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は じめに

大学 の 教養教育 に おけ る ｢ 初級 ドイ ツ 語+ の 授業 に

つ い て は ､ 当該教師 の 教育 理 念に よ っ て ､ さ まざまな

具体的目 標や 到達度 の 設定 が 可能 で ある ｡ た と え ば､

主 と して そ う した 授業方針を文献 の 読解力の 養成 に お

く と した 場合 ､ さ らに は ､ ある 程度ま で の 発信性 を備

え た表現力 の 滴養 に お く と した 場合 ､ い ずれ の 場合に

お い て も､ 伝達単位 と して の 文を組み 立 て る基本的な

文法知識 の 習得 は どう して も最小限度 不 可 欠 で ある ｡

そ こ で ､ 大半 の 授業 にお い て は マ ニ ュ ア ル 的な市販 の

教科書を用 い て 授業を行うわけ で ある が ､ そ れらの 多

く は､ 文法の 項 目別に配列 されて い て ､ そ れに した が っ

て 授業を すす め て い く こ とに な る｡ そ し て
一

年間の 学

習をか ろう じて 終 えた 学生の 大半 の 感想 はと言うと ド

イ ツ 語 の 文法 が や や こ しい / 面倒臭い / 複雑すぎ る/

覚え きれない - な どなどで ある ｡

こ れも､

一

面 に おい て は 当然の 結果 で あ る｡
こ とさ

ら ドイ ツ 語学習 に 積極的な モ チ ベ ー

シ ョ ン を持た ず ､

数年間は ま がりな り に も英語学習 に慣れ親 しん で き た

学生 に と っ て は ､ ドイ ツ 語 の 教科書 に 並 べ られ て い る

各種 の 変化表を見た とき に うん ざりす る に 違 い ない の

で あ っ て ､ こ の 場合学ぶ 側 の 学生 の 知的能力や 資質に

欠陥が ある とい う よう に 単純 に 結論 づ け るわ 桝 こ は い

か な い ｡

そ こ で 問題とな る の は ､ そ の 教 え 方 〔方法論〕 で あ

り ､ しか もそ の 方法論 は学生 の 知的関心 を可 能 な 限り

刺激す る ようなも の で なく て は ならない ｡ 当該の 変化

表 を ､ こ こ で 主 と して 扱うの は ドイ ツ 語 の 名詞 の 格変

化に つ い て で あ るが ､ た だ頭 ご な しに覚え る よう に と

言 っ て しまう の は 簡単 で あ るが ､ そ れは 単 な る ｢ 詰め

込 み+ で あ り ､ も しそ れで 良 しとす る な らば実 は ドイ
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ツ 語教師と して は ､ 自ら失格宣言を して い る ようなも

の で ある ｡ 言い 換 え る と ､ 教科書 に書 い て あ る とお り

の 項目 を覚え ろと い うだけ で は､ 何も教えた こ と に な

らな い の で あ っ て ､ も し教 え た つ も り で い る とす る な

らば､ そ れは 教師 の 単な る自 己満足に 過ぎな い ｡ しか

しそ れ が過去
一

世紀以 上 も踏襲され続け ､ しか も今な

おそ う した詰め 込み 的教 え 方が ､ た とえ て 言 え ば シ
ー

ラ カ ソ ス の ように 生き た 化石 と して 大学教育 の 中 で 平

然 とま か り通 っ て い る現実を か い ま見 るとぞ っ と す る

思 い に か られる ｡

ドイ ツ 語を料理 の 素材 に な ぞ らえ る ならば､ そ れを

い か に し て 食わず嫌い に せ ずに ､ と に か く い か に 美味

しく食 べ て もらう か ､ そ して 十分味わ っ て もらう か -

そ れ が ｢ 料理 人 ドイ ツ 語教師+ の 腕 の 振 る い どこ ろ に

なる だ ろ う｡ もちろ ん 消化不 良をお こ さ せ な い の は 言

うま で もな い こ と で あ るが ｡ も っ と も､ 料 理 の 達人 が

こ の 世 に存在す る の と同様 に ､ 語学教育 の 達人に なる

の はや は り 至 難 の 技 で あ る｡

一

方 が ､ 人間の 味覚と視

覚を刺激す る よう に ､ 他方 で 人間の 知的好奇 心 を 刺激

す る と い う こ とは や は り同 レ ベ ル で は あり え な い の だ

か ら｡ そ れ で も､ や は り ドイ ツ 語教師 と して 自分の 作

る メ ニ ュ
ー に 工 夫を重ね ､ ドイ ツ 語を少 しで も ｢ 美味

しい+ もの に して い か な け れば な らな い ｡

以下に 述 べ る の は ､ 初級 ドイ ツ 語 の 学習 にお け る ､

最初 の 大き な -
- ドル 〔障害物〕 と で も言う べ き ｢ ド

イ ツ 語名詞 の 格変化+ に つ い て ､ 筆者 が どの よう に授

業 の な か で 導入 して い るか と い う こ と に つ い て の ｢ モ

デ ル+ の 紹介 で ある ｡ そ れ が ､ ドイ ツ 語 を 教え る教師

の 誰 に と っ て も有効な ｢ レ シ ピ+ と な る か どうか ば断

言 で き な い が ､ 語学授業 にと っ て 言 語学的知識が か な

り深み の あ る隠 し味に な りう る と い う こ と に つ い て ､

筆者 は 多少 の 自信を持 っ て い る｡

1 )

