 

 

図 4.【a closer look】の検索結果の一部（TCSE） 

 

このように TCSEでは Let’s take a closer look (at ...) の使用例が多いことがわかる。これは TED 

Talksのプレゼンテーションとしての特徴が非常によく表れた検索結果だと言える。汎用コーパ

スでは難なく見つかる例が TCSE では見つからないということもあれば，TCSE でよく見る例

が汎用コーパスではそれほどたくさんは見つからないということもあるため，TCSE の検索結

果をもとに TED Talks以外のジャンルについて考察を広げる場合は慎重になる必要がある。 

一方で，長谷部（2018）は，TCSEが英語全体の使用用傾向からかけ離れたものではなく，英

語の基本的特徴を探る上で役立つことも多いと述べている。どのような部分に TED Talks特有

の傾向が見られ，どのような特徴は英語全体の傾向に一致するのかといったことに注意しなが

ら TCSEを使うことが重要だろう。 
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4. TCSEでできる検索 

4.1. 品詞の指定 

TCSE では各語に品詞情報が付与されているので，それを利用した検索が可能である。また，

各語の活用形をレンマとしてまとめて検索することもできる（レンマは辞書における見出し語

に相当する）。たとえば，【[help]{v}】と検索すれば，動詞の help の全活用形を一度に抽出する

ことが可能である。この検索式では，[help] の部分で help の全活用形を指定し，{v} で品詞を

動詞に指定している17。この検索を行う際には，[help] と {v} の間にスペースを入れないよう

にする必要である。スペースを入れた場合は，2 つの単語として認識され，help の後に動詞が

続く例を検索したことになる。なお，単なる文字列検索ではなく，品詞やレンマを利用した検

索を行うためには，検索画面の Advanced Search にチェックを入れる必要がある。 

 このような検索方法を活用すれば，特定の構文を見つけることもある程度可能となる。たと

えば，英語の help は［help + 目的語 + 原形不定詞］という構文で用いることがあるが，その

場合，【[help]{v} {n} {v}】で検索することで，該当例を一定数探し出すことができる（{n} は名

詞）。 

 

図 5.【[help]{v} {n} {v}】の検索結果の一部（TCSE） 

 

こうした検索を行う場合，検索式がどのぐらい当該の構文をカバーしているのかを慎重に考え

る必要がある。たとえば【[help]{v} {n} {v}】という検索式では，[help] と {n} の間に別の単語

が入る例（... help the tree exist longer ...や ... help other people get justice ...など）はヒットしない。

自分が使用した検索式でどのような例が抜け落ちてしまうのかについては，常に意識しておく

ことが大切である。 

なお，検索結果の各例は，デフォルトでは TED Talks の画面に一度に表示される英語字幕お

よび翻訳字幕に限定されており，多くの場合，文の一部しか表示されない。このように文の一

部だけを見ると，英文の解釈が正しくできない場合が多いので，おおむね一文が制限されずに

表示されるよう，検索画面の Use Expanded Segments にチェックを入れて検索を行うのが無難で

ある。Use Expanded Segmentsを使うかどうかで，同じ用例であっても以下のような違いが出る。 

 

 
17 品詞の指定についてはTCSEのウェブページで確認できる（https://yohasebe.com/tcse/pos）。実践的な検索方法
については長谷部（2017）が参考になる。 
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図 6. Use Expanded Segmentsをチェックせずに【imagine you】を検索した場合（TCSE） 

 

 
図 7. Use Expanded Segmentsにチェックをして【imagine you】を検索した場合（TCSE） 

 

4.2. 構文検索機能 

TCSE にはいくつかの構文やイディオムについては，ユーザーが自分で検索式を考えなくて

も検索できるように，検索式のサンプルが用意されている（構文検索機能）。用意されている構

文，イディオムはあくまで予備的なものであり，網羅的なものを目指したものではないとされ

るが，興味のある表現が見つかった場合には便利である。また，ここで示された検索式を参考

に自分で検索式を組み立てることもできる。 

構文検索機能のConstructionsをクリックすると，構文・イディオムの一覧のページを表示す

ることができる。 

 

 
図 8. 構文検索機能の画面の一部（TCSE） 

 

この一覧の 602番目には worth V-ingが載っているが，これをクリックすれば図 9のような検

索式【worth +ing{v}】が提案され（+ingは ingで終わる語を指定している），すぐにその検索結

果（図 10）を見ることができる。 
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図 9. 構文一覧に載っているworth V-ing（TCSE） 

