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1　はじめに

新潟大学における教養外国語教育は平成5年度にそ

の改革の一歩を踏みだし、3年を経た現在、この土台

の上に真に実効のある、また安定的に楼能する教育制

度を確立すべく平成9年度に向けて議論が進められて

いる。どのような形でこの改革が実現することになる

にせよ、それは5年度改革と異なり、ほぼ恒久的な制

度的枠組みとして本学における外国語教育のあり方を

将来にわたって決定するものと思われる。従って今次

の改革は、5年度に着手したものを完成させるという

だけでなく、これまで本学におけると同様全国的に展

開されてきた外国語教育をめぐる改革議論に対しても、

いわば総仕上げ的な意味を持つことになる。改革が制

度の安易な手直しで終わらないためにも、様々なレベ

ルで外国語教育のあるべき姿について徹底した議論が

必要な所以である。以下は外国語教育の限界とその打

開の可能性について一教師の見解と提言を述べたもの

だが、議論に資することができれば幸いである。

2　外国語教育の「形骸化」をどう理解するか

先ず外国語教育の現状の分析から始めたい。平成5

年度の改革によって漸く教育の少人数化が図られ、そ

れまでの講義形式のようなクラス規模が英語、初修外

国語とも30～50人程度に縮小されたことは、教育状況

に一定の改善をもたらした。しかしその後3年を経過

した今明らかなことは、形骸化、空洞化という批判が

指サものに多少の改善があったと言えるとすれば、そ

れは多く量的なレベルでのものであり、教育の実体は

それが抱える問題とともに、本質的に変化がなかった

ということである。即ち大幅に縮小されたクラス規模

という以前に較べればはるかに恵まれた学習環境にも

かかわらず、この量的改善が必ずしも質的改善に結び

つかなかったのである。8単位から4単位への単位数

の半減という到達度における犠牲を払っても改革が目

指したものは、一つに学生の学習意欲を喚起し、充実

した教育を実現することで外国語学習の意義を回復す

ることであったはずである。
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こ の 点 で あ る程度期待どお り の 成果 が あ っ た とすれ