1 . ｢格アレルギ ー

+ 解消の ために - 格の理

解の ための ｢ 言語類型論+ の基礎知識の

導入 -

新学期 を 迎 え
､ 聴講 の た め の 手続 き も終 え て

､
い よ

い よ教科書 を 広げ て 授業が 開始される ｡ 当然なが ら外

国語 の 学習は ､ そ の 言語特有 の ｢表記文字+ の 習得と

｢ 発音+ の 練習か ら始ま る｡ ドイ ツ 語 は ほ ぼ ロ
ー

マ 字

ど お りに 発音す る と い うあた りは ､ 発音と綴 り が い つ

も1 対 1 に 対応 しない 英語 の 綴 り の シ ス テ ム より は 比

較的 ス ム ー

ズ に授業が 進行す る の で ある が ､ 次 の 課 で

｢ 動詞 の 人称変化+ に 移行す る と少 し複雑 さ が 出て き

て ､ さ らに 次 の 課 で 名詞 に性別 が あ る と い うあた り か

ら､ や は り ドイ ツ 語 は ｢ 噂 の とお りに+ むずか しそ う

で ある と い う言 い 知れぬ 不 安 が ､ 初学者 の 胸 の 中 で 日

本海 の 灰色の 雲 の よう に じわ じわと湧き出 して 来 る｡

そ し て ､ 次の 課 で おもむ ろ に ｢名詞 の 格変化+ が 現れ

て ､

一

見 して や や こ しそ うない く つ か の 表 が だ しぬ け

に 学生 の 視野 に 飛 び込 ん で く る あ た りか ら､ い よい よ

肱皐 (めま い) が 生 じて く る｡ い わゆる ｢格 ア レ ル ギ ー

症候群+ の 始ま り で ある｡ は た して ドイ ツ 語 の ｢ 格の

シ ス テ ム+ は本当に 複雑怪奇 で ､ ドイ ツ 語を 学ぶ こ と

は大学 に 入 っ て か ら初 め て とい うほ と ん どの 日本 の 学

生 に な じみ に く い もの なの か ｡ い や ､ じ つ は そ ん な こ

と は な い ｡ 人間 の 言葉と い う の は ､ そ れ ほ ど て ん で ば

らばらで は な い ｡ 心 理 的距離感 は と もか くも､ ドイ ツ

語は学生の 母語で ある 日本語 と はか なり の 共通性を持 っ

て い る と い う こ と ､ 格 の 現れ 方 は個別言語 に おい て は

相対的 な差異を生 じるが ､ 根底 の 部分で は コ ミ ュ ニ ケ -

シ ョ ソ 手段 と し て ､ 多く の 言語 に見られ る もの で あ る

と い う認識 を こ こ で し っ か り植 え つ け て おか な け れば

な ら な い の で あ る｡ そ の た め に も筆者 は ｢言語頬型論+

的 な 基本知識 を こ こ で 導 入 し､ ドイ ツ 語 の 格 の 現象が

特殊 な も の で は な い と い う こ とや ｢ 格 ア レ ル ギ ー

+ 解

消 の た め に少 し ｢ 回 り道+ に は な る けれ ども､ 以下の

ような基本情報を学生 に提供す る こ と に よ っ て ､ 単な

る 陪記項 目 と して で は なく ､ ま が り な り に も学生 と し

て の 年齢 に充分対応 で き る よ うな 知的充足感を与 え る

工 夫を行 っ て い る ｡

ドイ ツ 語の ｢ 冠詞 〔不 定冠詞およ び定冠詞〕+ の 表

が 次 の ように 教科書 に 提示されて い て そ れを無理 や り

陪記す る よう に と授業を すす め る ドイ ツ 語教師は おそ

らく い ない は ず で ､ そ れぞ れ に何らか の 導 入 を教授法

的 に考 え る は ず で あ る ｡ そ こ で 説 明 の ポイ ン ト と して

は まず始 め に ､ 例 え ば 定冠詞 に おい て 英語 な らばt h e

ひ と つ だ け で すん で い ると こ ろ が ドイ ツ 語 で は ､ 名詞

の 性別/ 単数 ･

複数そ して ｢ 1 格 ･ 2 格 ･ 3 格 ･ 4 格+
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1 格 〔主格〕

2 格 〔属格〕

3 格 〔与格〕

4 格 〔対格〕

m .

父

d e r V at e r

d e s V at e r- s

d e m V at e r

d e n V a t e r

/ .

母

di e M u tt e r

d e r M u t t e r

d e r M u tt e r

di e M u t t e r

と変化す ると い う点に な っ て く る｡ ちなみ に ､

一

般 的

に教科書 で は ､ 1 - 4 格 の ように 数字 で 表記され る場

合 ( c a s e) が 多 い が ､ 初学者 に と っ て 基本的な 意味 の

理解を助け る た め に ｢ 主 格 ･ 属格 ･ 与格 ･ 対格+ と い

う名称を併記す べ き で ある と 考 え る｡

上 の 変化表 は ､ こ こ で 形式的 に英語 と 対応さ せ て み

る と 以下 の ように な る｡

th e f at h e r

of t h e f a t h e r

t o t h e f a t h e r

th e f at h e r

t h e m ot h e r

of t h e m o t h e r 〔略〕

to th e m o t h e r

th e m o th e r

こ の ように 二 つ の 言語を比較して み ると ､ 大半 の 学

生 に と っ て ､ 英語 で はth e と い う定冠詞
一

つ で すむ の

に､ なぜ ドイ ツ 語 で は こ れ ほ ど ま で に 定冠詞 の 数 と種

額が 多い の か と い う素朴な疑問が 生 じて く る ｡ 結論的

に は ､ 英語 の(1)歴史的変遷 の 経緯と(2) ｢ 前置詞機能+

が ｢ 冠詞 に よ る格機能+ に と っ て 代わ っ た と い う こ と

を説 明 すれ ば よ い の で あ る が ､ こ の 説 明 も あ る程 度 の

予備知識 の 導入 が 必 要となる の で ､ もう少し後で 説明

が行われ る｡

ま た ､ 英語
･ ドイ ツ 語 と い う兄弟言語に 加 え て ､ 母

語と して の 日 本語も含 め て 比較対照す る こ と に よ っ て

言語に おける ｢ 格+ の 棟能とい う こ と の 理解 が よ り容

易とな る だろ う｡ そ こ で ､ 方法論と し て 頬塾論的に み

た 日本語 と ドイ ツ 語 ･ 英語 の 違 い に つ い て 話をすすめ

る ｡ こ こ が 格の 理 解 の た め の 重要 な 導入 部分 と な る｡

2 . 言語の ｢類型+ あるいは ｢ タイポ ロジ ー +

〔以下 で は ､ 授業 に おけ る言述 の 部分 は ｢ デ ス ･
マ ス

体+ で 表 し､ 段落を ｢ + で く く る こ と にす る〕

｢ 人間の 話す言 葉 に は ､ い ろ い ろ な タイ プ が あ り ま

す｡ そ の タ イ プ の こ と を 以下 で は ｢ 類型+ とも言う こ

と に します｡ そ う した 言語 の ｢頬型+ と い うの は どう

n .

子 ども

d as K i n d

d e s K i n d - e s

d e m K i n d

d a s K i n d

Pl .

