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外国語 学習者の 語彙学習 に お け る問題点

言葉の 意味表象の 見地 か ら

今　 井　 む つ み
1

WHATIS 　 MISSING 　 IN　 L2　 WORD 　 MEANING 　 REPRESENTATION 〜

　　　Problems 　in　second 　language　vocabulary 　learn董ng

Mutsumi 　IMA ］

　　　The　present　study 　invest1gated　how 　the　frequently　used 　English　word 　wear 　is

understood 　by　American 　students 　and 　Japanese　college 　students 　studying 　English　as 　a

sccon 〔】language．　The 　results 　of 　the　two 　expcriments 　revealed 　very 　dlfferent　patterns

between　 the　 native 　speakers 　 and 　 the　 L21eamers ． 1
’
he　American　 students 　 knew

almost 　all　of　the　senses 　of　the　word 　rvear 　whether 　used 　in　their　concrete ，　prototypica ｝

senses 　or 　metaphorically 　extended 　sellses 　and 　grouped 　the　dif「erellt　senses 　into　tightly

cohesive 　clustres ，
　which 　in　tul’ll　comprised 　an 　orderly 　structured 　category 　of　the　word

as 　 a　 whole ．　In　 c⊂，ntrast ，出 e　 Japancse　 students
’

understanding 　 of　 the　 wGrd 　 was

extremely 　impoverished ，
　consistjng 　only 　of　the　senses 　corresponding 　to　the　Japanese

word
“kiru”．　The　pattem 　obtained 　for　the　native 　speakers 　was 　consistent 　with 　a

re （：en 亀ly　proposed　theory 　treatin9 、vord 　mean ｛ng 　as 　a　structured 　category 　w 琵h　single

o 了
『
multiple 　prototypes．　 The　large　difference　observed 　between　native 　speakers 　and

Japanese　students 孟n　understanding 　the　meaning 　of 　a　basic，　frequent　word 　such 　as 　wear

Points　to　the　problem 　of　traditiollal　vocabulary 童nstruction 　in　sec （⊃nd 　language　class ・

r。QmS ，“
rhiCh 　eXcluSiVe ］y　relieS 　On 　diCtiOnar｝・ de丘nitiOnS ，

　　　Key 　w 〔〕rds ：second 　language，　vocabulary 　illstruction，　word 　meaning ，　polysemy，

structured （：ategory ．

　従来 ， 英語 を 初 め と す る 外国 語教育 に お い て ，

．
語彙

の 学習 ，教授 は文法の そ れ に 比 べ 非常 に 軽視さ れ て い

る よ うに 思 わ れ る。語彙 の 意味 は辞書に あ げ られ て い

る定義 に等 し い も の で あ る と い う の が 一
般 の 通 念で あ

り，詳書の 定
．
義を丸暗記す る こ と が語 彙学習 で あ る と

考 え ら れ て い る た め
， 組識 だ っ た 語彙教授 は な さ れ て

い な い よ う に 思わ れ る 。 こ れ は外 国語教育 に 限 っ た も

の で は な く，例 えば ア メ リ カ で は ， 母 国語 で ある英語

の授業に お い て ， や は り， 薪 出語 彙 の 意味 を辞書 の 定

義 に よ っ て 教 え る と い う方法 が伝 統的 な もの とな っ て

1　 ノ
ース ウエ ス タ ン 大学 心理 学部 （Department 　ofPsychology

　N 〔〉聖
・thwestern 　 UniVEI．sity ，

い る。し か しな が ら，ア メ リ カ の 小学生 の学校 で の 母

国語 の語彙学習 に お い て ， 辞書 の 定義 を与 え て も ， ほ

とん どの 子供が そ の語 を使 っ て 文を産 出す る こ とが で

き な か っ た こ と が 報 告 さ れ て い る。（Miller ＆ Gildea，

1987〕。こ の原因は ， 辞書の 定義が ， ネイ テ ィ ヴ ス ピー

カーが 持 つ 言葉 に つ い て の 様々 な 豊 か な知識 を当た り

前の こ と と し て 記述 し残 し て い る た め と 考 え ら れ る

（Levin、　inpress；Levin ＆ Rapoport，1988　；　McKeown ，1991）e

　 こ の ， 辞書 に 書か れ て い な い ，ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ
ー

が持 っ て い る知識 と は具体的に は どの 様 な も の で あ ろ

うか 。興味深 い こ と に ， こ こ で 問題 に な るの は ほ と ん

ど の場合 ， 動 詞 に関す る知識 な の で あ る 。
こ れ は ， Gent・

1
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nerCl982 ）が 言っ て い る よ うに 名詞 が 物 の 名前を中心 と

し た 言語 カ テ ゴ リ
ー

で あ り， し た が っ て名詞 の 意味 は

　（も ち ろん 抽 象的 な 概 念 名詞 は 別 で あ る が 〉 物 の 特性 に よ っ

て決定 さ れ るの に 対 し， 動詞 は抽象的な関係 を主 に 表

わ す もの で あ る か ら名詞 に 比 べ そ れ ぞ れ の 言語の 言語

的特性 に 大 き く左 右 され る。こ の た め，動詞の 意味構

造 は，名詞 に 比 べ 異言語間で の 意味構造 の 違 い が頭著

で あ る 。 こ の ，動 詞 に お け る異言語間の意味構造の 違

い に は 大 まか に い っ て 2 つ の 側面が ある。先ず第 1 に

動作 ， 移動な ど主に動詞句で 表わ され る 述語の 中で ，

ど の意味情報 が 動詞 そ の もの の 中 に 表わ さ れ ，ど の 情

報 が副 詞 ， 前置詞 な ど の 動詞 に 付 随す る もの の な か で

表わ さ れ る か に お い て ， 異 な る言語が そ れ ぞ れ 異 な っ

た パ タ
ー

ン を取 る （Talniy．197S ；1985）e 例 えば 英語の場

合 ， 動作の行わ れ る際 の 様相 （man 冂er ）を動詞 の 意味の

中に と り こ ん で 表わす傾向が あ る の に 対し，ス ペ イ ン

語 や 日本語で は こ れ が ほ と ん ど見 られ ず ， 動作の さ れ

方 は 主 に副詞句な ど の 動詞 に 付随す る句に お い て 表わ

さ れ る。一
方 日本語 で は 「越す 」「渡 る 」な ど

， 英語で

は
“
go 　over

”
，

“
go 　across

”
等 ， 前置詞句を 用 い な け

れ ば表わ せ な い 動作や移動 の軌跡が ， 動詞 の 意味 の 中

に 組み 込 ま れ て い る （lmal，1992 ；韓国 語 と英 語 に つ い て は

Choi ＆ Bowerman ，199ユ）。こ の 様 な知 識 は ，

一
つ
一

っ の

語彙 レ ベ ル よ り上 の ， 言わ ば ， 特定 の 言語 で 語彙 の意

味が ど の様に構成さ れ るか と言 うメ タ知 識で あ り ， あ

る い は ワ
ード ス キーマ と も呼 ば れ る も の で あ る ｛Ko ．

jima＆ Hatano，1991 ；Nag ｝
’＆ Gentner，1鮒 O ；Nagy ＆ Scott、

199D｝。　 Nagy ら （Nagy ＆ Gentner，1990） は ， 英語 を母 国

語 と す る 大学生 が 文 中の未知 の 動詞の意味を類推 す る

際，積極 的 に ワー ドス キ ーマ を使 う こ と （例え ば、動 詞 の

意味 の 中に 動作 の 様 相 （manner ）の コ ン ボ ネ ン トを頻 繁 に 絹 み 入

れ て い る
一一方、不可能な パ ターン で あ る，動 作 の 停 止 を示 す 意味

コ ン ボ ネ ン トを動詞 の 意 味 の
一

部 とす る こ と を 拒 絶 す る ） を報

告 し て い る 。

　 ネイテ ィ ブ ス ピーカ ーが 語彙 に つ い て 持 っ て い る 知

識 の もう 1 つ の側面 は，語彙 の様 々 な派生 的な 意味が

互 い に ど の 様 に 関連 して い る か と言 う知識で あ る。こ

れ は Lakoff （1982，1987a 、1987b ） が 近年主張 し て い る意

味論 と深 く関連する もの で あ る。 Lakoffは ， 言葉 の 意

味 を最小 の 数 の 意味素 （senlanticfeatures ）の セ ッ ト と し

て 表 象 し よ う と す る古典的 な意味論 （Katz ＆ F。dor，

1963）を否定 し ， そ れ ぞれ の こ とば の 意味 は，プ ロ トタ

イ プ を中心 に 構成 さ れ て い る 内的構造 を持 っ た カ テ ゴ

リ
ー

として 表象 さ れ る と主張 する e こ の 場合 ， プ ロ ト

タイ プ と は，ひ と つ の 言葉 の 最 も頻度 の 高 い ，か つ 規

2

範的な使われ 方 に お け る意味 と して 理解で き よ う。

　 こ の よ う な 言葉 の 意味表 象の新 し い モ デ ル を考え て

い く上 に お い て ， と くに興味深 い 分析 の対象と し て 注

目を集め て い る の が 多義語 （p・lysemy｝で ある （Burgman ，
19S8 ；Lakeff，1Y87a、Langacker ，1986；Lehrer、199G ；1．indner，
1981；Sweetse【、19861。言葉 の 頻 度と多義性 （1 つ の 言葉 の