ばそ れは 平成 7 年度に導 入 された 初修外国語 の 全学集

中 コ
ー

ス で あ ろう ( ク ラ ス 規模20 - 3 0 人 ､ 週 4 回開講 ､

尚 こ の コ
ー

ス の 制度 の 概要 に つ い て は 本年報第
一

号 で

報告 した) ｡ こ の コ
ー

ス を受講 した 学生 は 前期 で 卒業

要件単位を取得す る こ と に な る が ､ 目下判明 して い る

と こ ろ で は ドイ ツ 語 で 受講生 の 半数､ 中国語 で は 6 割

を超え る学生が 自由意志 で 後期中級科 目 を履修した ｡

意欲的 な学習の 喚起と い う点 で
一

定 の 成果 が あ っ た と

言 っ て よ か ろ う｡

こ の 例 は ､ 少な くとも少人数化 に加 え て 集中化 とい

う い わば 二 重 の 量的改善が漸く教育 の 目 に 見 え る 質的

改善に効果 の ある こ とを示 して い る｡ しか し､ た と え

外国語教育を 全 て 少人数集中 ク ラ ス に よ っ て 行う こ と

が 望ま しく､ ま た 現実的 に可 能 で ある と して も ､ 専ら

そ の 量的側面 にだ け依存した教育改革は や は り問題な

しと は しな い ｡ 以下 に 学生 の 意欲 の 減退 と い う現象を

手が か り に ､ 外国語教育の 質的改善が抱え る課題 に つ

い て 考 え て み た い ｡

現在中級 レ ベ ル の 外国語授業 の 大半は 英語 ､ 初修外

国語 と も読解力の 養成 に 充 て られ て い る｡ こ こ で 教師

が 直面 して い る最も大きな 困難 の
一

つ は ､ 学生 が テ ク

ス トを読ん で い ない ､ と い う こ と で あ るとよく言われ

る｡ 予習を して こ ない と い う こ と以 上 に ､ 予習を し て

きた と胸 を 張 る学生が ､ 滑らか に 訳 しは す るが 内容 の

理 解 に 意を払わ な い ､ つ ま り ｢ 読ん+ で は い な い の で

あ る｡ 機械的 に コ
ー ドを置き換 え るだ け の 訳読 は効率

が 悪く ､ ス ト レ ス の たま る作業で あ る ばか り で な く ､

読解力 に資す る と こ ろ が ある かすら疑問を抱 か せ る｡

しか し他方見方を変 え れば こ の 現象は 現行 の 教育制度

が 生み だ した 必然的な結果 で もあ るとも考え られ る｡

もう少 し こ の 現象 に立ち入 っ て 検討 し て 見 た い ｡

｢ 読む+ と い う行為 が 成立 す る た め に は対象が 母 語

で 書か れ た もの で あれ ､ 外国語に よ るも の で あれ基本

的に 同 じ意識運動 の メ カ ニ ズ ム が 働く と想定 で き る｡

通常 こ の メ カ ニ ズ ム は テ ク ス トを手 に と っ て 読 む前 に ､

何らか の 目 的､ 意図､ 動機 ､ 関心 に よ る テ ク ス トの 選

択とい う形 で 動き始 め る｡ そ して こ れが読書 の 精粗､

ス ピ
ー ドな ど読 み 方 の 具体的 な展開を決め る こ と に な

る が ､ 目 的 な い し動機が ｢読 む+ た め に 決定的 に重要

な フ ァ ク タ
ー

で あ っ て も､ 予 め テ ク ス トが 決ま っ て い

るか ､ 選択 の 幅が 限定さ れ て い る 外国語 の 授業 で は 副

次的 な意味合い しか 持 た な い の で ､ こ こ で は 実際 の 読