人々

di e L e u t e

d e r L e u t e

d e n L e u t e- n

die L e u t e

い う ふ う に 区別す るか と 言い ますと ､

一

般 に主 語 〔以

下 S と略記〕 動詞 〔Ⅴ と略記〕 そ して 目 的語 〔0 と略

記〕 が 叙述文 で ど の よ うに 配列 さ れ る か と い う こ と､

簡単に 言 い ま す と ｢ 誰 ガ 何 ヲ ドゥ ス ル+ と い う伝

達単位 と して の ｢ 文+ が あ るま とま っ た 情報を伝 え る

際の S ･ Ⅴ ･ 0 と い う 三 つ の 要素 の 並び 方をも と に し

て い ます｡ こ の 並 び 方を
一

つ の 基準に して 言語 の 分類

をす る こ とが で きます ｡

〔設問1〕

｢ た と え ば､ S と Ⅴ と 0 と い う 三 つ の 要素の 数学的

な並 べ 方は 何通りあります か 〔こ の 単純な設問 に
一

人

の 学生 に 答えさせ る〕 結果的に は ､ 次 の 6 とお り の 並

べ 方 が 考 え られます ｡

2 )

+

1 . S V O 4 . V 0 S

2 . S 0 V 5 . O V S

3 . V S O 6 . O S V

学習が さらに進 ん だ段階 で は ､ ドイ ツ 語 で は 上 の 基

本語 順 の 中で ､ 1 / 2 / 3 / 5 が 許容さ れ る事実を 説

明す る｡

3 )

｢ 皆 さ ん が よく御存知 の よう に 今ま で 学習して きた

英語 は S V O ､ 漢文と して 学ん だ中国語 は S V O ､ そ

し て 英語 の 兄弟語 で ある ドイ ツ 語もS V O と い う こ と

で ､ 皆 さ ん が 日EB よく 目 に した り耳 に した りす る外国

語 の ほ とん ど は S V O とい う タ イ プに 属 して い ると い

う印象を受けます｡ そ し て 我 が 日 本語 は先程も言 い ま

した よ うに ｢ 誰 ガ 何 ヲ ドゥ ス ル+ で す か ら､ S O

v タイ プ に 属します ｡ つ い で に 言い ますと､ 昔の 日本

人 は 当時の 文化先進国 で あ っ た 中国か ら ｢漢字+ を輸

入 した と きに ､ 漢字 で 成立 して い る漢文を日 本語 の 語

順 に 置き換 え て 読む た め に ｢ 返 り 点 ( レ 点)+ を発 明

しま した ｡ 二 つ の 言語 で は ､ 基本的 な語順 が 違 っ て い

る と い う こ と ､ つ ま り文末 に Ⅴ が 来 るか 来ない か と い

う 違 い を 直観的 に 理解 し て い た ん で すね ｡ こ の レ 点 こ

そ はf 卜本 人 独自の 重要な発明品の
一

つ だ と 思い ます｡
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こ の よう に 見 て く る と､ 世界 に3 , 0 00 と も5
,
00 0 と も

言われ る様 々 な 言語が存在す る 中で ､ い っ た い どの タ

イ プ の 言語が 多い の か と い う こ とも考え て み た い と こ

ろ で す ｡ つ い で に皆さん に
一

つ 質問 して み た い と思 い

ます｡

〔設問 2〕

世界の 言語 の 中で ､ S V O 言語とS O V 言語とどち

らが 多 い と思 い ます か ｡ 一多い と思う方 に 手を上 げ て

くだ さ い ｡ 最初 に S V O が 多 い と 思う人 は ? ｡

こ の 時 の 学生 の 反応 に つ い て は ､ 説 明 の 流れか ら し

て 当然 の ように S V O 言語が 多 い とい う判断 が ほ ぼ90

% 以 上 と な る ｡ つ まり ､ こ の 段階 で 日 本語 の よう な

S O V 言語 が マ イ ナ ー ( 少数) で ある か も知れない と

い う予測を
一

応学生 に抱か せ て おく｡

｢ 皆さん の 予想 は残念なが らほ とん ど外れ て しま い

ま した ｡ 最近 の 研究者が 世界 の 言語を約2
,
0 0 0 調査 し

て み た そ の 結果 ､ い ちば ん 多い の が 日 本語 の よ うな

S O V 言語 で 約4 8 % ､ そ の 次が S V O 言語 で 約36 % だ

そ う で す｡

3 )
結果的に約 9 割 の 言語 が ､ S O V / S V O

の どちらか と い う こ とに な ります｡ こ の 二 つ の タイ プ

に共通点と し て ､ 文 の 最初 に S 〔主 語〕 が 立 て られ る

とい う こ とに ひとまず注 目 して おい て くださ い ｡ つ い

で に 言 い ます と､ 現在 の 英語
･ ドイ ツ 語 の 祖先語 で も

あ る ｢ イ ン ド - ヨ ー

ロ ッ
パ 語族+ も､ 日本語 の ような

S O V 言語 で あ っ た と い う こ と は興味深 い こ と で は な

い で しょ う か｡ こ の ｢ イ ン ド - ヨ ー

ロ ッ
パ 語族+ に は ､

仏典 な どが 書 か れ た 古代 イ ソ ドの サ ソ ス ク リ ッ ト語な

ども含まれ て い ます｡

さらに ､ 研究者 の 中 に は ､ ドイ ツ 語 の 表層におけ る

基本語順 はた しか に S V O で はあ る が ､ そ の 深 い 構造

の 中 で は ､ ドイ ツ 語 の 基本的 な 語順 は 動詞的要素 を

( 日 本語 の よう に) 文末 に 置い た もの と仮定す る こ と

も可 能で は な い だろ うか と提唱す る人もお ります｡ 参

考 に 申 しますと子供 の 言語習得の 研究 に おい て は ､ 次

の ような事例も報告され て い ます｡

ドイ ツ の 子供 が ､ 話 し始 め ( 言語習得 の 開始) の 頃

に は ､

M u tti B u c h li e st

マ マ ガ 本 ヲ 読 ソ デ イ ル

と い う よ うに ､ 日 本語 の 語順 の ように 動詞を文末 に置

い た文を 使う こ とが あ ると い う報告な どは､ 我々 に と っ

て も興味深 い 事実 で す ｡ つ ま り ､ 個別言語 は 現象面 に

おい て 多様性をみせ ます が ､ そ の 深い 部分 に おい て は

｢ 人間 の コ ト バ+ と い う点に お い て ､ 何か ｢ 通底+ し

て い る 普遍的 ( u ni v e r s al) な要因 が潜ん で い る よう

に も思われます ｡+

3 . 日本語の ｢ 格+ と ドイツ語の ｢格+

｢ そ れ で は ､ 言葉 に と っ て ｢ 格+ と は何 か に つ い て

話をすす め て ま い りま し ょ う｡ は じめ に次 の パ タ
ー ン

を見 て ください ｡

設問文 : 父 ＋[コ 私 ＋□ お金 ＋□ Ⅴ

こ の パ タ ー ン を見ますと何か 漠然とあ る 意味が想像

で き な い で し ょ うか ｡ +

こ の 文型 に おい て 3 つ の 名詞 ｢ 父 / 私/ お金+ は ､

そ れぞ れ にま だ 文 の 中で ｢ 意味役割 (s e m a7d ic r ole) +

が 付与され て い ない ｡ もちろ ん 学生 は 直観的 に ､ □を

埋 め る こ と に よ っ て ､ あるま とま っ た 意味を持 つ 文を

作 る こ とが で き る ｡

〔設問 3〕

｢ そ れ で は 上 の 設問文 の □ に 適当な ｢何 か+ を 埋 め

る こ と に よ っ て 意味の あ る文 に し て く だ さ い ｡ なお ､

Ⅴ に は適切な 動詞を選択 して み て み て く だ さ い ｡ +
4 )

