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幼児 の 言語 発 達にお け るサ ピア ・ ウオ ー フ 仮説 に 関す る

研 究 一 「文 化 と心 理学」 か ら学ぶ 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐 藤公 代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （愛媛大 学 教 育 学部）

（問 題 と 目的）

「い か に して 文化 は 言語 に 影 響 を お よ ぼ す の か 」 「い

か に し て 言 語 は 文 化 に影響を与 え る の か 亅 と い う課題

は、言語の 比 較文 化 研 究に お い て 、重要な問題 で あ る

こ と は 周 知 の 通 りで あ る。そ こ で 議論 され る 「サ ピ ア

・ウオ
ー

フ 仮説 （言 語 相 関性 ）」 に は 、さま ざま な解

釈が と りあ げ られ る 、 そ れ を整理 し、幼児 の 言語 発 達

に応 用 で きない だ ろ うか、とい うの が今 回 の 研究 目的

で あ る。ち なみ に、「サ ピア
・
ウオー

フ 仮説 」 とは、

「異 な る言 語 を 話 す 者 は、そ の 言 語 の 相 違 ゆ え に ．異

な っ た よ うに 思考す る。」 とい う こ とで あ る。

（方 法）

「文 化 と心 理 学 」 〔D ，マ ツ モ ト著、南 雅 彦 、佐 藤公

代監 訳 、北 大 路書 房 ） の 「言 語 と世 界 観 ：言 語 相関性

の 例 」 （174 − 181 頁） を ま とめ、幼児 の 言 語 発

達 との か か わ りに つ い て 筆者 の 見解 を 述 べ る。

（ま とめ ）

1 ．「サ ピ ア ・ウオ ー
フ 仮説 1 を支持する初期 の 研 究

キ ャ ロ ル と カ サグラ ン デ の 研究 1 ナ バ ホ 語 と英 語 の

話 者比 Wt　＝＝ナ バ ホ 語 で は 、「球 状 物 」 「球 状 の 薄い 物 」

「長 く柔 軟 な物 」 な どの よ うに 球 状 の 状 態 に よっ て 、

動詞 の 使い 方に も違い が あ らわ れ る。っ ま り、物 質を

形 状 に よ っ て 分 類 し て い る。そ の 意 味 で は、英語 よ り

もは るか に 複雑 で あ る、

グ リ
ー

ソ ン の 研 究 ： f色 を 分 割す る 特定の 方 式 は 、

英 語 の 構造の
一

部 で あ る。亅

　 ブ ラ ウン と レ ネ バ ーグ の 研 究 1 「色 彩 の 記 号 化 と記

憶作業で 、色彩が 記 憶 され る 正 確 さの 関係 」

2 ，「サ ピ ア
・ウオ ー

フ 仮説 」 に 異議 を 唱 え る 初期研

究

語 で は 、78 種 の 言 語 の 調 査 か ら、普 遍 的 階 層 か ら 1

1 の 基本色の 用語 すべ て を用 い る が 、ニ ュ
ーギニ ア で

話 され る ダ ニ 語 の よ うな言 語 で は 、2 っ しか 用 い られ

な い 。さ らに 、グ リーン の 主 張 を確 か め る た めに、2

0 種 の 言 語 に お け る色彩に 関す る用語 の 区分調査 にお

い て 、い か な る 言語 に も限 られ た数の 基本 色 を表す用

語 がある。つ ま り、異な る文 化 に属す る人々 も全 く同

じ よ うに 色 を 知 覚 し て い る。

3 ，「サ ピア
・ウオー

フ 仮 説 」 を 支 持 す る 最 近 の 研 究

　 二 エ カ ワ
ー

ハ ワ
ードの 研 究 ： 日本 語 話 者 は た と え 結

果 が 肯定 的 で あ っ て もな くて も英 語 話 者 以 上 に 責 任 転

嫁 をす る。

ブ ル
ーム の 研 究 ：

「中国 語 話 者 は 反事実条件 文 を 用

い た 仮定的 な話 に 対 し、英語 話 者 ほ ど には 仮 定的解 釈

を し な い 。」 つ ま り、「英 語 で は 、仮定法の 時制 が 用

い られ る の に 対 し、中 国語 で は 、そ れ ぞ れ の 動 詞 を 必

ず特微づ け な けれ ば な らな い とい う意 味 で の 仮 定 法 は

存在 しな い 。」

ケ イ とケ ン プ トン の 研 究 ： メ キ シ コ の ユ カ タ ン 半 島

の 土 着 言 語 で あ る タ ラ フ マ ラ 語 は 、青 と緑を区別 しな

い 言 語 で あ る。言 語 上 の 差 異 が 非 言 語 上 の 作 業 に影 響

をお よぼ す。

ル
ー

シ
ー

の 研究 ： ア メ リカ 英 語 と メ キ シ コ 南 東 ユ カ

テ ク
・

マ ヤ の 言 語 を比 較 し、こ の 2 っ の 言 語 の 差異 に

関連す る 特 有 の 思 考 様 式の 割 り出 し。

フ セ イ ン の 研 究 ： 中国 語 特 有 の 様 相 が 情 報 処 理 の 容

易 さに い か に 影 響 をお よぼ す か。

ガ ル ロ ； ア メ リ カ 英語 とメ キ シ コ で 話 され る ス ペ イ

ン 語 の 比 較 か ら、言語 が色に 対す る記 憶 の 保 持に 影響

が あ る。

　 サ ン タ と べ ー
カ
ー

の 研 究 ： あ る 形 状 の 視覚 再 現 に お

け る、そ の 質 と 順序 に お け る 言 語 の 影 響調 査。

リン と シ ュ ワ ネ ン フ ル ーゲ ル の 研 究 1 英語 と 台 湾系

中国 語 の 比較 よ り、言語 搆造 は ア メ リカ 人 と 中国語 話

者 の 分 類 知識 の 構造に 関連。

バ ーリ ン と ケ イ の 研究 ： 英 語 や ドイ ツ 語 の よ うな 言 4 ．「サ ピ ア ・ウオー
フ 仮 説 1 へさらな る 異議 を唱 え
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ア ウの 研 究 1 ブ ル ーム の データ 解 釈 が 妥 当 で は な い。