書 の プ ロ セ ス に 絞 っ て ､ テ ク ス ト受容 の 条件を考 え て

み る ｡

一

般 に 言語学 で は ｢ 読む+ とい う行為を可能 に

す る た め に基本的に 三 つ の 能力 が活用 さ れ る と し て い

る｡ ( V gl . W . M i ch el : Z u r E n t w i c kl u n g d e r L e s e
-

k o m p e t e n z i n D e u t s cb al s F r e m d s p r a ch e , i n : Zi el -

s p r a c h e D e u t s c h
,
3/ 1 9 7 9)

一

つ は 純粋 に言 語的 な能力で あ り ､ 文字､ 語柔 ､ 文

法などに つ い て の 知識か ら な る ｡ そ もそ も読む こ とを

可 能 にす る最小限 の 条件 で あ り､ 他 の 二 つ の 能力も こ

れを前提 に し て 機能す る ｡ 二 つ 目 の 能力 は コ ン テ ク ス

ト形成 の 能力 で ､ 第
一

の 能力が 文単位 の 解読 に 向か う

とすれば ､ こ れは より大きな単位 で 意味連関を構成す

る 力 で あ る｡ 読 み なが ら絶 え ず読書 の 意図 に応 じた 過

去把持と未来把持を繰 り返 し､ そ の 間に 意味 の 有機的

な関係を作 り 出 し て ゆ く能力 で ある ｡ テ ク ス トに よ っ

て 言語的な能力 に 多少 の 欠損 が 生ず る と き､ 例 え ば難

解 な語嚢 に 遭遇 した 折 り にそ れ で も全体の 理 解 に 大き

な 支障が ない とす れ ば､ こ れ は こ の 第 二 の 能力が カ バ ー

して い る こ と に なる ｡

そ して 第三 は テ ク ス ト の 種額 に 応 じて そ の 都度最も

適切な読み 方をす る 能力 で ある｡ 例 えば新聞を読むと

きに は ､ 我 々 は 新聞 と い う テ ク ス トの カ テ ゴ リ ー

に 固

有な情報提示 の 構造 に対 し て ､ い つ
､ どこ で ､ 誰が ､

なぜ ､ 何を した か と い う ､ そ の 構造 に 見合う い わ ば 情

報 の 捕獲網を無意識 の うちに も用意す る｡ ま た 同 じ文

章で あ っ て もそ れが 新聞､ 小説､
エ

ッ セ イ ､ 広告な ど

媒体 の 種額 に よ っ て 異な っ た 意味を生ず る こ とも知 っ

て い る ｡ 更 に テ ク ス トを構成す る段落 ､ 改行 ､ レ イ ア

ウ ト な どの 非言語的な情報 を 的確 に読 み と る能力も こ

こ に含ま れ る｡

以 上 挙げた 三 つ の 能力 は ､ 母語 で 書 か れた もの を読

む際 に は ､ 読書 の 意図 と テ ク ス ト の 種額 に よ っ て 変動

は あ っ て も通常大学生 ともな れ ば 十 分 に発達 して お り､

一

応過 不 足な く活用 さ れ て い る と仮定 で き る｡ しか し

外国語 で 書か れた もの を読むとな ると事態は 大きく変

わ る｡ 多か れ少 な か れ 殆 ど の 学生は テ ク ス トを 専 ら 第

一

に 挙げた 言 語的 な 能力だ け で 読もう とす る ､ つ ま り
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辞書 と文法だけが 療 り な の で ある ｡ 後 の 二 つ の 能力 が