持 つ 互 い に 区別 し得 る 意 味 の 数 ） に は 相 関 出現関係が あ る

と指 摘 さ れ て い る が （Zipf，】945）， 例 え ば 英 語 で は

give ，　 take ，　 run ，　 over
，
　 out な ど の 頻度 の 高 い 動詞 や

前置詞 ，あ る い は 日本語で は頻度 の 高い 助数詞で あ る

f本」な ど は，な る ほ ど非常に多義的 に 使用 され て い

る （over の 分析 に つ い て は Burgman ，1988、  ut に つ い て は Lin．

dnar，1981，「本 」 の分 析 に つ い て は Lakoff、1987a を 参照 ）Q 上

記 の よ うな語 は ， 用法 が 非常に 多岐 に 及 ぶ た め ， 辞書

に 記述 され て い る個々 の 意味あ る い は 用 例 を漠然 と眺

め て い る と，そ れ ぞ れ が ま っ た く互 い に 関係 な く無秩

序に 列記 され て い る よう に み え， こ れ らの 意味を
一

暼

した だ け で は お 互 い の 関連性 を見出す こ と は非常に難

し い
。 し か し， Lakoffは ， こ の

一
見 無秩 序 に 列記 され

て い るだけ に 見 え る多数の 意味を持 つ 多義語 は，実 は

1 つ の 語 と し て の ま とま っ た 意味横造 を持 っ カ テ ゴ

リーと して 考 え られ る べ き で あ る と 主張 し ， ま た，こ

の 意味 カ テ ゴ リーを 「古典的 カ テ ゴ リー
」 とは異な り，

必 要十分 な意味素 （semantic 　features）に よ っ て 決 ま る の

で は な く， プ ロ ト タ イ プ を中心 に 形成 さ れ ， 曖 昧 な

（fuzzy） 境界 を持っ た f放射 状カ テ ゴ リー
（radial 　cate 、

ger ｝
．
）］と して 考 える べ き で ある と提案 して い る （Lakuff，

ユ9呂2 ；1987a，　b＞o

　 Lakoff が 主張 す る放射 状 カ テ ゴ リー
に よ る 意味表

象0）モ デル に つ い て も う少 し詳 し く述 べ る必 要が あ ろ
ア
っ 。こ の モ ァ ル に お い て は ， まず ， 語の 具体的 な用例

か ら幾つ か の 意味 ク ラ ス タ ーが 形成 さ れ る 。 そ れ ら の

意味 ク ラ ス ターは ，

一・
見相互 関連性な くバ ラ バ ラ に 存

在 して い る よ う だ が ，実 は メ タ フ ァ
ー

に よ っ て 繋 が れ

た，ひ と つ の 構造化さ れ た ま と まっ た カ テ ゴ リーを形

成 して い る の で あ る 。 意味 の 多義性 の 程度は 語 に よ っ

て様 々 で あ る が ，意味 が 非常 に 多岐 に 及 ぶ 場合に は ，

下位 クラ ス ターか ら さ ら に その 下位 ク ラ ス タ ー
へ 派生

す る 場 合 もあ り，い くつ もの ク ラ ス ターが 鎖状 に 連

な っ て い る 構造 と考 え た ほ うが よ い よ うで あ る 。 カ テ

ゴ リ
ー

が こ の よ うな鎖状構造 を呈 す場合 ， 意味 の 関連

性が 理 解で き る の は 隣接す る ク ラ ス タ
ー

どうしの み で

あ り，例 え ば カ テ ゴ リーの 対極 に 位 置す る 2 っ の ク ラ

ス タ
ー

な どは ， 間に 介在す る ク ラ ス タ ー抜 き に そ れ の

み 取 り上 げた場 合 ， 相互 の関連性 は ま っ た くわ か らな
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くな っ て し ま う。

　 先 に も述 べ た よ うに ， 通常，現在 の 辞書 に は， こ の

よ う な 語 の カ テ ゴ リーと し て の 全体構造 ， またそれ を

支 え るメ タ フ ァ
ーの記述 が ほ と ん ど含 まれ て い な い 。

ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ ー
に と っ て は ，こ の メ タ フ ァ

ーの

理解 は， 1 つ の 言葉 が様々 な文脈の 中で 様々 な 意味 ，

用法で使わ れ る の を何度 も経験す る う ち に 培わ れ る も

の で ，学校 な どで 教 え られ る 知識 で は な い
。 ま た ， こ

れ ら の メ タ フ ァ
ーは文化，言語 に 特有 な も の で あ る

〔Lak 。ff ＆ J。hnson，ユ98ω 。 こ の こ と か ら示 唆 さ れ る の

は，外 国語学習者が語彙 の 意味を辞書 の み に頼 っ た場

合 ， 語 の 意味構造 を 支 え る メ タ フ ァ
ーが 理 解 で きず ，

したが っ て ， そ の 語 の 意 味を内的構造 を持 っ た カ ラ
’
ゴ

］」　一として と ら え ら れ な い の で は な い か ，と い う こ と

で ある。その 結果 ， 外国語 学習者 の 意味 表象 は ． ネ イ

テ ィ ヴ ス ピーカ ーの そ れ と は 非常 に 異 な っ た も の に

な っ て し ま う の で は な い だ ろ うか 。

　本研究 は ， 上記 の 2 側面の辞書 に書か れ て い な い 語

彙 に 関す る 知 識 の う ち ，後 者 の 多 義語 を 支 え る メ タ

フ ァ
ー

の 理解 に 焦 点 を当 て ， 英 語 を外国語 とす る 日本

人 と ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ ーが 多義語 の 様々 な 用法 を受

容 あ る い は 棄却す る プ ロ セ ス を明 らか に す る こ と を目

的 とす る。本研究 で は こ の た め ， 英語の動詞
“
wear

”