っ ま り、「仮定的解釈 の 使用は お そ ら く仮定 法 の 使用 、

も し く は 中 国語 で の 事実に 反 す る論法に 関連する もの

で は な い 。」

タ カ ノ の 研 究 ： ブ ル
ーム の 研 究 の 概念 的 お よび 方 法

論 的 な 問題 点 の 指 摘。「言 語 的差異 で は な く、数 量 的

処理 に お ける差異」 の 指摘。

5 ，「サ ピ ア
・ウオ

ー
フ 仮説お 結論

「言 語構 造 の 違 い が 言 語 使用 者 の 思考 様 式 に 影 響 を与

え る 」 とい う 「サ ピア ・ウオーフ 仮説 」 の 解釈法 の 分

析 （フ ィ ッ シ ュ マ ン に よ る ） を ま とめ る と、4 っ の レ

ベ ル に なる。レ ベ ル ユは 語彙的語義的、言語 活 動 に 開

す る もの で 、い ち ば ん 簡 単 、レ ベ ル 2 は 語 彙的語 義的、

非 言 語 活 動 に 関す る もの 、レ ベ ル 3 は、文 法 的、言 語

活動 に 関す る もの 、レベ ル 4 は、文法的、非言語活動

に 関す る もの で 、もっ と も複雑 で あ る 。 どの レ ベ ル で

検査 して い るの か を見極 め るこ とが 大 切 で あ る。

語 彙 は 思 考 の プ ロ セ ス に さ ほ ど関係 な く、統 語 論 と

文 法 か らな る 言語 間 の 違 い にお い て は、言語 が 認 知 に

影響 をお よ ぼ して い る。例 えば、目本語の 呼称の 言語

構 造 と同 様 に、イ ン ドネ シ ア の 言語 は 、聞き手の 社会

的地 位、年 齢、性別 に よ り呼称が細分化 され て い る。

した が っ て 、ハ ン ト とア グ ノ リの 研 究 に よ る と、ジ ャ

ワ 語 を話 す と きに は 、英語 を話す と きよ り も、社会 や

地位 に よ る違い に 対 して の 意 識 が よ り厳 密 に な る。っ

ま り、厂ウオー
フ 説 」 を 裏 づ け る 「社会 的 地 位 へ の 意

識 に 対 して よ り明 確 に な る」 こ とが示 唆 され る。

6 ，バ イ リン ガ リズ ム に 関す る 「サ ピ ア ・ウオ
ー

フ 仮

説 」 の 見解

モ ノ リン ガ リズ ム （単
一

言語論）だ けで は なく、バ

イ リ ン ガ ル （2 言 語 併用 ）、マ ル チ リン ガル （多言 語

併用 ）に 対 し て の 「サ ピ ア
・ウオーフ 仮 説 亅 をま とめ

る と、次 の よ うに な る。支 持 説 で は 、言 語 は 概 念 を 変

え うる。変形 支持説 で は 、言 語 は 概念 と 関係 し うる が、

必 ず しも言 語 が概念 を変 え るわ けで は な い 。なぜ な ら、

概 念 相 違 の 原 因 は、文化 や 文化 価値観 に ある か らで あ

る。

　ア
ービ ン の 比 較 文 化 研 究 に お い て 、絵 画 統 覚検 査 か

ら抜粋 し た絵 に た い し て の 英語 とフ ラ ン ス 語 の バ イ リ

ン ガル 反 応 をみ る と、英語 よ り もフ ラ ン ス 語 に お い て、