 

 

 

図 10. 【worth +ing{v}】の検索結果の一部（TCSE） 

 

このような検索結果を通して，worth V-ing を含むさらに大きな慣習的表現として，make (one’s) 

life worth living を見つけることもできる。第 4.1節や第 4.2節で検索した表現については，TED 

Talks に特有ではなく，TCSE を検索することで広く英語の慣習性に気づくきっかけになると言

える。TCSE の検索結果と汎用コーパスの検索結果とを突き合わせてみるのもおもしろいだろ

う18。 

 

5. 検索上の注意 

 TCSE は非常に便利ではあるが，使いこなすためには，ユーザーにコーパスの基本的な知識

があること，英語の力があることが重要である点を再度強調しておきたい。 

コーパスの特性に関して言うと，TCSE で品詞情報がどのように付与されているのかを知ら

なければ，たとえば satisfying が動詞と形容詞のどちらに分類されているかがわからない，とい

ったことが起こりえる。以下は品詞を指定せずに【satisfying】として検索して得られた例であ

るが，(6) の satisfying は形容詞 {j} であるのに対して，(7) では動詞 {v} である。 

 

(6) My first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen. 

漁師との共同作業で 初めて満足のいく作品ができました 

（Janet Echelman: Taking imagination seriously／ジャネット・エシェルマン: 想像力を真剣に

 
18 このほかにN-gram検索機能などが利用できる。詳しくは長谷部（2017）を参照。 
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捉えよう） 

(7) That answer just wasn’t satisfying at all.  

そんな答えは全然納得できませんでした 

（Amy Padnani: How we’re honoring people overlooked by history／エイミー・パッドナーニ: 歴

史的に見落とされた人々への敬意の示し方） 

 

TCSE が使用している解析ソフト Enju では be 動詞の後に用いられる satisfying は動詞として品

詞を付与しているようである。そのため，【not {j} at all】といった検索式を用いても (7) はヒッ

トしないことになる（【not satisfying at all】であればもちろんヒットする。wasn’t は was not とい

う 2 語として扱われていることに注意）。このように，コーパスで付与される品詞情報は必ずし

も直観的に判断できるものではないため，品詞を指定しない検索などと併用しながら自分の検

索の仕方が正しいか確認することが望ましい。また，品詞情報は機械的に付与されているため，

精度が 100%ではないことには留意しておくべきだろう19。 

 また，ユーザーに英語の知識がなければ，どのような検索をするべきかがわからない場合も

多い。英語の依頼表現を調べたいなどと思ったとしても，そのような表現の意味や機能に関す

る情報はコーパスには与えられていない。TCSE に限らず，多くのコーパスで使えるのは文字

列の線形的な順序や品詞情報にとどまっているため，依頼表現としてどのようなものがあるか

については，ユーザー自身の経験に基づいて，あるいは関連する言語学の研究を読むなどして

判断しなければ，検索のきっかけをつかめないことが多い20。たとえば，英語の講演では，講演

者が聴衆に何かをするように呼びかける（依頼する）ことが多いのではないかと考えて，TCSE

で用いられる依頼表現を調べてみたいと思ったとしよう。そして，【can you {v}】や【will you 

{v}】と検索し，{v} の位置にくる動詞をリストするといった方法を思いつくかもしれない。し

かし，このような検索の仕方では can you と {v} の間に副詞が入るような表現は抜け落ちてし

まうことを自覚していなければならない。以下の例は【can you {r} {v}】で得られたものである

（{r} は副詞を指す）。 

 

(8) I need two people to help me out real quick. Can you come up? And let’s see, down at the end, here, 

can you also come up, real quick? 