を取 り上 げ た 。 そ の 理 由は ， 第 1 に ， こ の 動詞 が 日常

頻繁 に 使 用 され て い る こ と，第 2 に ，
“
wear

”
と い う語

に よ っ て カ バ ー
さ れ る 意味範囲 は 「着 る」よ り もずっ

と広 く， か っ ， 「着 る 」に は 見 ら れ な い よ うな比喩転 用

法 が あ る こ と，の 2点 に あ る。こ の 様 な意味 カ テ ゴ リー

の 母国語 と外国語に お け る範囲に顕著な違 い が あ る場

合 ， 外国語学習者 は こ れ らの 様々 な用法 を含む 「カ テ

ゴ リー」 と し て の 多義語 の 意味 を ど の様に 学 ぶ の で あ

ろ うか 。 こ こ で 問題 に な る の は多義語の様々 な意味 用

法 が 文脈上 に 現 れ た と き，学習者 が 文脈上 の 新奇 な 意

味用法 を果た し て そ の語 の意味カ テ ゴ リーに 属す る も

の と し て 受け 入 れ る か ど うか，ま た，ど うい う基準 で

そ の 判断をす る か で あ る 。
Adjemian （1983 ）は ， 外国 語

学習者が外国語の あ る語 の意味 と そ れ に対応す る 母 国

語 の 語の 意味 と が 等価 で あ り，一
対

一
対 応 をす る と 考

え る傾 向が強 い こ と を指摘 して い る 。 Nagy ら （Nagy ＆

Gcntner、エ99D） は，人 が母国語の 語彙 に つ い て 持つ ワ
ー

ドス キ ー
マ が

， 意識 上 に 顕 在化 さ れ な い
，

い わ ば手続

的知 識 と し て存在 す る事 を指摘 し て い る が ，各々 の 語

の 意味カ テ ゴ ゾーを 支 え る メ タ フ ァ
ーも同様 に

， 宣 言

的知識 の よう に は っ きり意識さ れ て い る も の で は な く，

無意識上 の 手続的知識 に 近 い もの な の で は な い だ ろ う

3

か 。
こ の た め ， 外国語学習者に 限ら ず，

一般的 に 人 は，

母 国語 に お い て も，語 の 意味が メ タ フ ァ
ーに 支え ら れ

た カ テ ゴ リーで ある こ と に 意識的 に 気づ い て お らず ，

意味表 象 が 辟書 の 記述 に 等し い もの で あ る と考え が ち

で あ る （Miller、1986）。 こ の ，言葉 の 意味 ＝ 辞 書 的定義 と

い う信念 と ， 母国 語 の 語 彙 と外国語 の 当該 の語彙が
一

対
一．
対 応 す る と い う信念 に よ り，外 国語学 習者は

， 母

国語 と対応す る非常 に 限 られた範 囲 の み を当該 の語の

意味 と し て 受 け 入 れ ， そ れ 以 外は た と え文 脈 か ら意 味

が 明 ら か で あ っ て も，そ の 語 の 意味 カ テ ゴ リ
ー

の
一

部

と し て で は な く，同音異義語 （h。 monym ）の 様に見な し

て し ま うの で は な い だ ろ うか 。 そ して そ の 結果，外 国

語 に お け る語の 意味 は，カ テ ゴ リ
ー

として 表象 され ず ，

した が っ て カ テ ゴ リーを構造化 し て い る メ タ フ ァ
ーも

理 解さ れ な い 。 ま た ，同時 に ，意味 カ テ ゴ リ
ー

を構造

化 して い る メ タ フ ァ
ー

を理解 し な い た め ，
い っ ま で も

語の 適用範囲を拡張で き ず， 点の み か らな る痩 せ た表

象か ら脱皮で きな い ， とい う悪循環 が存在 し て い る の

で は な い だ ろ うか
。

　こ の 仮説の検討 の た め，日米 の 被験 者に 1 ）
“
wear

”

の 様 々 な用例の カ テ ゴ リー分類 ， 2 ）
“
wear

“
の 様々 な

用例に お け る意味 の 正 誤判断 ， の 2 つ の 実験 を行 っ た。

実験 1 で は，被験者 に ，17の
“
wear

”
が さ ま ざ ま な意

味 用法 で 使 われ て い る文 に つ い て ど の 意味 と ど の 意味

が 同じ カ テ ゴ リーに属す る か カー
ド分 類 をす る こ とを

求 め た 。 こ れ を基 に 類似度行列が作 られ ， 多次元尺度

法 に よ りそれぞ れ の意味の位置関係 を多次元空間 で 表

わ し，口米 の 被験者が
“

wear
”

の 意味 構造 を ど の 様な

次 元 で 捉 え て い るか を検討 した 。 実験 2 で は 実験 1 と

は 別の 被験 者が ， 実験 1 で 使 わ れ た 17の 文 と，13の

“
wear

”
の 非慣用的 な用法 を含 む 文 ，

っ ま り フ ィ ラ ー

の 計 3  の 文 で こ の語が正 しい 意味で使わ れ て い るか を

4段 階 で 評定 す る こ と を求 め られ ， 被験者が 30の 文に

お け る
“
wear

”
の 意 味 を どの 様 に 受容 す る か 比較 し

た。さ ら に 実験 1で 得 ら れ た ユ7の 意味 の 各次元 に お け

る負荷値 を独立変数 に して ， 実験 2 で得 られ た受容評

定値 に 回帰 さ せ る重 回帰分析 を行 う こ と に よ り．被験

者が ど の よ う な 基準 で そ れ ぞ れ の 意味 の 妥 当性を判断

して い る の か を検討 した 。 も し も上記の仮説が 妥当で

あ る な ら ば，日 本 人被験 者 は ， 多次 元 空 間 に お い て

“
wear

”
に 対応す る 「着 る〕に 関連 す る 次元 に 負荷値

の高 い 意味 用法 の み を受 けい れ る か ， あ る い は受容評

定が 1着る」の意味 と の 対応部 分 か らの 近似 性 に よ っ

て 決定 され る こ とが 予想 され る 。 ア メ リカ 人 被験者を

含 め た の は， 1）刺 激 に使わ れ た
“
wear

”
の そ れ ぞ れ の
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意味用 法の妥当性 を確か め る た め，また
，

2 ）口本人被

験者 の 意味 表象 とネイ テ ィ ヴ ス ピーカ ーの そ れ と を多

次 元空間上 で 比較す る た め，で あ る。17 の 慣用用法 が

妥当 な もの で あれ ば ， 非慣用 的 用例 で あ る 13の フ ィ

ラー
に 比 べ 高 く受容 さ れ る はずで あ る し，ま た ，慣用

用 法 の み を使 っ た カ ード分類 か ら作 られ た多次 元空間

上 の特定の 次元 の 負価値ある い は特定の意味か ら の 距

離 は意味 の 受容 に 影響 を与 えない こ と が 予想 さ れ る 。

　 こ の 2 つ の 実験 の 結 果を踏 まえ ， 外国語に お け る語

彙学習の メ カ ニ ズ ム と問題点 を討論 し，従来 の 教授法

に 変 わ る新 し い 教授法 へ の 示 唆 を検討 した い
。

実　験 　 1

　 方法

　被験者　日本人 大学 生 45名 ，ア メ リ カ 人大学 生6S名。

口本人大学 生 は地方国立大学の 学生 で あ る 。 英語の 能

力 に 関す る指標は特 に と ら な か っ た が，日本人 の 大学

生 の 水準 か らとい うと中 か ら中 の 上程度で は な い か と

推察 され る 。

　材料　TABLE 　1 に 記 さ れ て い る，
’‘
wear

”
の ユ7の 慣

習的用法 を材料 と した。 こ の 中に は
“
wear 　a　dl．ess

”
，

“
wear 　shoes

”
，

“
wear 　a　ring

”
，

55wear

　a　skirt
”

等，

口本語で は そ れ ぞ れ異 な っ た動 詞 を伴 う対象 を含 む よ

うに し，さらに ， 髪形 ， 口 髭 ， メ イ ク ア ッ プを目的語

に す る用法 も含め た 。 ま た 「古 くな っ て す り減 る」 と

い う此喩的な 意味 と，それ か ら派 生 ， あ る い は 転嫁 し

た
“

wear 　awa ジ
’
，

‘L
“ rear 　Off

”
，

‘L
“
，ear 　on

”
，

“
wearout

’］

等の前置詞を伴 う慣用的転用 法 も含め た。こ れ らの 文

は，American 　Heritage　Dictionary
，
　 Webster’s　New

World 　Dictionary，
　 Randomh （〕use 　Dictionaryを も と

に し， 2 つ 以 ヒの 辞書で エ ン トリ
ーが あ る意味 ， 用 法

を選 ん で 作 られた 。 刺激文 は カ ード 1枚に
一

文ず っ 印

刷 さ れ た 。

　手続　カ
ード分類 法 （Mii｝er，1969＞ を用 い て

“
wear

”