〔解答例〕

父 ＋ ガ 私 ＋ ニ

父 ＋ ガ 私 ＋ ニ

父 ＋ ガ 私 ＋ ヲ

父 ＋ ガ 私 ＋ カ ラ

父 ＋ ニ 私 ＋ -

父 ＋ カ ラ 私 ＋ -

父 ＋ モ 私 ＋ モ

父 ＋ 卜 私 ＋ -

父 ＋ ヲ 私 ＋ -

お金 ＋ ヲ

お金 ＋ ヲ

お金 ＋ ニ

お金 ＋ ヲ

お金 ＋ ヲ

お金 ＋ ヲ

お金 ＋ ガ

お金 ＋ ニ

お金 ＋ デ

ク レ タ/ ヨ コ シ タ ｡

セ ピ ッ タ ｡

カ エ タ｡

ト リ ア ゲ タ ｡

ワ タ シ タ/ ア ズ ケ タ｡

マ キ ア ゲ タ/ モ ラ ッ ク｡

ス キ デ ア ル
｡

マ ド ワ サ レ タ ｡

● ● ●

い く つ か 代表的な例をこ こ に上 げた が､ こ の 練習 は ､

日 本語に お い て 名詞 に対す る 文の 意味付与 が い わゆる

｢ 格助詞+ に よ っ て 行われ て い る こ と再確認す る た め

の もの で あ る｡ 具体的 に は ､ 次の よう な項 目の 確認作

業 で ある ｡
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[ 1 ] 設問文だけみ て もある種 の 意味関係 が ､ 頭 の 中で

成立 し て い る と い う こ と ｡ つ ま り ｢ 父/ 敬/ お金+

とい う 3 つ の 名詞 の 間 に生 じう る有意味 ( r ele v a n t)

な関係性 が ｢ 発話+ さ れ る前 に ､ あらか じ め頭 の 中

で 何通り か 想定され て い ると い う こ と の 理解｡

[ 2 ] ｢ 助詞+ を付与す る こ と によ っ て ､ 初め て そ れぞ

れ の 名詞 が 文と い う伝達単位 の 中 で ある 意味役割を

担う と い う こ と の 再確認｡

[ 3 ] 最初 の 名詞 ( N P l) ｢ 父+ が ､ S 〔動作主体〕 と

して 比 較的立 ち 上 が りや す い か も知れな い こ と｡

[ 4 ] [ 3 ] と は 反対 に ､ 最初 の 名詞 ｢ 父+ が ､ 必 ず し

も ｢ 主 語+ とは なら な い こ ともある と い う こ と ｡ し

た が っ て 最初 の 名詞 ( N P l) の 意味は ､ 談話
･

文

脈依存的で あ る こ と の 理 解｡

｢ 麦, た りま え の よう で すが ､ 日 本語 で はそ れぞ れ の

名詞 の 後 に い わ ゆ る ｢ 格助詞+ を付与す る こ と に よ っ

て ､ そ れぞ れ の 名詞 の 文 の 中で の 役割ある い は 資格す

なわち主語と して の 資格 ､ 目 的語 と して の 資格が 明示

され る こ と に なります｡ 格助詞の 格と は こ の 資格 の 格

と い う こ とを意味 して い る わけ で す｡ な お最近 で は 日

本語 の 助詞 が 前置詞 と 同 じ レ ベ ル で 扱われ る こ と を 示

す か の よ うに ｢後置詞 (Po st-P ositi w l)+ と 呼ばれる こ

と もある と い う こ と を頭に 入 れ て おい て く だ さ い ｡ こ

れ と 同 じ原理 で ､ ドイ ツ 語 で は 名詞 の 前 に冠 詞 を 置 く

こ と に よ っ て ､ V a t e r の 役割 が 明 示 的 に な ります ｡ す

なわちd e r V at e r と い う名詞 は ｢ ガ ＋ 父+ と並 べ ら れ

て い る とい う ように 便宜 的に 考え られます｡ 同 じ よう

に し て d e s V a t e r- s は ｢ ノ ＋ 父+ ､ d e n V a t e r は ｢ ニ

＋ 父+ ､ d e n V a t e r は ｢ ヲ ＋ 父+ と い うよう に イ メ
ー

ジ して おきま し ょ う｡ つ い で に ドイ ツ 語 で は 定冠詞 の

形 が す べ て 違 っ て い る の は 男性名詞だけ で あ っ て ､ 女

性名詞
･

中性名詞 ･ 複数名詞 は主語 の 形と 目 的語 の 形

が ､ そ れ ぞ れ同じで す か らそ れ ほ ど記憶の 負担 に はな

らない と思い ます ｡

以 上 の 説明をもう 一 度ま と め て み ます と 次の よう に

言 え る か と思 い ます｡

｢ 格 ( d e r K a s u s
,
t h e c a s e) + と い う の は ､ 文を構

成す るそ れぞ れの 名詞 が も つ 文法上 の 役割 (例 え ば :

主 語 ･ 目 的語な ど) の 総称 で す｡ そ して ､ そ の 実現の

仕方は個別言語に より違い が 見られますが ､ 格表示 の

体系 は ､ 大きく分 け て 次の 二 つ が 挙げられます ｡

◎平板 ( フ ラ ッ ト) な シ ス テ ム : 日 本語､ ト ル コ 語 な

ど [ 主 に S O V 言語]
5 )

統語構造上 の 特徴 - ｢ 助詞+ な ど の 特定数の ｢後置

詞 ( p o s トp o siti o n )+ をも つ ｡

◎階層 [ ヒ エ ラ ル ヒ - (di e H i e r a r ch i e) ] を も つ シ

ス テ ム : 英 ･ 独語など [ 主 に S V O 言語]