2 人 お手伝いが要るのですが あなた こちらへ来てくれる？ そこの端に座ってる方 あ

なたも来てくれる？ 

（Keith Barry: Brain magic／キース・バリー: ブレインマジック） 

 
19 品詞情報が完璧でないのは TCSEに限らず，機械的に品詞情報が付与されたコーパス全般に当てはまる話で
ある。なお，本論文執筆時点（2021年 7月）でTCSEに使用されている品詞解析ソフトはEnjuであるが，長谷
部氏によると，より精度の高い解析ソフトへの変更を検討している（本論文に例として挙がっている検索式は

解析ソフトの変更後も使用可能）とのことである。 
20 ただし，TCSEの場合は日本語字幕からの検索もできるため，一度【してください】といった日本語の文字列
で検索し，その結果をもとに英語の依頼表現を選定していくというやり方はある。 
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う。 

 

6. 英語学習，英語教育，英語研究 

前節までの内容から，英語学習者が見知らぬ表現に出会ったときの確認をしたり，英語教師
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6.1. ［現在完了（これまで）＋will（これから）］のパターン 

ここで筆者が授業で TCSE を活用した例を紹介したい。筆者は以下の英文を授業で取り上げ，

それを日本語に訳すという課題を出した（筆者による日本語訳は後ほど提示する）。 

 

(10) ‘Being black in America is like wearing shoes that don’t fit,’ an African-American writer has said. 

‘You can get used to them, but they’re not comfortable. That’s the way it’s always been. It’s the 

way it always will be.’ (Alan C. McLean, Martin Luther King, Oxford Bookworms Library: Factfiles 

Stage 3) 

 

すると，太字部分について「それがいつものやり方だ。これからもそのやり方だ」といった日

本語を考えた学生が複数いた。これでは原文の意味を伝える日本語にはなっていない（太字部

分の前半は「以前からずっと…だった」といったことを表しているが，「それがいつものやり方

だ」ではそれが伝わらない訳だと言える）。学生はおそらく現在完了についても，will の表現に

ついてもある程度理解しているのに（現在完了で always を使うパターンについては理解できて

いなかったかもしれないが），この表現を正しく理解できないとしたら，そこに欠けている知識

は何だろうか。 

 実は，英語では「あることが過去に起こって（あることが進行していって），これからどうな

るのか」という流れで話を展開するときに，［現在完了（これまで）＋ will（これから）］とい

うパターンをよく使う。そこで，筆者はこのパターンに沿う例を TCSE で検索し，それを授業

で提示することにした。検索式として【[have] {v} * will】あるいはもう少し範囲を絞って【has 

been * will】を利用して（* は 1 語以上の文字列を表す），検索結果の中から該当例を選んだ。

次のような例がそれに当たる。(13) のように現在完了進行形の例も含む。 

 

(11) Just a few weeks ago, a 15-year-old in Huntsville, Alabama died by suicide after being bullied for 

being gay. In 2018, it was a seven-year-old in Denver, Colorado. There have been and will be many 

more. 

ほんの数週間前に アラバマ州ハンツビルに住む 15 歳の子が ゲイであることを理由に 

いじめられ 自殺しました 2018 年にはコロラド州デンバーに住む ７歳の子供も亡くな

りました このような子供はこれまでも これからも多く出てくるはずです 

（Lindsay Amer: Why kids need to learn about gender and sexuality／リンジー・アメル: 子供が

ジェンダーやセクシュアリティについて学ぶ必要性） 

(12) The story, by the way, has been translated and published across several European countries, and 

certainly will continue to do. 

ところでこの記事は すでにヨーロッパの数カ国語に 翻訳，出版され 今後も翻訳され続

けるでしょう 

（Anders Fjellberg: Two nameless bodies washed up on the beach. Here are their stories／アンダー
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ス・フィエルベルク: 浜辺に打ち上げられた名も無き２人の人生の物語） 

(13) What is life? It has been really puzzling me for more than 25 years, and will probably continue doing 

so for the next 25 years. 

「生命とはなんだろう？」 25 年以上私が考えさせられた質問です これからの 25 年も 

それは続くでしょう 

（Jun Wang: How digital DNA could help you make better health choices／ジュン・ワン: デジタ

ル DNA がより良い健康の選択を助ける） 

 

授業では，このような例を紹介した上で，(10) もその一種として見なすことができることを

伝え，日本語訳 (10’) を提示した。 

 

(10’) あるアフリカ系アメリカ人の作家はこう言っています。「アメリカで黒人でいることは，合

わない靴を履いているようなものさ。慣れはするけど，気持ちのいいものじゃない。これ

までずっとそうだったし，これからもそうだろうね」と。 

 