の 用法 の 類似性判断を行 っ た 。 被験者 は
一

文が 書か れ

た 17の カ ードか ら な る セ ッ トを与え ら れ，各文 に お け

る
“
wear

”
の 意味 の 類 似性 に 基 づ い て グ ル ープ分け す

るよ う求 め ら れ た 。 そ の 際 ， グ ル ープ の 数と各々 の グ

ル ープ内の カ ードの 数 は 自由 と し た。文 は す べ て 文法

的 に も意 味用 法 的 に も正 し い こ と ， グ ル ープ分 け は

“
wear

”
の 英 文文脈上 で の 意味の 類似性 に 基づ い て の

み 行われ るべ きこ とを教示 した。それ ぞ れ の刺激文は ，

意 味 の 文脈 上 で の
“
wear

”
の 用法 を被験者が た と え知

ら な く て も 文脈 か ら推測 で き る よ う， ま た
，

“
wear

”
以

外 の 単語 で 知 らな い 語 がな い よ うに ヒ ン ト を つ け た 。

“
“vear

”
に伴う前置言司に は特 に ヒ ン トを つ けな か っ た

が ， 前後 の 文脈 か ら動詞句の 意味が推測可能 で ある よ

うに 刺激 文 を作 っ た 。 実際，実験後 回収 し た カードに

多 くの被験者が
“
wear

”
の 意味 に相 当す る部分 に 口本

語訳 をっ け て い た が ， 見 当は ず れ な も の は 見当た らな

か っ た 。

TABLE 　l　 Sentences　used 　for　acceptability 　ratirlgs ．

Canventional　uscs 　o 正　”
・
ear

　Japu！1ese 　high　school 　students 　wear 　unifornls ．

　It’3　a　nice 　dress　you 　are 　wearin9 、

　She　was 　wearing 　a　red 　sk ］rしyesterday ．

　∫ohn 　wore 　tt　blue　cap ．

　Ilike　the　sh 〔｝es 　Ca 〔hy　is　wearing 、

　Look 　at　the　gorgeous 　ring 　Linda　is　wear1r ユg，

　・N’like　used 重o   、 ear 　moustac ｝le　but　he　sha 、
・
ed 　it　off．

　She　wea5
’
s　her　haird［fferen日｝　today ．

　CarI〕l　alway5 　w ∈ars 　a　ch 澱 rmi 「1g　smi ［c．

　These　 stockin95 　、、
．
ear “ve ］l

　Thc 　 tupe 　is　wearing 　thin　 with 　contin しlous 　use 、

Ou 【
’
relationship 　is　 wearing 　thLn ．

　The 　teacher
’
s　patience　is　wearing 　thin　“

・ith　the 　naug しhy

　 bovs ．

　The 　prDfessor
「
s　Iol、9 】ectLlre 　wore 　me 　out ．

　As　the 〔1ay　wDre 　on ，　the　students 　got　restless ．

　T 卜ca 「fe〔L　of 　drugs　is、〜
・
earing 　orf．

The 　Ilushillg 、、　a 【er　is　wearing 　the　rocks 　away 、

Uncenventional　uses 　of 　 w ε aI

She　wore 　 a　 lot　 of 　sull しan 　lotio冂 on 　 the 　beach、

John　al “ ayS 圦
『
巳ar9 ＆ backP 毳ck 　because　he　bikes　a 　Iot．

The 　pig　wore 　grease 　fo：．　the　contes し

　Bea「s　wea 「 thick　】aye1
’
of 　fat　a 日　lvil ）ter．

　 Ile　“vears 　a 　scar 　OI ［　his　fa⊂e、

Jane　wea τs　a　permanent “
’
nve ．

　He 、、
・
Dre 　his　 own セeeth 　 ulltil　he 　was 　80．

Ilike　the　cute 　umbrella 匸hat　girl　is　wea1
．jng．

The 　wall 　is　wearillg 　several 　new 　pictures．

　He 丶、
「
ore 　angry ［nQod 　 allda ｝

・．

The 　moon 、vore 　smaller 　e 、
・
ery 　day 、

　凝 ｝
・fath巳 r

’
s　hair　is　wearing 量hin．

　Hurry 　 up 　alld 　wear 　b   ur　clDth 　quickly ．

　結果 と考察

　 Miller（1969） に 基 づ い て 17x16／2＝ 136個 の 意味 ペ ア

に つ い て ， そ れ ぞ れ の ペ アが 同 グル
ー

プ に 分 類 さ れ た

頻度を基 に 類 似性行列 を 作 り ， 非計 量 的多次 元 尺度解

析 を行 っ た 。 解析 は Kruskal （1964）の ア ル ゴ リズ ム を

用 い て 行 われ た。両 グ ル
ープ の 空間 と も 1次 元解で も

4壬
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満足の い く適合度 を示 して い る が
2
， 以下 で は 2 次元解

の 空間 を図示 す る。F ｛G ．la と ユーb を比 べ て み る と，

ど ち らの 被験者空間 と もあ き ら か に 第 1次元 は 「具象
一一

比喩的」次元 と考 えられ る。しか しな が ら第 2 次元

に つ い て は ど ち ら の被験 者グル ープ に お い て も意味の

あ る解釈が し難 い 。 2 つ の 図 は む し ろ 「具象的一比喩

的」 の 次 元 を中心 に い くつ か の 意味 ク ラ ス ターが 存在

して い る こ とを示唆 して い る。次元数の 少な い 多次元

空 間 で は し ば し ば距離 の 近 い 項 目 ど う し の 空間配 置 に

歪 み が生 じ る こ とを指 摘 され て い る ｛Krttskal ＆ Wish ．

1989 ｝の で ， それ を補 うため に 最 長距離 法 を用 い て ク ラ

ス タ
ー

分析 を行 っ た 。 ア メ リカ 人 ， 凵本人の両被験者

グ ル ープと も 2次 元空 間 で 見 られ る ク ラ ス タ
ーが クラ

ス タ ー
分析 で 得 ら れ た も の と同 じ も の で あ り ， 多次 元

尺度解析の 2 次元 解 が 近距 離 の 項 目 の 関係 も ほ ぼ 歪 み

無 く表 わ し て い る こ と が わ か っ た。

　 口本入被験者 の 空 間 と ア メ ソカ 人被験者の そ れ と比

べ て み る と ， 大 ま か な配置 として は両者 が 非常 に 近似

して い る こ と が 分 か る 。

一
方に 「身に着け る 1意味の

2

o

一1

一2

　
− 2 一i 0 1 2

FIG．1−a 　TwQ −dinlensional　 space 　 del’ived　 fl’oJn 　 a

　　　　 simHarity 　matrlx 　of 　American 　subjec 重s．

2

空間 へ の 適含 度 を小 夛 ス ト レ ス値 は N 本人 被験 者 グ ル ープが

　 1 ，2．3次元 解 で そ れ ぞ れ O．095，0．045，0、02P，ア メ リ カ人

　 被験者 グル ープ で．D．092．〔1．045，0．D29で あ っ たc、ラ ン ダ ム 変

　 数 に お け る モ ン テ カ ル ロ シ ュ ミ レ
ー

シ ョ ン の 結 果 は ユ12 ，次

　解，17項 目で それ ぞれ O．462，0．282，〔1．］92で あ る。（Spance ＆

　Oglivie，1973＞o

一
D

一1

一2
　
− 2 一1 o 1 2

Fm ．1−b　Two 　 dimensional 　 space 　 derived　 from　 a

　　　　 similarity 　matrix 　of　Japanese　sublects 、

ク ラ ス ターが あ り ， そ の対極 に 比喩 用法 の ク ラス タ
ー

が ある。第 1次元 上 で 「具 象的 」な側 に属す る 諸用法

は 日米の 両空 間 ともさらに 2 つ の ク ラ ス タ
ー

に 分 か れ

て い る。上 の 方の ク ラ ス タ
ー

は い わ ゆ る 「核 」 ク ラ ス

ターで 衣類 や 帽子，靴 な ど の 付属 品 を 「着 る」あ る い

は 「身に着 け る1 とい う用法 の クラ ス タ
ーで あ る 。 そ

の 下 に あ る小 さ な ク ラ ス タ ーは 1髪 形 」「口 髭」 「微笑

み 」を含 む クラ ス タ
ー

で あ る。 こ れ ら は 「な に か を 身

に 着け る 」の で は な く， 「それ をも っ て 装 う」くら い の

ニ ュ ア ン ス が あ る よ うで あ る 。 先 に も述 べ た よ う に 大

ま か な空間配置 は口米 の 被験 者 の 間 で ほ ぼ
一一

致す る が ，

よ り細 か い レ ベ ル で は両者 の問に 重要 な 違 い が 見 られ

る 。 先ず第 1 に ， ア メ リ カ 人被験者の ク ラ ス ターは 日

本 人被験者 の そ れ よ り も 小 さ く ま と ま っ て い る 。そ れ

に 対 し，日本人被験 者 の ほ う は ， 「ドレ ス 」「ス カ ート」

「制 服 」の 「衣類 」に 属す る 3項 目 は 互 い に非常に密接

して い る が い わ ゆ る 「付属品」に属す る もの は
， 明 ら

か に 中心 の 3 項 目か ら離れ て位置 し て い る 。 こ れ か ら

推察 さ れ る こ と は ， ア メ リ カ 人被験者 に と っ て は 「身

に 着 け る」 ク ラ ス タ
ー

に 属 す る項 R は ， 衣類 ， 付属品

の 差無 く同等 に 良 い
“

wear
”

の 対象物 の カ テ ゴ リーメ

ン バ ーと み な さ れ る の に 対 し ， 日本人被験者 に と っ て

は，「衣類 」と f付 属品 1の 問 に は 心 理 的な 距離が あ る

よ うに思わ れ る 。
こ れ は 日本語 で は 「着 る 」 と い う動

詞 の 対象が 衣類 に 限ら れ ， 靴 ， 指輪な どの 付属品 はそ

れ ぞ れ 異 な っ た動詞 を伴 う こ と を反映 し て い る た め と
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考 えられ よ う。