こ こ で 言う ｢ 階層+ とは ､ 名詞 が冠詞だけで 意味役

割 が 明示 さ れ る場合 と ､ 前置詞 ＋冠詞 に よ っ て 明示 さ

れ る場合と で 二 重構造に な っ て い る こ と を 言い ます｡

視覚的理 解の た め に 下 の 図 を 参照 して く だ さ い ｡ つ い

で に ､ ドイ ツ 語 と 英語 と比較 し て 異 な っ て い る点 は ど

こ か調 べ て み て く だ さ い ｡ な お､ 冠詞 が ( ) 付 き な

の は , 選択的 で あ る こ と を示 します ｡

日本語 ･ ドイツ語 ･ 英語における ｢格の シ ス テ ム+ の 比較
･ 対照

本 語 ド イ ツ 語

名詞 ＋ ガ

名詞 ＋ ノ

名詞 ＋ ニ

名詞 ＋ ヲ

名 詞 ＋ -

名 詞 ＋ デ

名 詞 十 卜

名詞 ＋ カ ラ

名詞 十 ヨ リ

基 本的 意味役割

動作 主体

所有 主体

利害主体

対 象物

到 達点

存在点

並 列主 体

起 点/ 原 因

起 点/ 原 因

1 格

2 格

3 格

4 格

( 冠 詞) ＋ 名詞

(冠 詞) ＋ 名詞

( 冠 詞) ＋ 名詞

( 冠 詞) ＋ 名詞

莱 語

( 冠 詞) ＋ 名詞

前 置詞 ＋ ( 冠 詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ ( 冠詞) ＋ 名詞

( 冠詞) ＋ 名詞

階 層構造 ( 二 重構造)

前 置詞 ＋ ( 冠詞) ＋ 名詞

前 置詞 ＋ ( 冠詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ ( 冠詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ ( 冠詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ (冠詞) ＋ 名詞
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前置詞 ＋

前置詞 ＋

前置詞 ＋

前置詞 十

前置 詞 ＋

( 冠詞) ＋ 名詞

( 冠詞) ＋ 名詞

( 冠詞) ＋ 名詞

( 冠 詞) ＋ 名詞

( 冠 詞) ＋ 名詞



以上 の 図は ､ 少 し複雑 で し ょ う か｡ 理 解 の た め に 具

体的な単語 で 並 べ て み る と以下 の よう に なります ｡

c hi c hi- g α

c h i c hi- n o

ch i c hi- ni

c h i c h i- u D

d e r V at e r

d e s V a t e r- s

d e m V at e r

d e n V a t e r

t h e f a t h e r

of t h e f at h e r

t o t h e f at h e r

t h e f at h e r

こ う して 3 つ の 言語を並 べ て み ます と ､ 明 らか に 英

語 の th e に は 名詞 の 文中 で の 役割すなわち ｢ 格+ を 明

示す る機能 が な い こ と が認 め られます ｡ そ れ は ､ 4 つ

並 べ られ て い るth e に は ､ 形 の 上 で の 差異 が ない か ら

で す｡ 以上 の 考察は ､ 次 の ように 何点 か に ま とめ る こ

とが 可 能だと思 い ます｡ 続 い て こ れま で の 要点をま と

め て み る こ と に します ｡ +

【要点の まと め】

1 ･ あ る要素 a と､ ある 要素 b の 並 べ 方 は ､ a b / b

a の 2 と おり しか ない ｡ そ して あ る 言語 と言語 と の

間 で ､ 個 々 の 文法的現象に おい て ､ a b / b a の よ

う に 鏡 に 写 した よ うな関係を ｢ 鏡像関係 ( m i w w

i n w g e)+ と呼ぶ ｡

具体的に は､ 日本語 の よう に ｢ 名詞 ＋ α + と英語 ･

ドイ ツ 語 の よう に ｢ α ＋名詞+ が 鏡像関係 で あ り､

α は ｢ 後置詞 (助詞)+ や ｢ 冠詞 ･ 前置詞+ な どを

総称す る｡ そ し て ｢ 鏡像関係+ は ､ 当該 の 言語 の も

つ 基本的な語順 と密 掛 こ係わ っ て い る ｡ すなわち且

連星型 辿 ⊥ ⊥ 萱量二

_
上土三重塵_ど些阜

_
y O 言 語 で は ｢ α ＋ 名詞+ が 生 じ

る傾向が あ る とい う

名詞 ＋ α

こ とを 明確に 認識 して く だ さ い ｡

← 鏡 に 写 した 関係 -
α ＋ 名詞

2 . ドイ ツ語 に お い て は ､ 前置詞 は 後続 の 名詞 の 格形

を決定す る ｡ 〔- 前置詞 の 格支配〕

3 . ドイ ツ 語 に おい て は ､ 格変化 パ タ ー

ン は次 の 2 種

額 で あ る｡

①定冠詞類 ②不 定冠詞頬

4 . 英語 の 場合､ 1 格 ( 主 語)
･

4 格 ( 目 的語) は 同

形とな り､ 格形 の 区別が な い ｡ した が っ て ､ 文 の 意

堕の 決定 に は ｢語順 ( w o r d o r d e r)+ が厳密な規則

を形成す る ｡ こ れ に 対 して ドイ ツ 語 で は ､ 個 々 の 名

詞 の 格形 が 明確なの で ､ 定動詞 が 2 番 目 の 位置 に置

か れ る 限 り に お い て ( 定形第2 位 の 原則) ｢ 語順+

は 比 較的自由 で あ る｡ 文例 で 示 す と ､

a . T h e m o th e r l o v e s t h e d a u g h t e r .

は ､ よほ どの こ とが な い 限り最初 の 名詞 (th e m ot h e r)

が 主 語 と な る｡ こ れに 対 して ､

b . D i e M u t t e r li e bt di e T o c h t e r .

の 読み は 二 通 り可 能 で あ る｡

c . D i e M u tt e r li e bt di e T o c h t e r .

S V 0

d . D i e M u tt e r li e b t di e T o c h t e r .

O V S

日 本語も､ ｢ ガ ･ ノ ･ ニ ･

ヲ+ と い っ た 格を明 示 す

る もの が 弁別的 で あ る の で ､ ドイ ツ 語 と 同様に 語順 が

自由で ある ｡

e .
E r s c h e n kt h e u t e d e n F n ∋u n d ei n B u c h .

彼 ガ

f .
H e u t e

今 日

今日 友 人 こ 本 ヲ 贈る｡

s c h e n k t e r d e n F r e u n d e in B u c h .