さて，先ほど筆者は「学生はおそらく現在完了についても，will の表現についてもある程度

理解しているのに」と述べた。しかし，(10) のような表現を正しく読めなかったり，またこの

ような表現を自分で書けなかったりするとしたら，それは本当に現在完了を理解したと言える

のだろうか。次のように考えてもよいはずである。現在完了を理解していることの中には，ど

んな話の流れで現在完了を使うと自然であるかわかっているということが含まれる，その中に

は［現在完了（これまで）＋will（これから）］というパターンの習得も含まれるのだ，と。こ

のように考えるだけの理論的支柱は，認知言語学の使用基盤モデル（usage-based model）に求め

ることができる21。 

 

6.2. 使用基盤モデルの観点から 

使用基盤モデルは，認知言語学，とりわけ Ronald W. Langacker が提唱する認知文法の基礎を

なすものである（Langacker 1987, 2000 ほか）。使用基盤モデルでは，母語話者は具体性の高い

慣習的表現（よく使われる言い回し）を多数身につけており，そのような慣習性は言語によっ

て異なると想定される22。Langacker は次のように述べている（拙訳，太字は原文ママ）。 

 

(14) There are literally thousands of these conventional expressions in a given language, and knowing 

them is essential to speaking it well. This is why a seemingly perfect knowledge of the grammar of a 

 
21 「使用基盤モデル」は「用法基盤モデル」と呼ばれることもある。 
22 本論文では詳細に扱うことはできないが，使用基盤モデルは単に慣習的表現を重視するだけの考え方ではな
く，文法とは何か，語彙と文法はどのような関係にあるか，言語はどのように習得されるかといった諸問題を

扱う言語モデルである。一般向けの記事としては後述の西村（2016），日本語で読めるより本格的な解説として
は平沢（2019: 第 1章）を参照のこと。 
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language (in the narrow sense) does not guarantee fluency in it; learning its full complement of 

conventional expressions is probably by far the largest task involved in mastering it.（Langacker 1987: 

35） 

それぞれの言語には，誇張なしに何千もの慣慣習習的的表表現現が存在するのであり，言語を十分に

使いこなすにはそのような表現を知っていることが不可欠なのである。そのため，ある言

語の（狭い意味での）文法を完璧に身につけたように見えても，それだけではその言語を

使いこなせるようになるとは限らないのである。言語を習得するのに必要なことの中でも，

その言語を形作る慣習的表現を覚えることはとりわけ重要なことであると言えるだろう。 

 

言語には慣習的表現が数多く存在していて，そのような単位を記憶し，活用することではじめ

て母語話者は流暢で自然な言語運用ができるのだとされる（慣習的表現の遍在性を，豊富な実

例をもって示した研究として Taylor 2012を参照されたい）。そして，このような慣習的表現は，

実際の言語使用に繰り返し触れることで習得されると考えられている。慣習的表現として

Langacker（1987: 35）が挙げているものには answer the phone, other things being equal, I don’t care

などがある。TCSEはその設計思想に使用基盤モデルがあり（Hasebe 2015, 長谷部 2016, 2018），

構文検索機能が用意されているのはその表れである。そして，慣習的表現はフレーズやイディ

オムと呼ばれるものよりももっと大きな単位であってもいい。どんな構文で使いやすいか，ど

んな文脈で使われやすいか，どんなジャンルで使いやすいかといったことも範囲に入るもので

あり，先ほど挙げた［現在完了＋will］もまたその一部に含まれると考えられる23。 

使用基盤モデルは外国語学習や外国語教育のための言語モデルではないが，これが示唆する

ところは大きい24。西村（2016）は，使用基盤モデルを解説する記事「語法文法とは何か：認知

言語学の視点」の冒頭で次のように述べている。 

 

(15) 私自身は，もう 30年近くにわたって，英語（と日本語）の文法を認知言語学という理論の

立場から研究するのと並行して，大学生と社会人に英語を教えてきたが，その間ずっと，

この 2 つは私にとって表裏一体であった。（しばしば日本語の対応する現象と比較しなが

ら）英語の文法現象について考察することが英語を教える上で大いに役立った経験は数え

切れないほどある。と同時に，学習者が遭遇する英語の（多くの場合意外な）習得困難な

面に教室で何とか対応しようとする過程で，興味深い研究テーマの存在に気づかされるこ

とも珍しくなかった。さらに，そうしたテーマについて認知言語学の観点から考察した成

果は確実に学習者に還元されてきた。したがって，私にとって英語の文法研究は，それ自

体が愉しくて仕方がないのはもちろんであるが，英語を適切に教えるために欠くことので

 
23 平沢（2019）は by nowという表現を取り上げ，母語話者が丸ごと記憶している単位として not ... by nowや
know ... by nowを挙げ，さらには［推量表現＋you know (that) I ... always ...］と by nowの組み合わせ，といった
ものまで 1つの単位になっているのではないかと述べている。 
24 使用基盤モデルに基づく授業を実践する上では，宮脇（2010）や平沢（2017）が参考になる。 
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きない営みでもあり続けてきたことは間違いない。（西村 2016: 14） 