　 比喩 転用法 の ク ラ ス ターで も 1身に着ける」 ク ラ ス

ターと同 じ よ う な パ タ ー
ン が 見 られ る。すな わ ら，ア

メ リカ 人 の 2 次元空間 に お い て は ク ラ ス タ ーが 小 さ く

ま と ま っ て お り， し か も iテ ープ が磨 り減 る Ifesの 効

果 が薄れ る」「関係が だめ に な っ て い く」！忍 耐力 が な

くな っ て い く」の よ うに ， 「衣類が 磨耗 して い く」メ タ

フ ァ
ーそ の も の に 近 い もの は密集 し た ト位 ク ラ ス タ ー

を成 し，そ こ か らさ ら に転用 さ れ た
“
wear 　ollt

”
（疲労

困憊 さ せ る ）や
“
wear 　On

”

（時 間 が の ろ の ろ と過 ぎ る ） が 少

し離れ て い る と い う整 然と し た構造を呈 して い る。そ

れ に 比 べ て 日本人 の 空 間で は，ク ラ ス タ
ー

が拡散的で，

ア メ リカ 人 の そ れ の よ うに ま と ま り の あ る ク ラ ス ター

構造 を呈 して い な い
。 ま た，ア メ リカ 人 で の 空 問 に見

られ る ような ，比瑜転用 ク ラ ス タ
ー

内 で の ， プ ロ トタ

イ プ 依 類 の 磨耗 メ タ フ ァ
ー一に 近 い もの ） を中心 に した放 射

構 造 もみ られな い
。 こ れ は，目本人 被験 者 が

，

‘」
wcar

”

の 比喩転用 ク ラ ス ター
の 底流 と な る メ タ フ ァ

ー，また，

刺激文 に お け る そ れ ぞ れ の 意味用法 が プ ロ トタイ プ の

衣類 の 磨耗 メ タ フ ァ
ー

か ら そ れ ぞ れ ど の 様 に し て 転 用

さ れ た もの な の か
， な どを理 解 し て い な い こ と を示唆

し て い るよう に 思 わ れ る 。 文脈か ら，「衣類 を着 る 比

い う字 義 ど お り の （1iteraD 意 味 と は 異な る こ と が わ か

り， 別 の ク ラ ス タ
ー

を形成 し て も，そ れ 以上 は 日本 語

に 訳 さ れ た場合の 概念上 で の 漠然 と した類似性を基 に

刺激文が 分類 さ れた の で は な い だ ろ うか
e

。

　以上 こ の こ とを要約す る と，非常 に 大 まか な概念 レ

ベ ル で は 日米の被験者 は
“
、1’ear

”
の 意味 を同様の意味

次元 ， 同様の 意味 ク ラ ス ターで カ テ ゴ リー化 し て い る

が，よ り細 か な レ ベ ル で は ア メ リカ 人 の 意味表象は同
一

の ク ラ ス ター
内 で プ ロ トタイ プ を中心 に し，メ タ

フ ァ
ー

に よ る 意味 の 転 用 構造 が う か が え る，理路整然

と した構造 を呈 し て い る の に 対 し，日本人被験者の そ

れ は拡散的で ま と ま りが な い こ とが わ か っ た。次 に ，

実験 2で は， こ の ような意味表象が 意味の 受容評定 と

どの よ うな関係に ある か検討 する。

方法

実　験　 2

3
　 こ の 仮 説 を確 か め る た め

， ま た ， 目本人 被験 者 が刺 激 文 を理解

　 し た 上 で 分 類 し た か を確 認 す る た め，別の 被 験者3D名 に 刺 激 文

　を 訳 した 日本文 を 与え，基の 文の
“
wea ビ に 相 当 d る 部分 の 下

　線 を引 き，そ の 部 分の 概 念的類似性 に 基 づ い て カ ・一
ド分 類 を し

　て も ら っ た。そ の 結 果得 ら れ た 多次 元 空間 は，FIGlb に 示 さ

　れ る 凵本人被 験 者 に よ る英 語 の
“
w 巳ar

”
の そ れ と 非 常 に 近 似 し

　た もの で あ っ た。

　 被験者　日本人大学生44名，ア メ リ カ人大学生 54名。

日米の 被験者 と も，すべ て 実験 1 に 参加 し た被験 者 と

同 じ大学 の 学生 で あ る が ，実験 1 に は参加 して い な い 。

　 材料　
“
wcar

”
を含 む3  の 文 か ら構成さ れ る。30の 文

の う ら17 は 実験 1で 使 わ れ た の と 同 じ 文 で あ る 。 残 り

の 13の 文 は実験者が作 っ た文 で ，

“
wear

”
が 新奇な，英

語を 母国語 に す るもの に と っ て は許容 さ れ な い で あ ろ

う と 予想 さ れ る意味で使 われ て い る 。 17の慣習的な用

法を含ん だ 文 と，13の 新奇 な用法の 文は ，TABLE 　l に

記 さ れ る。新奇 な 用 法 で は， リ ュ ッ ク サ ッ ク ， 傘 ， 日

焼け 用 ロ ーシ ョ ン，パ ー
マ ネ ン トウ エ

ーヴ等慣用的な

目的語 と似 た もの を 目的語 に し た 用 法 を含め た り ， 「髭

が 生 え る 」か ら の アナ ロ ジ
ー

と し て ， 「歯が 生え て い る」

と訳さ れ る ような英文 を作 っ た。30の 文 の 慣用性 ， 新

奇性 に っ い て は ， ア メ リ カ 人 の 言語学 の 専門 家 に

チ ェ ッ ク し て もら っ た 。 ま た ， 文が，
L‘
wear

”

の 用法以

外 で の 誤 りが な い よ う に ， 複数 の ア メ リカ 人が検討 し

た 。

　手続　ア メ リ カ 人被験 者 は ア メ リ カ で
， 日本人被験

者 は N本 で 実験が行わ れ た。ア メ リカ 人 グ ル ープ ， 日

本人 グ ル ープ と も，集団 で 実験 が行わ れ た。30の 文 が

書か れ た 小 冊子 が 配 られ ， 1 （受容 で き る ）か ら 4 （受容

で きな い ）ま で の 4段階で ，
“

wear
”
の 文 の 文脈で の 意味

が受容で き る か ど うか の 判断が 求め ら れ た。そ の 際 ，

被験 者 は ， 文法的な間違 い は な に もな い こ と ，

“
wear

”

の 用法 に の み 留意 して 英語 に お け る 受容性で 判断す べ

き こ と， との 教 示 を与 え ら れ た 。 な お，文 の 提 示順 に

よる順 序効 果が無 い よ う に 提示順 は完全 に ラ ン ダ ム 化

され ， す べ て の 被験者 が 異な る順序で 30の 文 を判 断 す

る よ うに した 。 なお ， 日本人被験 者 に は，実験 1で の

カー ド分類 の と き と同様，
“

wear
”
以 外 の 語 で 意味 の わ

か ら な い 単 語 が ない よ う，

“
wear

”
以 外 の 語 の 意味 を口

本語 で 記 した ヒ ン トを配布 し た。

　結果 と考察

　日米被験者 の 受容度評 定　各々 の
“

wear
”

の 用法 に

つ い て ，日本人 と ア メ リ カ 人 の 被験者グ ル ープ別に 受

容度評定値の 平均値 を求 め，TABLE2 に記し た 。 評定

は 工か ら 4 の 4 段階 で 行 わ れ ，平均値が ユ に 近 い ほ ど

受容度が 高 く， 4 に 近 い ほ ど刺激文 に お け る
“
wear

”

の 用法が受容で き な い もの で あ る こ と を示 し て い る 。

ま た，よ り解釈 し や す い よ う に 4段 階評定 を 2 分割 し ，

1 ま た は 2 の 評定 は 「受容 す る」 3 ま た は 4 を 「受 容

し な い 」と し て ，「受容 す る」と し た被験 者 の 割 合をパ ー

セ ン トで 表わ し た 。 まず ， 大 まか に 全体 的 なパ ター
ン

を見て み る と，ア メ リカ 人被験者 は ， 17の 慣用的な 用

6
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法の評定の平均が 1．65， 13の 非慣 用的 な用 法の 評 定の

平 均 が 3 ，04と両 者 の 間 に は っ き り と した違 い が 見 られ

る の に対 し ， 日本人被験者は ， 前者が 2 ．17 ， 後者が 2．33

とほ と ん ど違 い が 見 ら れ な い 。日本人被験者 と英語を

母国語 と す る ア メ リカ 人被験者の
“
wear

”
の 意味 の 評

定 で 有 意 な差 が あ っ た 項 目 を見 て み る と興味深 い パ

ター ン が 浮 か び上 が っ て くる   まず，衣類，装飾品，

帽子，靴 な ど，具体的な対象を F身に着 け る」 ク ラ ス

タ ーに 属 す る 項 目 で は，日米 の 被験者 に 差が な い の は，

対象が 「制服」 厂ド レ ス 」「ス カ ー ト」 と
，

い わ ゆ る 目

本語 で 「衣類 」 に 属 す る場合の み で ， 「帽子 」「靴」「指

輪」の よ うに 「装飾品 亅「履物」と し て
， 日本 語 で は 「衣

類 」 と は 別 の カ テ ゴ リーと し て 扱わ れ る対象を目的語

に す る 場合，日本 人被験者 の 受容度は，ア メ リカ 人 の

そ れ よ り も有意 に低 い
。 言 い 換 えれ ば ， ア メ リカ 人 に

と っ て は 「帽子 」「靴 」「指輪」な ど も 1衣類」 と同等

に 良 い
‘｛
wear

”
の対象 と な る の に 比 べ ，日本人 に は 「衣

類 1 に 属 さ な い もの を
“

wear
”