十分に 活用 さ れ る ケ ー ス は 稀 に しか ない ｡ 言語的 な能

力は不 可欠で あ っ て も読解力の
一

能力に すぎない 以上 ､

こ の ような読 み 方か ら帰結す る もの が 理 解 の 伴わ な い

コ
ー ドの 置き換 えとな るの も当然の こ と で もあ る｡ 持 っ

て い る能力を 用い ず ､ また 内容 の 理 解か ら独立 した 訳

読 の 作業 は 不 経済 な ばか りか や が て ス ト レ ス を伴 っ て

意欲の 減退 に つ なが る｡ よく云 われ る ｢ や る気が ない+

理 由 の
一

端 は こ こ に あ る よう に 思われ る ｡

しか し問題 とす べ きは ､ で は な ぜ 外国語に 当た っ て

は 言語的な能力
一

辺倒 で 読もうとす る の か ､ なぜ 母語

で 培 っ た 能力を活用 しようと しな い の か ､ と い う こ と

で あ ろう ｡

と こ ろ で W . フ ン ボ ル ト は そ の 浩翰 な 言語学 の 考察

の なか で ､ 言語 の 普遍性と他方そ の 個別性､ 多様性と

い う概念 に依りなが ら､ 互い に
一

方が 他方の 存立 の 不 可

欠 の 条件 で あ る こ とを明らか に し て い る が ( U e b e r

di e V e rs c h i e d e n h eit d e s m e n s c h li c h e n S p r a c h -

b a u e s u n d i h r e n Ei n fl uL3 a u f di e g eis tig e E n t w i c k -

1 u n g d e s M e n s c h e n g e s c hl e c h t s
,
1 8 2 7

-

1 8 2 9) ､ 言 語 の

定義の た め に用 い られ て い る こ の 中心 的 な概念は ､ 今

我 々 が抱え て い る外国語教育の 問題を理 解す る 上 で も

非常に 示唆 に 富む｡

普遍性 と は 一

つ の 言 語 に お け る全 て の 言 語現象 に共

通す る､ そ れを支 え る と 同時 にそ れに よ っ て 支え られ

る い わば規範と して の 体系を指す ｡ 英語 で あれば今 ロ

ソ ドン の 街角 で わ めき散ら して い る酔 っ ぱらい の 英語

も､ フ ォ ル ス タ ッ フ の 英語も時間､ 空間 を超 え て 同
一

の 体系 の 規範性 に還元さ れ る｡ 言 語 の こ の 普遍的性格

に 対 して 他方 あ ら ゆ る 言 語行為､ 言 語現象は ､ 酔漢 で

あれ シ ェ イ ク ス ピ ア で あれ個別的 で しか あ り得ず ､ そ

れに よ っ て 必 然的 に 多様なもの で あ る｡

こ の 個別性 と い う言葉が 含意す ると こ ろ は ､ 言語行

為は 原理的に 個人的営為で しか あ り えず ､ か つ 言語 は

使われて こ そ 言 語 で あ り､ 使用さ れ るた め に存在す る ､

とも言 い 換 え る こ と が で き る ｡ そ して 使用す るた め に

は 自明きわま り な い こ とだ が ､ 使用す る 主体 が い る こ

とが 不 可 欠の 条件 で あ る｡ こ の 自明な こ とが 外国語教

育に お い て さ ほ ど 自明 と な っ て い な い こ と に 問題 が あ

る の で あ る ｡ 例 え ば高校ま で の 英語教育の 中心 に据 え

られ て い る もの は 言うま で もなく ､ 個別 の 言語 主 体を

超 え た 規範 の 体系 の 学習 で あ り､ 試験 で 問われ る の は

こ の 普遍性 の レ ベ ル で の 知識量 で あ る｡ こ れは端的 に

点数 とい う形 で 数量化 で き る レ ベ ル で あり ､ 多く の 生

徒 が 専ら関 心 を持 つ の は こ ちらで あ っ て ､ 言語 の 個別

性､ 多様性 と して 現れる個別 主体 の 言語行為 で は な い ｡

こ れは 容易 に 点数化 で きない 能力で もある ｡

読解力 の 問題 に戻る と､ こ の ような外国語を個別言

語主体を超 え た と こ ろに 設定 し､ 教育 し て きた事情が ､

先 ほ ど挙げた 三 つ の 能力 の 中で 第
一

の 言語的な能力だ

けが
一

人歩きす る習性を生み 出 した と言 え ない で あろ

うか ｡

読解 が ｢ 読む+ と い う主 体的な 言語行為に なり にく

い もう 一

つ の 理 由も､ 学生が 言語的 な能力以外 の 能力

をい わば副次的なも の と見な して い る こ と に 由来す る｡

例 え ば シ ェ イ ク ス ピ ア な り ゲ ー テ なりを読む読解力の

授業 で 学生は 何を 学ぼ う と して い る の か 考 え て み よう｡

そ の 授業が 高校 の そ れと大きく異 な る こ と の ない 教授

法 に基 づ い て 行われ る ならば､ 制度的に は ｢英語+ な

い し ｢ ドイ ツ 語+ の 授業 で あ る以 上 ､ 学生 に と っ て 学

ぶ べ き こ とは 何 よ り も英語 で あ り ドイ ツ 語 な の で あ り ､

そ の 言語 に つ い て の 知識 で あ っ て ､ 決 して ｢ マ ク ベ ス+

な い し ｢ ヴ ュ ル タ -

+ の 作品の 受容 が授業 の 主 目 的 で

あ る と は 了解 さ れ な い ｡ 制度上 ど の よう な文学作 品 も

哲学書も詰ま る と こ ろ ｢語学教材+ に過 ぎな い の だ か

ら｡ テ ク ス トとい う個別性か ら出発 し て 体系とい う普

遍性に つ い て の 知識 に 至 ろ う とす る 経路を辿 る 限 り､

む し ろ こ の 経路を普遍 か ら個別 へ と 逆 に辿 る の で な い

限 り ､ 現在 の 制度的条件 は 学生 が テ ク ス トを ｢ 読む+

の で は なく ､ ひ た すら言語的な能力 で 対応 し よう とす

る傾向を更に 助長す る だけ で ある ｡

3 言語を ｢教える+ ､ ｢ 教わる+ こ との限界

こ の よう に 外国語 の 普遍性 の レ ベ ル に強 く依拠 した

教育は ､ 外国語は 教 え られ る もの で あ り､ ま た 教わ る

もの で あ る ､ と い う教育と 学習 上 の 習性を自明な こ と

に し て しま っ た ｡ 確 か に 教 え る もの と､ 教 え られ る も

の が い て ､ そ の 間 で 教 え られ る べ き外国語 が 媒介 され

る と い う こ と ば ､ 他 の 全 て の 教科 に おけ る と 同 じ よう
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に 当然か つ 自明 の こ と の ように 思われ る｡ しか し果た