よ り攻撃 性 、自 立性 、退 避 傾 向 を示 した 。 こ れ は、フ

ラ ン ス 文化 へ の より高 い 評価 に よっ て 、多弁、性格差

を示 した の で あ る。

　 「文 化 親 和 仮 説 」 （単 に バ イ リン ガ ル の 移 民 が、使

用 して い る言 語 に基づ い た文化的信条、文化的価値観

に 自 ら加入 す る傾 向。使用 言 語 が 変わ れ ば、言 語 に付

随 して い る文 化価値 も変わ る。1 と 「少数派 グル ープ

加 入 仮 説 」 （自分 を少 数 民 族 の
一

員 と し て み な し、自

民 族 の 言 語 を使 用 す る時、ス テ レ オ タイ プ 的 な少 数 派

文化 の 典型的な行動を取る傾向。〉は、ス テ レ オ タイ

プ 的な想定を正 し い と仮定 し た 場合 に 同 じ 予 測 と な

る．言 語 環 境の 違 い で 行動 の 違い や 性 格の 違い が 予 測

・
可 能 と な り、使用 言 語 に よ っ て 、他者 に 対 す る 知 覚認

識 が 異 な る こ と も示 唆 され れ ば、言 語 相 対 論 と も合わ

さ っ て 説明が 可能 とな る。

（結論 ）

幼児 の 言 語 発 達 に と っ て 、「サ ピ ア ・ウオ
ー

フ 仮説 」

は どん な 意 味 を もつ の で あ ろ うか
。

マ ツ モ トの 見解 を

参 考 に しな が ら筆者 な りに考 え て み た。

1） 「サ ピア ・ウオー
フ 仮説」 を考 え る場合、どの レ

ベ ル で の 問題 な の か を 明確 に して 、幼児 に言 語 教育、

知 的教育をす べ き で あ ろ う。つ ま り、語彙 は 思 考 の プ

ロ セ ス に あ ま り 関係 が な く、統語 論 と 文法 は 、言 語 が

認 知 に影 響 をお よ ぼ して い る 。

2 ） 日本語以外 に い ろい ろ な語学を勉強す る場合、日

本 語 を き ち ん と学 ん で か ら〜 い ろ い ろ な語 学 をや っ て

も遅 くは な い と 考 え る。

3 ）相 関 関係 と 因 果 関係 を 同
一

に 考 え る べ きで は な い 。

相 関 が あ るか ら と い っ て 、そ れ が 因 果 関 係 に 結 び つ く

とは 限 ら な い の で あ る。

4 ）脳の 働き方 の 違い で あり、個人 差で あるか ら、強

制 して の び る子 ど も もい れ ば、逆 に ゆ が ん で しま う子

ど も もい るの で 、そ こ の 見極 め 方 が 重 要 で あ ろ う。

5 ）で き な い もの に も挑戦す る 経験 は 、あ と で 転移で

き るの で 、幼児の 様子 を 見 な が ら経験 させ て も よい で

あろ う。

7 ．バ イ リン ガ ル に お け る 「サ ピ ア
・ウオー

フ 仮説 」

の 再 考

（注 ） 昨 年 に続 き、マ ツ モ ト先 生、南雅 彦 先生 に は お

世 話に な りま し て 有 り難 うござい ま す。感謝 します。
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