の 対象 と す る の に 抵抗

が あ る こ と を示 し て い る。 こ れ は 凵 本人 に と っ て

“

wear
”

は 「着る 」と し て 理解 さ れ て お り，日本語 に

お け る 「着る物」 の カ テ ゴ リーが
“
wear

”
の対象 の 判

断に 大き く影響 を与 え て い る こ と を示唆 し て い る 。 こ

の 結果 は実験 1 で 示 さ れ た 日本人 の もつ
“
wear

”
の 意

味 ク ラ ス ター構造 と一．一
致 す る も の で あ る 。

　比 喩的な用 法 に 目を転 じて 見 る と，日米 の 被験者 の

間 に 大 き な 差 異 が 見 ら れ る 。 ア メ リカ 人被験 者が比喩

的用法 で も慣 用的 な も の は高 い 率で 受け 入 れ て い る の

に 比 べ ，日本人被験 者の 受容度 は ど の 項 目 も低 い 。さ

ら に 注 目 に 値 す る の は 「身に 着け る」 ク ラ ス タ ーに 属

す る もの は ， 日本語 の 「着 る 」 に含 ま れ な い 用法 ， あ

る い は 非慣用 的 な ， ネ イ テ ィ ヴ ス ピー
カ
ー

に は ほ と ん

ど 受容 され な い 用 法 も， 2 と 3 の間で は 2 ，
つ ま り受

け 入 れ る 方向 に 傾 くの に 対 し，比喩的な 用法 で は，目

だ っ て 3 の 選択が 増え ， 4 の 選択 もか な ワ見 ら れ る よ

う に な る。 こ の 事か ら，ほ と ん ど の H 本入被験 者 が

‘‘
wear

”
の意味理 解 の 中 に 「衣類 が 古 くな っ て 磨耗 し

て い く．亅メ タ フ ァ
ーに 支 え られ た比 喩 用 法 の ク ラ ス

タ ーを含 ん で い な い と 思 わ れ る 。

　 非慣用的な 用法で も ， 目米 の 被験 者 の 間 で 受 容度 の

評 定 に 有意な 違い があ っ た。ただ し， 慣用 的 な用 法 の

場合 と違 い
，

“
wear 　sun

−tan　 lotion” をの ぞ い て は，

す べ て 日本人 の 被験者の ほ うが ア メ リカ 入 の被験者 よ

TABLb；2　Mean　Acceptability　Ratlngs　and 　Percelltages　of　Sen−

　　　 tences　Accepted　by　Japanese　and 　Amer紀an　Subjects．

Japanese　　　　 American　　　　 CMHa

mean 　 I堽 rcent 　 mean 　 percenし

（conventional 〕

uniformdrcssskirtcapshoes

「lngvnausta

⊂he

hairsmilestockillgs

｛keep ヨ〔）119）

tape　wcar 　thin

relationship

patiEncelecturedayaffect

　of　dru ≦ζs

「ushing 　wate 「

〔unconve 冂tional）

sun 　tan ］otion

backbackgreaselaS

’
er　of 　fat

scarpern

｝anent 　wave

teethUmbrellawaB

、、
・
ear 　picLures

angry 　m 〔夢od

moonhair

　 wear 　 Lhin

w 巳ar　clotbes 　quickly

（put　on ｝

L231

．321

．571

．842

．051

．731

．862

．232

．432

、36

29Q2

．682
．702

．ig2

．612

．392

．う9

4

？

6525507566L

6039525820836乞

乳

21222

　
22

　

　

2
　
21

6928

昌

46603

9887787565

92687542433454

4464567344624742677327

論

豹

】 eg1

．241

．351

．271

．131

．272

．631

、312

．422

．27

1．772

．091

．6｝

1、551

．641

．292

．2？

572658

臼

748557

78962125735581122333333323

96　 　 1．6・i

94　 　 0．25

89　 　 1．18

93　　　ユD．OB’ ．

98　　　28．54°嘔

93　 　 6、39“

41　　　11　76，寧

96　　　26．358’

4s　 　 ．DO

57　 　 　 ．68

80　　27．27躰

68　　　13，ZO8嚀

83　　　31．71°癖

89　　27．08・ 8

8〔［　　2引．39°8

94　　　35，82ホ掌

57　 　　．22

76　　14．56帥

76　 　 　 、99

24　　　　8．85・8

44　　　10728尋零

20　　　13．oo’‘

24　　 匣6．22零章

24　　 12．24「零

11　　　15　15
・事

648 ．17塾塾

15　　　40．26ホ 8

11　　 12．93帖

56　 　　．33

4　　　65．46事 ゜

a 　　Chocran −Mant 巳l　Haenszel 丶
・
aiue

・　p〈  ．05　　　 尊ホ　pく0 ．〔）1

4T

亘BLE 　lの 右 端 の 数 値 は 　Cochran ］
’lante1−Haensze ］値 で あ

　 る 。こ れ は言わ ば ス ケ
ー

ル が 順序尺 度 で しか な い と きの 分散 分

　析 で （Man 〔e1 ，1963 ），2 群 の 被験者 グ ル ープ で そ れ ぞ れ の 用 法

　に つ い て 評 定 値の 平均 に 有 意差 が あ るか ど うか の 検 定 に 用 い

　 た。

りもよ り受 け入 れ る傾向に あ る 。
こ れ は，

こ れ らの 新

奇 な，ほ と ん ど の 場合ア メ リ カ 人 に は奇異 な用法 に も，

日本入被験 者は確定的 な判 断 を避 け
，

2 と 3 に 選 択 を

集中さ せ た の に対 し ， ア メ リ カ 人被験 者は ， ほ とん ど
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の 用法を は っ き りと拒絶し て い る，と い う こ と に よ る

もの で あ る 。 ア メ リカ 人 の こ の パ ターン は い わ ばあた

り ま え の こ と で あ り， 辞書 に エ ン ト リーさ れ た慣用的

な 征 し い ）意味 を受 け 入れ，実験 者 が 作り上 げ た新奇

な （い わ ば正 し くな い ）意味を拒絶 し た ， と言 う事 で ，こ

れ 自体 は刺激 の 妥当性 を 示 す もの に す ぎな い
5
。

こ れ に

対 し， 日本人被験 者 は，
“
wear

”
の意味 を ， 受容性判 断

を慣用的 な正 しさで は な く （こ れ は も ち ろん 非常 に 限 6tt

た 意 味 用 法 し か 知 ら なか っ た た め で あ ろ うが ）
， 他 の 基準で

行 っ た こ とが 推察 され る。で は そ の 基準 と は ど の 様 な

もの で あ ろ うか 。 ま ず ， 上 記 の パ タ
ー

ン か ら予測さ れ

る の は ， 字義的の （literaD 用法 の ク ラ ス タ ーに 属 す る

も の は 受容 さ れ やす く， 比喩用法 に な る と受容 さ れ に

くい
，

と い う こ とで あ る。 さら に ， 字義的の 用 法の ク

ラ ス タ ー内で も，「着 る」に 対 応す る 「制服」，「ド レ ス 」

か ら の 多次元 空間 で の 距離が 遠 くな る ほ ど受容 さ れ に

くくな る の で は な い だ ろうか。こ の 事を確か め る た め，

2 つ の 重回帰分析 を行 っ た 。

　多次元空間に お け る空間配置 と受容度判断の 関係

　 ま ず最初 に ，実験 ユの 多次元尺度法 に よ っ て 得 ら れ

た 2 次 元空間の各々 の 次元 へ の 負荷値 を受容度へ 回帰

さ せ た 重回帰分 析を行 っ た。分析 に は分類課題 に 用 い

られ た 17の 慣用 用法 の み を対 象 と し た 。 従属変 数 に は

1
．
受 け入 れ る」 と評定 し た 人 数 の パ ー

セ ン テ ージ を 用

い た
6
。 日本人被験者グ ル

ープ で は ，
モ デル 全体 の 重相

関 平 方 値 （R2） は O．77で あ っ た が ， そ の 内訳 を見 る

と，予想 どお り ， 第 1次元 の 寄与が 分散 の ほ と ん ど を

占め た の に 比 べ （R2− 〔L74 ，0．01％水 準 で 有 意）， 第 2 次元 の

寄与 は ほ とん ど無 か っ た 〔R2＝o．（12 η 。 こ の 結 果 は 上記

の 受容評 定度に 基 づ く
“

wear
”