彼 ガ 友人 二 本 ヲ 贈る｡

g .
D e m F r e u n d s c h e n k t e r h e u t e

友人 二 彼ガ 今 日

h . Ei n I∋u c h s c h e n kt e r h e u t e

本 ヲ 彼ガ 今 日

ei n B u c h .

本 ヲ 贈る
｡

d e n F r e u n d .

友人 二 贈る｡

こ の よう に ､ 形 の 上 で ｢ 格+ が 明示的な言語 に おい

て は ､ 比較的 ｢ 語順+ 規則 が ゆ るや か に な ると い う こ

と が分か る｡

5 ･ 英 語の 場合 ､ 格が 消滅 した 代わ り に前置詞 の 役割

が大きく な っ て い る｡ ドイ ツ 語 の 2 格 の 名詞 は ｢ of

＋ 名詞+ ､ 3 格 の 名詞 は ｢t o ＋ 名詞+ と読 み 替 え る

と よ い ｡

i . D a s i s t ei n H a u s m e i n - e s O n k el- s .

T his is a h a iS e Of m y u n cl e
.

j . M ei n V at e r g a b m i r d a s G el d .

M y f ath er g a w t o m e a m m e y .

こ こ で 再度 ､ 先 に 掲げた ｢ 日 ･ 独 ･ 英語 にお け る 格

シ ス テ ム+ の 比較 で ドイ ツ語 ･ 英語 の
一

部を取 り 上 げ

て 違 い を確認す る ｡ こ こ で 違 い の 最も重要な部分 は ､

英語 に おい て は , 前置詞 の 役割 が 飛躍的 に 高ま っ た と

い う こ と で あ るが ､ 本来 は 二 つ の 言語ともに 同 一

の ゲ

- 6 4 -



ル マ ソ 語と して 出発 して おり ､ こ の 英語 に おける 大き

な 変革 は 一 つ の 関心 事と し て 取 り 上 げ る価値 が あ る｡

こ れは 視聴覚資料を用 い て 補足的に 授業 で 行うの で あ

るが ､ 今 回 の 論考 で は紙数 の 都合 で 取 り上 げな い ｡

ド イ ツ 語

1 格 ( 冠詞) ＋名詞

2 格 (冠詞) ＋名詞

3 格 ( 冠詞) ＋ 名詞

4 格 ( 冠詞) ＋ 名詞

英 語

(冠詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ (冠詞) ＋ 名詞

前置詞 ＋ (冠詞) ＋ 名詞

(冠詞) ＋ 名詞

｢麦, る 意味 で は ､ 日 本語 は ｢ ガ ･ ノ ･ ニ ･ ヲ
･ へ ･

デ ･ ト ･ カ ラ ･ ヨ リ+ と 9 格言語 と便宜的に 考 え る こ

とも可能で あ っ て ､ こ の 格 の 数はそ れぞ れの 言語に よ っ

て 異な ります｡ ラ テ ソ 語 は 6 格言語 で す｡ 格 の 数の 多

い 言語と して は ､ フ ィ ソ ラ ソ ド語や エ ス ト ニ ア 語 が あ

げら れ ます｡ 次に 紹介す る 表を見 な が ら､ い ち ど皆 さ

ん で 格変化を発音 して み ま し ょ う｡

｢ フ ィ ソ ラ ソ ド語+ の 名詞p u ll o < ピ ソ > の 単数格

変化 ､ お よ び ｢ エ ス ト ニ ア 語+ の 名詞 m e ri < 海 > の

単数格変化 は 以下 の よ うに なります ｡+

主格 ( n o m i n ativ e)

属格 ( g e n i ti v e)

分格 ( p a rti ti v e )

対格 ( a c c u s a ti v e)

内格 (i n n e s si v e)

出格 ( el a ti v e)

入 格 (ill ati v e)

援格 ( a d e s si v e)

奪格 ( a bl ati v e)

向格 ( allt a ti v e )

様格 ( e s si v e)

変格 (t r a n sl ati v e)

欠格 ( ab e s si v e)

共格 ( c o m i t a ti v e)

具格 (i n s t r u c ti v e )

[ - ガ]

[ - ノ]

[ - ヲ]

[ - ヲ]

[ - ノ 中デ]

[ - ノ 中 カ ラ]

[ - ノ 中 へ ]

[ - デ/ ニ]

[ - ノ カ ラ]

[ - - ]

[ - ト シ テ]

[ - ニ ( ナ ル)]

[ - ナ シ デ/ ニ]

[ -

ト ト モ ニ ]

[ - ニ ヨ ッ テ]