して 外国語 は本当に教 え る こ とが 出来 る の で あろうか ｡

無論 そ の 概念化された 体系 に つ い て ､ ま た そ の 様 々 な

言語現象に つ い て は 教 え る こ とは 出来 る ｡ そ の 量 は お

そ らく無限と云 っ て もい い で あろ う｡ しか し外国語を

一

つ の 言語 と して み る な らば ､ そ の 言語 に つ い て 教 え

られた 知識を積み 上 げ て い く こ とが ､ そ の まま学習者

一

人
一

人 の 個別的 な 言語能力 (S p r a c h v e r m 6 g e n) を

培う こ と に な る と信 じて い い の で あろ うか ｡ 英文法 の

知識 に お い て 日 本 の 受験生を凌駕す る ア メ リ カ 人を捜

すとすれば言語学老を引 っ ばり出さなければな らない ､

と は よく云 われる こ と で ある ｡

確 か に 外国語を習得す る に 当た っ て は ､ そ の 言語 に

つ い て の 知識 は 言語能力 の 発達に と っ て 不 可欠 の 要因

で ある ｡ しか し決 し て 無条件 の 前提 で は ない ｡ 学習者

の 置か れた 境遇 に よ っ て は文法学習 な ど を 経由せ ず と

も十分 な 外国語能力を 身 に付ける こ と は 可 能 で あ る｡

外国語教育の 目標 が ､ レ ベ ル の 如何を問わずそ の 言語

を母 語 が そ う で ある と 同 じ よう に 主 体的 に使用す る能

力を 育成す る こ と で あ る な らば､ 知識 の 学習 は こ の 能

力習得 の た め の 手段 ､ 学習環境が 余儀なくす る 不 可避

的な､ か つ 有効な 手段 と し て 明確な位置付けが なされ

る べ き で ある ｡ こ の こ と は しか し独学 で 外国語 を 習得

しよ うと して い る 者 に は全 く 無意味 な 議論 で あろ う｡

外国語 は 独学 に よ っ て 最も成果を あ げや すい 科 目 だ と

よく言われ､ 事実学生 の 中に も数 は少 な い が 成功 した

ケ ー ス は 毎年見られ る｡ 明確 な 目 的意識 を 持 っ て 励 む

独学者 に と っ て 外国語に つ い て の 知識 が 手段 で しか な

い こ と は は な か ら当た り前 の こ と で ある ｡ 教育 に おい

て だけ こ の 自然 の 理 が 等閑に され て い る の で あ る｡ こ

こ で 外国語教育不 要論を唱 え た い の で は な い ｡ 手段 で

しか な い もの を 目的化 し､ 外国語 は 教 え る もの ､ 教わ

るも の と い う自明さ に 寄り掛 か っ て きた こ れま で の 教

育制度と実践 の 中に こ そ ､ 外国語教育 の 空洞化､ 形骸

化の 遠因が潜 ん で い る と 言わ ざる を え な い ｡

しか し制度と教授法 に おけ る手段と 目的 の 混同 は 一

昔前ま で は さほ ど問題 に さ れ る こ と は な か っ た ｡ こ れ

を外国語教育の 形骸化と関連させ なけ ればならない と

こ ろ に 今 日 に 固有 の 状況が あ る と 思われ る｡

明治期 に卓抜な外国語教育論を書 い た 淑石 (｢ 語学

養成法+ ､ 明治4 4 年) の 英語教育改善 に つ い て の 提案

は ､ と り わけ 教授法 の 限界 と教師の 養成 の 必 要性 に つ

い て 今 日 の 我 々 も大 い に傾聴す べ き ラ デ ィ カ ル なもの

で あ るが ､ 彼 に し て も学習者 の 言語能力､ つ ま り言 語

の 個別性 ､ 多様性 へ の 配慮 は 教育論 の 外に 置 か れ て い

る｡ こ の 時代 に おけ る外国語の 社会的ま た 個人的な有

用性 ､ そ れ に よる 豊富な学習の 動機付け､ そ して 知的

エ リ
ー

ト で あ る学習者､ と い う恵まれた環境 に おい て

は ､ い わば普遍か ら個別､ 多様 - 至 る 回 路の 形成 は議

論す るま で も なく当然の こ と と し て 学習者 に 委ね て お

い て 良 か っ た の で ある ｡

淑石 の 時代か らほ ぼ
一

世紀近く経過 した 今 日､ 大学

の 外国語教育を と りま く 歴史的 ､ 社会的条件 は 大きく

変化 した ｡ そ の 中 で た だ
一

つ 変化 しなか っ た もの が あ

る とすれば､ そ れ は 言語の 普遍性 に 依拠 した教育制度

で あ り､ 教授法 と言 っ て よか ろう｡ か っ て はそ れ な り

に 問題な く機能 し て い た もの が ､ 今で は 上 で 見 た よう

に様 々 に そ の 限界を露呈 して い る｡

そ の 理 由 は様 々 に 議論 で き るだ ろう｡ 教養課程 に お

け る外国語教育 に 対す る形骸化の 批判 の 高まりと､ 大

学 の 大衆化の 進行 が 時期的 に重な り合う こ とを指摘す

る こ と もで き る｡ ま た 異文化と言語 に対す る社会的需

要 と受容 の 変化､ そ れに 伴う学習の 動機 の 個別化 ､ 受

験英語 の 制度的 な 自明 化､ な ど に つ い て こ の 限界 の 打

開を 求 め て 議論す る こ と は 大切 な こ と で あ る ｡ しか し

そ れ と 同時 に こ の 限界 は 一

世紀以 上 続い た 外国語教育

の 基本姿勢 の 中に も と も と 腫 胎 して い た と い う こ とを

見過 ご して は なら な い だ ろ う｡ そ して 読解力の 例 で 見

た よう に ､ 外国語に つ い て の 知識 の 習得か ら個別 の 言

語能力 - 至 る 回 路の 形成を学習者 に 委ね た まま で は 外

国語教育 は最早実効 を あげ る こ と が 困難 に な っ て い る｡

とす る な らば ､ 今日 我 々 が 直面す る課題 は ､ い か に し

て こ の 回 路 の 形成を教育制度 と教授法 の 中 で 実現す る

こ と が で きるか ､ とい う こ とを措い て はな い と思われる｡

4 個別性､ 多様性に配慮 した外国語教育

とは - 提言

こ の 回 路の 形成 に は 言うま で もな く ､ 学習者 が学 ぶ

対象 で ある 外国語 に 対 し て 自らが 言語主体 で あ ると い
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う意識を持 つ こ とが 不 可 欠 で あ る ｡ こ の 自覚を 抜き に