の 意味表象 に つ い て の

考察 と明 ら か に
一

致 して い る 。 す な わ ち ， 日本人被験

者は
“

weal
−”

の 意味 の 受容度判断を ほ と ん ど 「具 体的
一

比喩的 」の 次元 の み に 基 づ い て 行 っ て い る と言う事

で あ る 。

　次 に ，最 も評定 値が 高い
“

wearuniforms
”

か ら他の

S
と は い え、ア メ リカ 人が す べ て の 新 奇 な用 法 を受 け入 れ な い

　わ け で は な い 。す なわ ち，慣用姓 の み が 判断の基 準 に なっ て い

　る わ け で は な い の で あ る。こ の 事 は，
“
wear 　sun 　tan　lotion

”
，

　
“
wear 　a　ba⊂kpack

”
が，償用的 に 確 立 さ れ た対 象 ほ ど で な い

　 に して も，か な り高 い 割合 で 受 け 入 れ られ て い る こ とか ら 分 か

　る。こ の パ タ
ーン か ら，ネイ テ ィ ヴ ス ピ

ー
カ
ー

の 受 容評 定 は，

　100％慣用 性 の み に 依 存 す る わ け で は な く，あ る 程 度 は 生成 的

　 で あ る 事 が うか が え る。
6

受 容平均値 は従 属 変数 に した分 析 も行 っ た が 結果 は ほ とん ど

　同
一
で あ っ た の で ，

こ こ で は パ ーセ ン テ
ージを 従属 変数 に した

分析 結 果 の み 報 告 す る 。

各項目へ の 距離 を独立変数に し た重回帰 分析 を行 っ た 。

こ の 分析で は ， 受容評定値 へ の 重相関係数は 0．882，重

相関平方値 （R2） が 0．79と ， 分散 の 80％ が こ の プ ロ ト

タイ プ的意味か ら の 距離で 説 明 で き る こ とが わ か っ た。
こ の RZの 値 は ，前記 の 多次 元 空間 で の 各次元 へ の負荷

値 を回帰 させ た モ デル の それよ り高 くな っ て い る 。 こ

の こ と か ら 日本人 被験 者が
“
wear

”
の 様 々 な 意味用法

の そ れ ぞ れ を受容す る か 否 か の 決定 は，「衣類 を着る」

か らの 意 味空間に お け る距離 に よ っ て ほ と ん ど決定 さ

れ る こ と，ま た ，そ の 心 理 的 な 距離 に は
， 具象的

一
比

喩的 の 次元 が大 き く寄与 し て い る こ と， が伺え る。

　
・一

方 ア メ リカ 人被験者 に と っ て は ど ち ら の 次 元 も意

味 の 受容度 を決 め る要因 に な っ て い な い e と くに 「具

体的
一

比喩 的」次元 の寄与 はまっ た く無 く， 比喩的表

現 も具 体的 な 対 象 と 同様に受け入れ て い る。ま た ． 日

本 人被験者の よ う な ，

一
つ の プ ロ トタ イ プか ら波状 に

評 定値が低 くな っ て い くよ うな パ タ ー
ン は ま っ た く見

ら れな い 。先 に も述 べ た よ うに ，ア メ リカ 人被験者で

も ， 辞書に記載さ れ て い る 慣用用法 の ど れ も 同様 に 受

け 入 れ て い る わ け で は な い が ， 判断の 基準 は多次 元尺

度法な どに よ る 次 元 な ど の 大 まか な もの で は な く，出

現頻度 や ， 同様 の 内容 を表わ す 他の表現 の 存在 の有無

な ど が 基準 に な っ て い る 。

討 論

　外国語学習 者 とネ イ テ ィ ヴ ス ピー
カ
ー

の 意味表象 の

違 い 　実験 1 と 2 が 明 ら か に したネ イ テ ィ ヴ ス ピー

カ ーの特徴は ， 1 ）意味 ク ラ ス タ ーの連鎖か ら な る整 然

と し た 内的構 造 を持 っ て い る，2 ）用例 が 適切 で あ る か

ど うか の 判断は ， 意味，用例が慣用的で あ る 限 り，語

の も と も と の 字義 どお りの意味 も，比喩的 に 転用 さ れ

た 意味 も区別な く受容する，の 2点 で あ る 。 こ れ に 対

し， 外国語学習 者で あ る日本人 か ら得 られ た パ タ
ー

ン

は，1 ）大 ま か な レ ベ ル で は ク ラ ス ター
の 同定が で き る

が，ク ラ ス タ ー内 ， ク ラ ス タ
ー

問 の構造 に論理 的 ま と

ま りが な い ， 2 ）
“

wear
”

の 意味 と し て 確信 を持 っ て 受

容さ れ る の は 日本語の 「着る 1 の 意味範囲 の み で あ り，

受容評 定 は ， 「着 る」に対応す る用法 か らの 距離で 決ま

り ， 意味 の 慣 用性 は ほ と ん ど関係が な い ，の 2点 に 要

約され よう。こ の ， 両者に お けるパ タ
ー

ン の 大 き な相

違はネイ テ ィ ヴ ス ピー
カ ーと 外国語 学習者 の 語 の 意味

表象が 根本 的 に 異 な る もの で あ る こ と を示 して い る 。

ネイ テ ィ ヴ ス ピーカーが 意味 の 受容 評定 に お い て 慣用

姓 に 敏 感で あ り，ひ と つ の プ ロ トタ イ プ の み か らの意

味的距 離 な どに よ っ て 決定さ れ る もの で は な い と い う

8
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事 は ， 多義語の様々 な用例が そ れ ぞれ長期記憶の 中に

貯 蔵 さ れ て い る こ と を 示 し て い る。こ れ は，Katz と

Fodor 〔19．・63）以来 の ，意 味素 〔sefllantic 　feature） リス 1・

に よ る古典的意味論 と ， それ に 基 づ い た，最小 の数の

抽象的 な 「核 1表 象 の み を仮定 す る多義語の 意味 表象

モ デ ル 〔Caramazza ＆ Grober，1976 ；Jergersen，198・d；Millei
．，

〕986）を否定す る もの で あ る 。 ネ イ テ ィ ヴ ス ピー
カ
ー

の

意味表象は多 くの 用例を含 む豊か な も の で あ り， し か

もそれ らの 用例 は，単 に 無秩序 に 記憶 中 に 貯蔵 さ れ て

い る の で は な く， Lakoffの 言 う よ う に ， 互 い が メ タ

フ ァ
ー

に よ っ て構造化 さ れ て い る と考え ら れ る。こ の

モ デ ル で は ， 意 味の 生成 は新奇 な文脈で の 意味解釈 に

お い て も，語 の 新奇な文脈 で の 適 用 に お い て も ， 抽象

的な単
一

の 表象 か ら成 さ れ る の で は な く，長期 記憶 に

貯蔵 さ れ て い る具体的な文脈 11の 用例か ら類似性 を見

つ け だ し
，

そ こ か ら の ア ナ ロ ジーと して 生成 さ れ る も

の と考
．
え ら れ よ う ｛こ の 知 見 に つ い て は ．Kojima ＆ Hatano ，

1991 を参照 ）。

　英語を外国語 とす る日本 入大学生 の 多義語 に お け る

意味表象が ネ イ テ ィ ヴス ピーカ ー
の そ れ と違 う と こ ろ

は ，語 の 意味 が ，様 々 な 用例が 構造 化 され た カ テ ゴ リー

と し て で は な く， 点 と して の み 表象 さ れ て い る ， 非 常

に 痩 せ た，貧困 な 表象 と な っ て い る点に ある。日本人

に 限 らず ど の 外 国語学習者 に も ， 外国語 の 語彙 の 意味

が 母国語の 対応 す る語 の 意味 と完全に
．
対

一
対応 をす

る と言 う信念が 共通 し て み られ る こ とが 報告 さ れ て い

る （Adjemian ．1983）。 し か し な が ら ， 語の
一

つ
一．一

つ が 内

的構 造 を持 っ た カ テ ゴ リーで あ る と す る と，抽象的な

辞 書的 な定義で は 母 国語の 語X と外 国語 の 語 Y が一致

し て も ， カ テ ゴ リ
ー

全体 と し て は ほ ん の
一

部分 しか 重

な らな い ，と言 う事が往々 に し て あ る。本 研究 で AIい

た 「着 る」 と
“

wear
”