 

上記の中で「（多くの場合意外な）習得困難な面」という部分に着目したい。英語を教えていれ

ばしばしば出くわすのが，学習者が思わぬ形で躓くという場面だろう。教師はある程度学生の

躓くポイントを予め想定しているはずだが，実際にはその想定から外れるところで学習者が英

文を正しく読めなかったり，不自然な英文を書いてしまったりすることがある。ここで露わに

なるのは，「学生が知っている知識，あるいは学生に教えた知識」と「ある表現を実際に理解し

たり産出したりするために必要な知識」のずれである。使用基盤モデルの研究は，慣習的表現

の分析という形で，そのずれを探る実践例を示してくれる。そして，このずれを埋めるべく授

業を行うという営みは，英語教師が英語の観察力を高めるとともに，英語母語話者の持つ言語

知識（英語運用を可能にする知識）に迫るための絶好の機会だと考えられる。 

第 6.1 節で，筆者はあたかも最初から［現在完了（これまで）＋will（これから）］というパ

ターンについて熟知していたかのような書き方をしてしまったが，本当のところは学生にどの

ように (10) の表現を解説するかを考える中で考察が深まったというのが実情である。(10) の

ような表現にはもともと慣れていたとはいえ，この表現の理解に必要な知識が［現在完了＋will］

というパターンなのではないかと明確に意識するようになったのは，学生に解説する機会があ

ったおかげである。さらに TCSE の用例を観察する過程で，will の後には (12), (13) にあるよ

うに continueといった継続を表す動詞が使われやすいのではないかということにまで気づくこ

とができた。これはまさに (15) の引用にある「興味深い研究テーマの存在に気づかされる」体

験だった。この授業の成果は野中（2021）「現在完了を大きな単位，具体的な単位で捉える」と

いう記事にまとめることができた25。 

 

6.3. 〈英語教育→英語学習，英語研究〉という関係 

英語学習，英語教育，英語研究の関係と言うと，「しっかりとした英語力のある人が英語を教

えるべきだ」といった主張に見られる〈英語学習→英語教育〉の関係か，あるいは「英語学の

成果を英語授業に生かそう」という〈英語研究→英語教育〉の関係について言及されることが

多い。しかし，このような一方的な関係性だけを語ることは，授業を通して英語教師が得るも

のがあること，それが英語学習や英語研究に還元されうることを見えづらくしてしまうのでは

ないだろうか。〈英語教育→英語学習，英語研究〉という関係についてもっと語られる必要があ

るように思われる。前節で見たように，使用基盤モデルによる慣習的表現の研究は，英語学習

で身につけるべき言語単位に気づくこと，授業で扱うべき内容を考えること，興味深い研究テ

ーマを見つけることが一体となった関係について考えるきっかけを提供する。この三者が一体

となった営みを行う上で，英語の用例に触れることができるコーパスは非常に有用であると言

 
25 野中（2021）では［現在完了（これまで）＋現在形（今は）］のパターンも紹介している。この記事は平沢・
野中が連載している「実例から眺める『豊かな文法』の世界」の第 3回に当たる。連載の概要については第 1回
記事（平沢・野中 2021）を参照。 
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えるが，中でも TCSEは，英語の実際の使用例をそのまま体験できる形で提供してくれる（ト

ークの全文確認ができ，TED動画からスピーカーの声色やジェスチャーまで確認できる）とい

う点で，極めて大きな意義を持つのである。 
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Abstract 

Nowadays English materials are amply available online, among which TED Talks have attracted 

substantial interest. TED Talks are presentation videos provided by the nonprofit organization TED 

(Technology, Entertainment, Design). TED Talks contain not only transcripts in English but also translated 

subtitles in multiple languages. TED Corpus Search Engine (TCSE) is an online corpus system that allows 

users to search transcripts and translations of TED Talks. This paper offers an outline of TCSE and its 

implications for English learners, educators and researchers. It also discusses how interwoven English 

learning, education and research are from a broader perspective. 
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