意欲的な学習もあり え ない で あろ う｡ こ の 点で 大学 に

おけ る外国語教育 は 高校ま で の そ れと明確 に
一 線を画

す こ と に なる ｡ 英語あ るい は ドイ ツ 語 な ど を そ れ 自体

を自己 目 的と して 学 ぶ 習癖を改め ､ 言語主 体と して の

意識を 回復す るた め に も､ まず外国語を手段と して ､

読解 で あれ､ 表現 で あれ使用されて は じめ て 学習す る

意味が あ る 手段 と して ､ 制度 と教授法 に おい て 位置 づ

け る こ とか ら始 め なければならない ｡

制度上最低限必 要な措置は更な る少人数ク ラ ス の 実

現 で ある ｡ ク ラ ス 規模の 大小 が そ の まま言語 の 普遍性

に よ る か個別性 に よ るか と い う教育 の あり方を規定す

る (経験的に も50 人の 受講者 に 対 して 個別的 な言語能

力 の 育成を企 て る こ と は､ 5 人を前 に個別性を無視 し

た 教育をす る こ と と同様 に 不 可 能 な こ と で あ る) と す

れば､ 外国語教育 の 成否 に と っ て 適正 な ク ラ ス 規模 は ､

与え られた 学習環境 の 中で よ り高 い 効率を図る だけ の

教授法以上 に重要 で あ る｡ で き る限り設置基準 が 規定

す る 少人数 ク ラ ス (20 人以下) の 実現を 図 る べ き で あ

る ｡ 真に 実効あ る外国語教育を 目指す な らば ､ 教員数

に よ っ て ク ラ ス 規模を決定す る の で は なく､ 逆 に適正

な ク ラ ス 規模 を維持 で き る だけ の 教員を 確保す る べ き

な の で あ る｡ い ずれ に して も ク ラ ス 規模を犠牲 に して

成 り 立 つ 外国語教育 を続 け る限 り実効 あ る 改革は あ り

得な い ｡

初級 で は先ず発音 ､ 文法､ 語桑 な ど の 規範性 と して

の 言語 の 体系 の 学習 が 中心 と な る が ､ これらに つ い て

の 知識を常 に 学習者 の 個人 の 言語能力 の 手段と して 習

得さ せ ､ 低 い レ ベ ル な が ら使 え る とい う意識を絶 えず

実践的 に 育む こ と が重要 で あ ろ う｡ こ の 方法は 体系 の

習得 に と っ て そ れ 自体 を 目的 と し て 学ぶ よ り言 う ま で

もな く は る か に効果的 で あ る｡

こ れ に 対 して 中級 で は ､ 既 に 到達した レ ベ ル で 外国

語を学習者 の 主 体的な興味 ､ 関心 に 基づ く言語行為 の

手段 と して 用 い る こ と が で き る ｡
こ れ に は ､ 何 の た め

に 外国語を用 い る の か ､ と い う明確 な 目 的の 設定 が な

されなけ ればならない ｡ こ の 意味 で こ れま で の 外国語

科 目 と各専門科 目 の 裁然 と した 住み 分 け を 見直す こ と

も有効な方法 の
一

つ で あろう ｡ 平成 8 年度 に 開講を予

定され て い る ｢ 心 理学英語+ ､ ｢ 生物学系英語+ など

そ れぞ れの 専門分野に お い て 知見 を深 め る こ と を主 目

的と した 授業 で は ､ 英語と い う外国語 は そ れが 本来占

め る べ き手段と して の 正当な位置を与えられ る こ とに