｢ 左側 に掲げた漢字を用い た格表示 に よ っ て ､ そ れぞ

れの 格の お よそ の 意味役割が 想像で き るか と思い ます｡

中 に は ｢ 欠格+ な ど とい う ほ とん ど病気 の ような格も

存在 しますね ｡ そ れに して も じ つ に 多く の 格 の 形 が あ

る もの だと思 い ま せ ん か ｡ つ い で に こ こ で また質問を

しま し ょ う｡ +

〔設問 4〕

エ ス ト ニ ア 語 や フ ィ ソ ラ ン ド語 は ､ S O V 言語 / S

V O 言語 の どちら で ある と 推定 で き る で しょ う か ｡

〔設問 5〕

格変化 の あ る言語 と ない 言語 で は ､ どちらが 学び や

す い と思 い ますか ｡

以上述 べ て きま した よう に ､ 日 本語を習得 し ようと

い う外国人は ､ 我 々 が す で に ほ とん ど意識 しな い で 用

い て い る ｢ ガ ･ ノ ･ ニ ･ ヲ ･ - ･ デ ･ ト ･ カ ラ ･ ヨ リ+

と い う 9 つ の 格助詞 を 使い こ な す こ と が い か に 大変 で

あ る か ある い は エ ス ト ニ ア 語 の よう な格変化 の 豊 か な

言語 に 比 べ る と ､ ドイ ツ 語 の 4 つ の 格変化は そ れ ほ ど

複雑なもの で は ない と い う こ とをぜ ひ理解 して ほ しい

と思 い ます｡

p u ll o < ピ ソ >

p ull o

p u ll o - n

p u ll o - a

p u ll o- s s a

p u ll o - s t a

p u ll o- o n

p u ll o-ll a

p u ll o-1t a

p u ll o -ll e

p u ll o - n a

p u ll o- k si

p u ll o - tt a

p u ll o - i n e

p u ll o - i n
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m e ri < 海 >

m e r l

m e r e

m e r d

m e r e- S

m e r e - s t

m e r e- s s e / m e r r e

m e r e-1

m e r e-1t

m e r e -1 e

m e r e - n a

m e r e - k s

m e r e- t a

m e r e‾g a



まとめ

以上 見 て きた よう に ､ 4 つ の 格変化 は け っ し て ドイ

ツ 語固有 の 複雑さ で は な い と い う こ と の 認識 ､ 言い 換

え れば言語相対性 の 認識を学生 に持 た せ る こ と が 大切

で あ る｡ もち ろん ､ 聴講 した ほ と ん ど の 学生 は ､ ドイ

ツ 語の 格変化 は 単純なほう で あ ると い う こ と が分 か っ

た か ら と言 っ て ､ す ぐに ｢格 ア レ ル ギ ー

+ と い う症例

( c a s e) を克服 で き る わけ で は ない ｡ た だ 強調 して お

き た い の は ､ ドイ ツ 語 の も つ 格変化をある程度理 論的

に 〔ある い は 理屈と し て〕 納得させ るか どうか と い う

こ と で あ る｡ 大学
一

年生 の 年齢すなわち2 0 歳前後 の 人

間を相手 に して ｢ こ れは 何 で す か+ ｢ そ れは ペ ソ で す+

式 の 単純 な 表現 パ タ
ー ン ばか り を繰 り返 して い て も､

決 して 彼らの 知的好奇心 に は訴 え か けな い ｡

ま して や ､ ドイ ツ語 の 授業 が ､ か つ て 彼らが学ん だ､

あ る い は学ばさ れた 英語 の よう に文法知識 の 詰 め 込み

の なぞ ら え で ある べ き で は ない ｡ 学生 は そ う した学習

の 仕方に す で に うん ざりして い る の で あ る｡ ドイ ツ 語

と い う外国語を学 ぶ こ と の 社会的実用性が そ れ ほ ど叫

ば れ な く な っ た現在 ､ 大学 の 教養科 目 と して そ れ が存

在 し続け る意義を見 い だそ うとす るならば､

一

つ は 本

稿 で す で に 伏線と して 提示 して きた ような形 で の 言語

学的 な知識 を 合わせ 持 つ こ と の で き る授業形態 が そ の

意義 の
一

端を担う か も しれない ｡

6 )

確 か に表層 に置 い

て は ､ 個別言語の 文字姿形 は 異 な る けれ ど ､ ど ん な言

語も基本的 に は サ ウ ン ド ･ シ ス テ ム と し て 共通 して い

て ､
一

見 して ばらばら に 思え る文法現象に は人間 の 言

語と し て 限 り なく共有しう る 仕組み が存在 して い る こ

とに 気づ か せ る機会と して 未修外国語 の 時空間 はま た

とない 機会 で もある ｡

な お､ 以上 は授業の 中で そ の まま実施 で き る シ ナ リ

オ に な っ て い る の で あ るが ､ 授業の 後半 の 時間に は ､

ビ デ オ を用い た 視月恵覚教材を提示す る こ と に な っ て い

る｡ 以 上 の 説明が視聴覚教材 と どの よ う に連動 し て ､

学生 に納得の い く講義と して 提示 で き るか に つ い て は

す で に紙数が つ きたの で ､ 概略 の み を紹介す る に とど

め て 次 の 機会 に ゆず り た い ｡

注および補足

1 ) 本稿 の 主 な 内容は ､ 文部省 と ドイ ツ 文化 セ ン タ
ー

主 催 の1 99 4 年度 ｢ 夏期 ドイ ツ 語教育研修会+ 〔於 :

野尻湖〕 に お い て ､ 主 催者側 の ス ケ ジ ュ
ー

ル をわざ

わざ変更 し て い た だ い て ､ ドイ ツ 語 の モ デ ル 授業と

して 報告 した もの で あ る｡ 与 え られた 時間は6 0 分 と

い う こ と で ､ 授業 モ デ ル の 内容の
一

部を割愛 せ ざる

を得なか っ た が ､ 聴講 し て 下さ っ た 約20 名 の ドイ ツ

語教師か らは ､ 大変 に好意的 な評価 を い た だ い た ｡

ま た ､ 言語学的な基礎知識を授業 の 中 で 活用 して い

る先生も何人 が おられた こと は ､ 筆者 の 教育方針が ､

そ れほ ど独り よが り で ない とい う ことの 証左 と もな っ

て 大変心強く思 っ たも の で あ る｡ こ こ で ､ 様々 な意

見を寄せ て くださ っ た 先生方 に感謝申し上 げ る｡

なお､ 本稿の 基本的な趣旨は ､ 以下 の 研究発表 の

レ ジ メ に 沿 っ て い る こ とを付け加 え て おき た い ｡

｢ 第5 回新潟大学大学教育開発研究 セ ン タ ー

教養外

国語教育研究部会研究発表会+ ､ 平成 8 年 ( 19 96)

