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　益 々 の グ ロ ーバ ル 化 の 進展 で 、地 球 の 物 理 的 距 離 は 狭 く な り 、 世界 中 の 人 々 と の 接 触 が

日常 化 し て き て い る 。高 度 情 報 化 社 会 の 中 で ．人 々 は 情 報 を正 確 に 、か つ 迅 速 に 理解 す る

こ と が 要求 さ れ る 。 こ の 事 は 、リ ン ガ フ ラ ン カ と し て の 英語 教育 の 重 要性 が 大 で あ る こ と

を 意味 す る 。問題 の 所 在 が 明 ら か で あ れ ば 、従来 の 英語 教育 の ア プ ロ
ー

チ は 再 検討 さ れ る

べ き で あ る 。 思 う に 、英 語 教育 は 1 つ の ア ポ リア で は扱 え な く 、 ま た 、言 語 諸 技 能 の 有 機

的 関連 性 に よ り、総 合 的 、統 合 的 、か つ 、よ り コ ミ ュ ニ カ テ イ ブ な ア プ ロ
ーチ が と ら れ る

べ き で あ ろ う 。か か る 認 識 を ペ ー
ス に 本 発 表 は ．次 の 観点 か ら 行 な い た い 。

　言 語 は 、人 間 の 考 え を 伝 達 す る 1 っ の 手 段 と し て 発 達 し て き た 。そ れ ゆ え 、言語 は そ れ

を 使 う 人 々 の 思 考方法 、論理 形 態 に 最 も 適 す る よ う に 発 展 を遂 げ て き た で あ ろ う し 、同 様

に 、人 間 の 思 考 ．論 理 は 使 う言 語 に よ り 大 い に 影 響 を 受 け て き て い る で あ ろ う。両 者 に は

密接な 相 互 関 係が あ る は ず で あ る 。む ろ ん 広義の 文化 に 規定 さ れ る こ と は 言 わ ず もが な で

あ る 。

　我 々 は 、日常 、言 語 を意 識 せ ず に 読 ん だ り 、書 い た り 、話 し た り し て い る 。 こ う し た 反

復 の 過程で 潜 在 的 に 言 語 の 持 つ 構 造、文字 、音声 に 刺 激 を 受 け 、無意 識 の うち に 自身 の 思

考形 態 を 形 成 し て き て い る の で は な い で あ ろ う か 。言 語 が 人 間 の 思 考 に 及 ぼす 影響 は 、構

造的 な も の 、音声的 な も の 、視覚 的な も の に よ る も の と 広 範 囲 に わ た る が 、言 語 構 造 は 、

特 にそ の 言 語 を使 う 人 の 発 想 、思 考 を 左 右 し て い る 。 こ こ で は 、日本語 と 英 語 の 持 っ 構 造

に 的 を絞 り 、対 比 し な が ら 、そ れ が 日 本人 、英 米 人 の 思 考 や 論理 形 態 に ど の よ う に 作用 し

て い る か を 検証 し た い 。

　 日本 語 は 、構 造 的 に 左 枝 分 か れ 言 語 （Le ［レ branching　 language）で あ り 、求 心 的 な 言語

で あ る と言 わ れ る 。一方 、英 語 は 右枝 分 か れ 言 語 （Rigbt− brancbing　 language）で あ り 、

遠 心 的 な 言 語 で あ る と論 され て い る 。　（大津栄一郎 「英 語 の 感 覚 　上 」 岩 波 新 書 1gg5年

pp ．82−113　参照 ） こ う し た 構 造上 、日本語 で は 大 事 な 要 素 は 文 末 に 現 れ る 。文章が 普通

文で あ る の か 、疑問 文 で あ る の か 、 ま た 、肯 定 文 で あ る の か 、否 定 文で あ る の か も 文 末 で

決 定 さ れ る 。

一
方 、英 語 に お い て は 大 事 な 要 素 は 、文頭 の 部分で 示 さ れ ．そ の 文 章 の 形 態

も 最 初 か ら 決 定 さ れ る
。 従 っ て 、文章 を 発す る 以 前 に 伝 達 者 の 意 志 は 決定 さ れ 、途 中 で 疑

問 文 を 普 通 文 に 変更 し た り 、最 初 の 意 向 を 変 え る こ と は 難 し い 。日本語 に お い て は 、疑 問