な り ､ そ れ に よ っ て ｢ 読む+ とい う主体性 の 回復 と ､

学ばれ る べ き言語体系に つ い て の 知識 の より効果的な

習得 が 期待され る ｡ 同様 に 英語 I c と し て 開設され る

英語 に よ る講義科 目 ｢科学 と 技術+ ､ ｢ 言語学+ は 国

際共通 言 語 と して の 英語 を ､ よ り高次 の 目 的 の た め 使

用され る手段と し て ､ 講義とい う こ れま で の 外国語教

育 の 枠を超 え る授業形式 に 依りなが ら､ 英語の 最も実

践的な教育 の 在 り方 の
一

つ を示す こ とに な る は ず で あ

る ｡

外国語教育の 教材と して 依然と し て 主流をなす文学

作品 に つ い て も言語行為の 同様な位置付け が 可 能 で あ

る ｡ 例 え ば読解で シ ェ イ ク ス ピ ア を読むならば､ そ の

テ ク ス ト に よ っ て 英語 の 学習を主 目 的 とす る こ れま で

の 教育 は改め なければならない ｡ こ れ は既 に述 べ た よ

う に､ テ ク ス ト の 個別性と､ ｢ 読む+ 主体の 個別性を

等閑 にす る 二 重 の 意味 で の 非言語的行為 に 他な ら な い

か ら で ある ｡ 逆 に英語を手段と し て ど こま で シ ェ イ ク

ス ピ ア の 作品を解明す るなり ､ そ の 面白さを味わう こ

と が で き る か ､ と い う こ とが 目 的 と な らな け れば な ら

な い ｡ こ れが 前述 した 読解 に おけ る ｢ 読む+ 能力を展

開す る 条件 と もな ろう｡ そ の た め に は従来 の 狭義 の 英

語教授法 に加 え て ､ 文学 の 教授法 の 工 夫が 必 要 で ある｡

こ の よう に して 特定 の 目的 の た め の 手段 と して 位置づ

け られ る こ と に よ っ て ､ 体系に つ い て 学ばれ る べ き知

識も､ よ り効果的 に習得 さ れ る｡

一

例を挙げる ｡ 今年度 の 人文学部 ドイ ツ 語集中 コ
ー

ス で 学生 に興味､ 関心 に従 っ て 各 々 が読 む テ ク ス トを

選ば せ て み た｡ 雑誌記事 ､ 童話､ 小説 ､ 歴史書 か ら ニ ー

チ ェ に 至 るま で3 0 の 異 な っ た テ ク ス トに 各人 が取 り組

み ､ 授業 で は そ の 半分を割 い て 各人 の 質問 に答 え た ｡

詳細は 省く が ､ 結果的 に は 単
一

の テ ク ス トを 全員 で 読

む こ れま で の や り方 に 比 べ て ､ 学習 の 成果 に は 目 を陛

る もの が あ っ た ｡

一

人 は 2 週間 で ミ ヒ ヤ エ ル ･ エ ソ デ

の5 0 頁あま り の 小編を読 み 終 え､ ある 老は ユ
ー ス ホ ス

テ ル の 歴史 を ､ ま た オ ー ス ト リ ア の 社会事情を調 べ る

な ど､ す べ て ドイ ツ 語を介 し て しか 入 手 で き な い 情報

をい わば本邦初訳と して レ ポ
ー

トにまとめ ､ 発表 した｡
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無論初級を終 えた ばか り の レ ベ ル で ある か ら間違 い な