12月13 日 ､ 新潟市 ニ ュ
ー

越路 ｢ 私 の ドイ ツ 語授業
-

ドイ ツ 語 に おけ る ｢格+ の 習得をめ ぐ っ て - +

2 ) S V O は ドイ ツ語 の 平叙文 の 語順 で ある が ､ S O V

は従属文 〔副文〕 の 基本語順と して 日 本語と 一

致す

る｡ た だ し これ は ドイ ツ 語 の 内的な必 然性 に よ る も

の で は な く､ 聞き手 の 注意力を文末ま で ひ っ ばる と

い う意図を含 め て 近世に お い て 人為的 に行われ た も

の で ある ｡ V S O は ､ 決定疑問文 に用 い られ る｡ 0

V S は ､ 文脈依存的に あ る い は 強調構文 に おい て 用

い られ る｡

3 ) ｢ 世界諸言語の 語順類型論地図 ( 山本秀樹)+ に

よ る｡

4 ) い く つ か の 用例 に つ い て は ､ 大学教育開発研究 セ

ン タ ー

の 研究会 の 席上 で ､ 英語担当の 佐藤愛子先生

が提供 して くださ っ た もの も紹介させ て い た だく ｡

5 ) ｢ フ ラ ッ ト+ とい う意味は ､ た と え ば ｢ 助詞+ の

よ うに 文法的 に 単 一 カ テ ゴ リ ー

の 要素 で 格表示 が 行

われる と い う こ と で ､ こ れ に 対 して ｢ 冠詞+ と ｢ 前

置詞+ は 異なる カ テ ゴ リ ー

の 要素 で あ り ､ ｢ 冠詞+

の み で 格表 示 す る仕方 と ､ ｢ 前置詞 ＋冠詞+ と い う

形 で 複合的 に格表 示 す る仕方 の 二 重性を フ ラ ッ ト に

対 して ｢ 階層構造+ と と らえ て い る｡

- 66 -



6 ) ｢ 教養課程 に 言語学を (碧海純
一

)+ 19 96 ,

補足 : 格理解の ため の ビデオ授業のあらまし

ビ デ オ 授業 に おい て は ､ 英語に おけ る ｢ 格+ の 消渡

の 歴史を扱い ､ そ れに よ っ て な ぜ ドイ ツ 語 で は格 が温

存された か と い う歴史的原因を理解さ せ る ｡ 本論 の 説

明 に おい て は ､ S V O ､ S O V と い っ た 言語 の タ イ プ

と名詞 の 文中に おけ る役割 の 明示手段と して の ｢ 後置

詞/ 前置詞 ･ 冠詞+ と い っ た 要素 の 現れ方が 密接 に 関

係 して い る こ と を 理 解 した ｡ ドイ ツ語 の 格 と い う現象

に つ い て は以 上 の 説 明 で 充分か と思われ る が ､ 学生 に

と っ て す で に 学習 の 進 ん だ外国語 と し て の 英語と新た

に 学習す る ドイ ツ 語 の 関係に つ い て ､ 言語 の 歴史的側

面か ら考 え さ せ る こ とも学生 の 知的好奇心 に働きか け

るとい う意味 で 有益 で は な い か と考え る｡ す な わち祖

先を同
一 とす る英語と ドイ ツ語に おい て ､ なぜ英語 で

は 格 が 消滅した の か と い う歴史的 〔適時的〕 考察を追

加的 に行う と い う こ と で ある ｡ 以下 で は ､ ビ デ オ授業

と い う形 で の ｢ 英語 と ドイ ツ 語の 比較研究+ の 概略を

紹介 して おく｡

資料 : ビデオ授業 の ための学習教材､ イギリス B B C

制作 ｢英語に つ い て の 9 章+ シ リ ー ズ第2 回 『ブリテ

ン島の攻防』
`

A H ist o r y of E n g li sh
'

v ol . 2 T h e

M o th e r T o n g u e

一学習 の 目 的-

1 ) お よそ 1
,
0 0 0 年前額ま で 英語 に は ､ 現代 ドイ ツ 語

の よう に ｢ 格変化+ が存在 して い た と い う事実を紹

介す る ｡ こ れ は学生に は意外性 の あ る事実 で あ る｡

2 ) 英語 で は ､ なぜ 格が 消滅した の か と い う理 由を探

る｡

･ 大陸か ら移動 し て きた ア ソ グ ロ
- サ ク ソ ソ 人 に よ

る先住民 ケ ル ト人 の 駆逐

･ バ イ キ ン グの 侵入

･ ノ ル マ ソ 人 の 征服

3 ) 文 の 意味を決定す る要因と して ､ 格変化と語順 の

相 互補完性 を 理解す る｡

4 ) 格 の 消滅 と と もに ､ 英語に お け る ｢ 前置詞+ の 役

割 が 重くな っ た こ とを理解す る｡

次 に ､ 番組説 明 テ ク ス トの 中か ら､ 本論の テ
ー

マ に

直接係わ る と 思われ る箇所を紹介す る ｡

｢ 古英語 ( O E : O ld E n glis h) + に 見られ る 文法

現象として ､ 以下原文 で 続け る〕

W ith o v e rt o n e s o f m o d e r n D u t c h a n d E n g
-

li s h
,

a n d e s p e c i all y G e r m a n
,
O ld E n g li s h h a s f a m iト

i a r G e r m a n i c w o r d li k e
`

c y n i n g
'

f o r
`

ki n g a n d
I

`

s p r a c h
'

f o r
`

s p e a k
'

. A n y o n e w h o k n o w s m o d e r n

G e r m a n w ill u n d e rs t a n d t h e b a si c p ri n c i pl e s of

O ld E n gli s h a n d i t s st ru c t u r al di ff e r e n c e f r o m t h e

E n g lis h w e s p e a k t o d a y . T h e O ld E n glis h f o r

`

t h e

I †
.

I

k in g i s
`

s e c y n i n g ,

`

of th e ki n g is
`

t h a e s c y n
-

i n g e - s

'

;
`

t o t h e k i n g i s
`

th a e m c y n i n g e

'

. It
'

s

l

t h e e n d i n g s w hi c h c o n v e y m u c h o f t h e g r a m m a r

in a n i n fl e c t e d l a n g u a g e lik e O ld E n gli sh
,

n o t t h e

p r e p o siti o n s . T ak e a si m p l e O ld E n gli s h s e n t e n c e

lik e

`

t h e ki n g m e e t s t h e bi s h o p
'

-
`

s e c y n i n g

m e t e t h t h o n e bi s c o p
'

. H e r e

`

s e c y n i n g
'

i s t h e s u b -

j e c t of t h e s e n t e n c e
,

`

t h o n e bi s c o p
'

i s th e o bj e c t .

It
'

s t h e f o r m o f t h e w o r d s
,

n o t w o rd o r d e r
,

w h i c h

gi v e t h e s e n t e n c e i t s m e a n i n g . 〔訳 : ｢ 古英語+ で

文法上 の 意味を決 め る の は ｢ 冠詞+ と ｢ 語尾+ で ｢ 前

置詞+ で は ない〕I n f a c t if y o u c h a n g e t h e w o r d -

o r d e r
,

t h e m e a n i n g o f th e s e n t e n c e r e m a i n s t h e

〉

s a m e .

`

T h o n e bis c o p m e t e t h s e c y n i n g s till

m e a n s

`

th e K i n g m e e t s t h e bi s h o p
'

.

な お､ 授業時間に あ る程度余裕 が あれば､ 以下 の 2

つ の 番組も､ 言葉 に 対す る 関心 を 喚超す る とい う意味

で 有益と思われ る ｡

2〕 ｢ 言葉の ル ー

ツを探る+ 〔教育 テ レ ビ〕

イ ン ド - ヨ ー

ロ ッ
パ 祖語を復元す る試 み を興味深く

紹介｡

4〕 ｢ こ とばの 不思議+ 〔教育 テ レ ビ〕

①な ぜ 人間は 話せ る の / ② い つ の ま に覚え た の / ③

どう して 進化 した の - N ･

チ ョ ム ス キ ー が ､ 生成文法

の 視点か ら ､ 人間 の 生得的な 言語能力､ 子供 の 言語 の

習得 の 過程などを興味深く紹介す る 番組 ｡ ｢ 言語学 に

関す る教養番組+ と して は と て も優れた もの で あ る｡
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