文 の っ も り が 普通 文 に な っ た り 、途 中 で 意 向 を変 更 す る こ と は 可 能で あ る 。英 語 は 最 初 か

ら定 ま っ た 方向 へ
一

直 線 に 進 む が 、日本 語 に お い て は 最後 ま で 曖 昧 さ を 残 す 。

　 こ う し た 文 章 構 造 の 相 違 は 、論 理 の 展 開 に も 大 い に 影 響 し て い る 。日本 人 は 、日本語 の

持 っ 左 枝 分 か れ 構 造 の 枠 の 中 で 論理 を 組 み 立 て て い く 。　「こ う で あ る か ら し て 、結論 は こ
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う で あ る ユ と論 理 を進 め る の が 日本的 論理 の 展 開 で あ る。英 米 人 は、英 語 の 持 つ 右 枝分 か

れ 構 造 の も と で 論 理 を組 み 立 て る の で 「結 論 は こ う で あ る 。な ぜ な ら 、 こ う で あ る か ら

だ 」 と 論理 を 進め る 。 言 語 の 構 造 上や む を えな い こ う した 論理 展開 の 相 違 は 日本 人 の 自我

に つ い て の 意 識 と 、英 米 人 の 自我 に っ い て の 意識 に も 影響 を及 ぼ し、異 な る 認 識過 程 、異

な っ た 文 化 を 造 り 出し て い る 。

　日 本 入 は 、英語 さ え 話 せ ば 英 米 人 が 自分達 の 言 い 分 を わ か っ て くれ る と考 え る 嫌 い が あ

る 。し か し 、英 米 人 に は 日本 人 が 何 を 言 っ て い る の か 分 か ら な い と 言わ れ る こ と もあ る し、

日本 人 に も英 米 人 の 言 い 分 が 理 解 で き な い こ と が あ る 。 こ れ は そ の 根本 に あ る 英 語 と 日本

語 の 思 考 方 法 の 相違 に 起 因す る と 考 え られ る 。 日 本 人 は 、日本語 的感覚 で 英 語 を 解釈 し よ

う と 試み 、英 文 の エ ッ セ ン ス を つ い 見 逃 し て し ま っ た り も す る 。 こ の よ うな バ リ ァ は 、主

に 言 語 そ の も の で な く 、そ れ に よ っ て 表わ さ れ る 思 考 方法 の 相 違 を考慮せ ず に 文章 を解 釈

し よ う と し た 結 果 で あ る 。

　英 語 を学 ぶ 大 学生 に ア ン ケ ー ト調 査 を行 な い 、ど の よ う な 構 文 に お い て 彼 ら が 理 解 に 困

難 を感 じ て い る の か を 調 べ て み た 。そ の 結 果、殊 に 、否 定 の 入 っ た 文 章 （特 に 複文構造 の

否 定文 ）、接 続 詞 の 入 る複 文 、否 定 疑 問文 に 対 す る 答 え方 な ど に 意 味 の 取 り違 え が あ り ．

加 え て 、解釈 に 時間 を 要す る な ど の 弊 害 が 見 られ た 。日本 語 的思 考で 英 文 を解 釈 し、英語

に お け る 文頭 の 重 み を つ い 軽 視 し、否 定 語 、も し く は 、接 続 詞 を見逃 し て し ま う嫌 い が あ

る 。英 文 を 聞 い て い る 際 に 、間違 っ た 解釈 を し た り、読 ん で い る 場合 に 、文末 に た ど り着

い て 再度 文 章 を 読 み 直 し 、リ
ー

デ ィ ン グ の 効 果 を著 し く 低下 さ せ た り も し て い る 。

　本 発表 で は 人 間の 思考 形 態 に 影 響 を及 ぼ す い く つ か の 言語 構 造 に 焦 点 を当 て 、 日本 語 と

英 語 と の 対 比 に お い て 、そ れ が 日本 人 、英 米人 の 思 考 、論理 形 態 に ど の よ う に 作 用 し て い

る か を 具体 例 を示 し な が ら考 察 す る 。そ し て 、英 語 的 思 考 方 法 を考 慮 に 入 れ た ア プ ロ
ー

チ

が 具 体 的 に ど の よ う に 実践 さ れ る か に つ い て も考 察 を加 え た い 。

（付 記） 参 考文献 は 当 日配 布 い た し ま す 。
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