は そ の
一

例 で あ る。従 来 の 辞

書，あ る い は語彙教授 に お い て は こ の 事が は っ き り と

指摘 さ れ て い な い た め ， 学習者 は無意識 に 母 国語 の 語

X の 意味構 造 を． Y に 転移 し て しま い が ちで あ る。し

か し，そ の 際 X の比喩的な意味 は Y の 意味 と し て転移

さ れ に くい こ とが 報告さ れ て お り（Kel｝emmai ユ，］978），結

局 X の意味 カ テ ゴ リ
ー

の 限 ら れ た 部分 ，
つ ま り語 の 字

義 ど お りの 用 法の部分だ け が ， Y の 意味 と し て 理 解さ

れ が ち なの で は な い だ ろ う か 。 ま た ，
こ の

一
対

一
対応

の 信念 と ， 言葉の意味 は辞書 の 定義 に 等 し い も の で あ

る と い う信 念 と が あい ま っ て ， カ テ ゴ リ
ー

とし て 言葉

の 意味を 理 解す る こ とを妨げる 。 文脈 上 で母国語 の 語

X に な い 比喩的な意味で Y が使 われ て い る の を経験 し

て も ，
こ の よ うな ト ッ プダ ウ ン の 信念 の ため に ，そ の

意味が 外国語の 語で あ る Y の 意味 カ テ ゴ リーの
一

部で

あ る と 見なされ な い 。その 結果 ， 何度そ の 用例 を見て

もそれ が 長期 記憶 の 中に組み 込 まれ な い ，と い うよ う

な メ カ ニ ズ ム が学習者 の 内で働 い て い る の か もしれな

い 。 ま た，
“
We 且r 。Ut

”
，

“
wear 　 aWay

”

，
“

Wear 　Off
”

の よ うに 日本 語 訳 の L で 1疲れ る」「浸触 す る 1 「消滅

す る 1な どそ れ ぞれ異 な っ た 語彙で 表わ さ れ ，

“
wear

”

か らの メ タ フ ァ
ーに よ る転用 で ある こ と が 忘れ ら れ た

場合 ， それぞれ を互 い に 関係 な い 独立 の 語彙項 目 とし

て 記憶 に 貯 蔵 し な け れ ば な ら ず，符号化 （encoding ） に

お い て も検 索 （retrieval ） に お い て も非常に 負担 の 高 い

も の とな っ て し ま い
， 結局文脈 上 の 用例が記憶 か ら失

わ れ て し まう。外国語 学習者の 語彙表象が ネ イ テ ィ ヴ

ス ピーカ ーの もの とは非常 に 異 な っ た，貧し い もの で

あ る とい う事 の 裏 に ， 以上 の よ うな メ カ ニ ズ ム が あ る

の で は な い だ ろ うか 。ある意味で は ， 日本人被験 者 に

よ っ て 示 さ れ た よ う な ， 外 国語学習者 の 痩せ た ， 点 と

し て の 意 味表象 の 方 が ，ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ
ー

に よ る

構造 化さ れ た カ テ ゴ リ
ー

と して の 表象 よ り， Kutz と

Fodor （1963 ）が 提唱 し た ， 表象 の 経済性 の み を 重 ん じ

た 古 典的意味 モ デル に 近 い も の で あ る か もしれ な い 。

　外 国語の語彙学習 お よ び 語彙 教授 に 対す る提案 　以

lt， 本研究で は外国 語学習者の 外 国語 の 語 彙 の 意 味理

解が 極め て 不 十分 な もの で あ る こ と を示 した 。 本研 究

で 取 り Eげた
“
wear

”
は ， 「衣類 を着 る」に 相 当す る意

味用 法だ け で は な く，比喩的転用 法な ど も日常 的 に 非

常に頻繁 に使わ れ る ， 最 も基本 的 な動詞の 1 つ で あ る。

本研 究に 参加 し た 被験者 は少な くとも 6年間 は英語 を

義務教育で 学 ん で きた ，決 し て 水準の低 くな い 大学 生

で あ り， そ の よ うな被験 者 で も英語 を使 う．L で 最 も基

本的 な語 の 意味 と そ の 用法 に つ い て 本研 究 で 示 し た よ

うな貧困な表象 しか 持 っ て い な い と い う結果 は ， 外国

語教育 に お け る語彙教授法 の あ り方 に ，重大な 問題 を

提起す る 。
こ の 問題 を克服 す る た め に は，外 国語教看

の初め か ら，語の 意味 は カ テ ゴ リ
ーと し て 理 解 さ れ る

べ きで あ り， 辞 書 の 定義 と等 し い も の で は な い こ と．

辞書の 定義が等 し くて も母 国語 X と外国語 Y の カ テ ゴ

リー
の 範囲や ， 内的構造 が 違 うもの で あ る こ と を例を

用 い て 明 らか に す べ きで あ る 。 ま た ， 基本語彙 ，
と く

に 基本動詞 に つ い て は ， テキ ス トの 中に現れ た特定 の

文脈 に お け る 意 味 を教 え る の み で な く，そ の 語 の 意味

用 法の お もな もの すべ て を
一

括 し て 網羅 し ， そ の 語 が

ど の よ う な 意味 カ テ ゴ リ
ー

を形 成 し，ど の よ うな構造

を呈 して い るか ，ま た ， ど の様 な メ タ フ ァ
ーが 意味カ

テ ゴ ワーを支 え て い る の か な ど の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を，

巳“
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授業活動の 中に 取 り入れ る こ と は，有意義な こ と で あ

る と 思わ れ る 。

　 最．後に ， 本論文 で は ， メ タ フ ァ
ーに よ っ て 支 えられ

た カ テ ゴ リ
ー

と し て語の意味を考 え る 重要性 を強調 し

て きたが ，
こ れ は ， 言 わば

…
つ
一

つ の詒の レ ベ ル で の

意味表象で あ る。しか しなが ら，外国語 の 語彙教授に

お い て
， 語彙に つ い て の ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ ーが 持 っ

知 識の も う 1 つ の 側 面 ， ワ ードス キ ー
マ の 重要性 に つ

い て も忘れ て は な ら な い
。 これ は 単独 の語彙 レ ベ ル の

上 の ， 言わ ば特定言語 に 特 有の 語彙の 全体構造 の パ

タ ー
ン と も言 え る も の で あ る。こ の ワ ードス キ ーマ は

ネイ テ ィ ヴス ピー一カ ーが 文脈 の 中か ら未知の 語 の 意味

を類推す る際重 要な役割 を果た す も の で あ る こ と が 報

告 さ れ て い る が （Nagy ＆ Gentner．ユ990 ；Nagy ＆ Sc。tt，
199．・0）， 先 に も述 べ た よ うに こ れ は手続的知識の よ うな

もの で あ り，ネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ ー
に と っ て も ， ほ と

ん ど意識化さ れ な い 性 質 の もの で あ る 。 そ の た め，か

な り外国語 に 熟達 した 学 習者で も ， 外国語 に お い て 母

国語 の ワ
ードス キーマ が 適用 で きな い タ イ プ の 語彙の

習得 が難 し い こ と が Har 】ey （1989）に よ っ て報告 さ れ て

い る 。 外国語学 習者が 無意識に 母 国語 に 基 づ い て誤 っ

た ワ
ー

ドス キ
ー

マ を適用す る こ とを避 け る た め に は 教

授者 が母国語 と外国語 の 語彙 の 全体構造 の 違 い を は っ

き り と指摘す る こ とが重 要で あ る 。 語彙 は 国語の授業

に お い て 文法 に 比 べ 軽視 さ れ て お り ，
テ キ ス ト中 の 新

出語 に 辞書 の定義を 与 える程渡で 扱わ れ る こ とが多 い

が ， 本研究 で はネ イ テ ィ ヴ ス ピーカ ー
の 語 彙表象は辞

書の 定義以上 の ， も っ と ず っ と豊 か な知識 を含む こ と

を示 し た 。 こ の ような豊 か な表象を外国語 学習者が 獲

得で き るよ うに す る に は，単独 の 語 レ ベ ル で の 語 の メ

タ フ ァ
ーを含む カ テ ゴ リ

ー
構造 と ， 語彙全体 の メ タ レ

ベ ル で の 言語特有 の 意味構造 の パ タ ー
ン を統合 し て 語

彙を従来 よりも総 含的か つ 組 織 的 に 教 授し て い く こ と

を提案 した い
7
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