ども少なくな い ｡ こ れは 一

冊を読み こ なすとい う意欲

の 前 で は些事とす る こ とも で きる が ､ そ れ以上 に 個別

的言語能力に と っ て の 間違い と ､ 普遍性 の レ ベ ル に お

け る 誤 り は そ の 性格を全く異 にす る と い う こ とも了解

して おか なければならない で あろ う｡ こ の こ と を理解

しない と最近話題 に な っ て い る い わゆ る客観評価が 外

国語教育を歪 め るばか りか ､ む しろ個別的な言語能力

の 展開を封殺して しまう危険を は らむ こ とを看過 しか

ね な い ｡ 旺 盛 な 意欲が あればそ れだけ 間違い も不 可 避

的 に増 え る の で あ り､ こ れを 安易な客観評価 で 点数化

しよう と す る ならば学習者を再 び確実な知識 へ ､ 即ち

あの 普遍性の レ ベ ル へ と突き戻 して しまう こ と にな る｡

意欲が 言語 の 習得を導く な らば正 誤 の 評価 ､ また 教授

法､ 場合に よ っ て は教師も不 要 に な る ､ とい う こ とが

学生 の 発表を聞 い た 際の 率直な感想で ある ｡ 読 み 進 め

る過程 で 当然各 々 が少なか ら ぬ未知 の 文法事項 に遭遇

した が ､ そ れら の 理 解 は 読む と い う主 体的 な 目 的 に対

す る 手段 と して 了解され､ こ れま で の 授業形式 に おけ

る より は る か に効率的 に習得されたよう で ある ｡ こ の

実験的な授業 はま た ､ 何 の た め に外国語を学 び ､ 使う

の か と い う 目 的意識が ､ 意欲的 な学習 へ の 取 り 組み に

不 可 欠 で あ る こ と を明瞭に 示 した ｡

こ の 目 的意識とい う点 で 制度上 初修外国語峠英語に

ない ハ ン デ ィ キ ャ ッ プを負 っ て い る占 現行制度 で は 入

学手続きに 当た っ て 履修す る外国語を 申告 しな け れ ば

な ら な い が ､ 多く の 学生 は何 の た め に学 ぶ の か ､ 何語

を選択す べ きか の 判断の 資料もな い まま ､ い わば偶然

か ら 一

つ の 外国語 の 学習を始 め る こ と に な る ｡ こ の こ

と は 単 に学生 に不 親切 とい うだ け で は なく ､ 履修開始

後の 学習意欲､ 学習効率､ そ して 到達度 の 上 で 大き な

障害要因と な っ て 反映す る こ と に な る｡ こ こ で も読解

に つ い て 述 べ た と 同じよう に ､ 興味､ 専攻との 関連な

ど何らか の 主体的な判断に 基づ く動榛付け が 意欲的 な

学習と そ の 成果 の た め に は 不 可 欠 で あ る｡ で は どうす

る か ｡ 以下 に
一

つ の 具体案を述 べ る ｡

a ) イ ニ シ エ
ー

シ ョ ン ･ コ
ー

ス ( 仮称) を開設す る｡

こ の コ
ー

ス の 目 的は 先ず各外国語 ( ドイ ツ 語 ､ フ ラ ン

ス 語 ､
ロ シ ア 語 ､ 中国語 ､ 朝鮮語) に つ い て の 情報を

十分た与 え る こ と で あ る｡ 入 学後 の 第I 期に 講義形式

で 各外国語の 紹介 ､ 即ちそ の 言語 の 歴史的､ 文化的な

概要､ 各専門 と の 関連性､ 国際言語 と して の 位置 な ど

か ら始 め ､ 音韻体系 の 基礎､ 統語論的 な特徴か ら学習

の 要点を教 え ､ 教材 の 紹介､ モ デ ル 授業な どもお こ な

う ｡ 単位 は Ⅰ 期 で 2 単位 とな る｡

b ) ⅠⅠ期 で 学生は 講義 で 得た 情報 を も と に履修す る外

国語を選択す る こ と に なる｡ こ こ で 考 え られる こ とは ､

一

方 で 意欲を持 っ て
- 外国語を選択す る学生 が い る と

同時 に ､ 他方外国語に つ い て の 必 要な情報を得 た 後､

必 ず しも全受講者 が -

外国語 の 履修 を積極的 に希望す

る こ と に な る と は 限ら な い ､ と い う こ と で ある｡ 共に

こ れま で と は異なり､ 学習対象に つ い て の 十分な情報

を基 に した 判断 で あ る とすれば､ そ れぞ れに 尊重 しな

け ればな らな い で あ ろう｡ そ の 上 で 現行制度 の まま で

は 一

律 4 単位 で ある もの を学生 の 意欲 に応 じ て 2
- 6

単位ま で 幅を持た せ る こ とが で きれば､ 外国語 の 履修

に 意欲的 に取 り組む 学生の 期待 に応 え るた め 最低必 要

な 3
-

4 単位 の 教育 がⅠⅠ期 だ け で 可 能 と な る ｡

外国語教育 が 学生 の 個別的な言語能力 の 育成 に よ っ

て そ の 意義 を 回 復 しよう と す る の で あれば､ 教育 の 成

否 が 大幅 に学生 の 主 体的 な 学習意欲 に か か る ､ と い う

こ と は 繰 り返 し述 べ た ｡ こ の イ ニ シ エ ー シ ョ ン ･
コ

ー

ス は 意欲 の 喚起 の た め に考 え られ得 る 数少な い 方策 の

一

つ で あ り､ 真剣な検討を願う所以 で もあ る｡
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