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序  

 

国 際 化 の 波 に よ っ て ， 帰 国 子 女 な ど 二 つ の 言 語 を 操 る こ と の で き

る バ イ リ ン ガ ル は 増 加 傾 向 を 示 し て い る 。 そ れ に 伴 い ， 彼 (女 )ら が

ど の よ う に 二 つ の 言 語 を 理 解 し て い る の か ， さ ら に 言 語 が 異 な れ ば

人 間 が 持 つ 認 識 も 異 な っ て く る の か ， あ る い は ど ん な 言 語 や 文 化 に

も か か わ ら ず 普 遍 的 な 概 念 シ ス テ ム は 存 在 す る の か と い う 問 題 が 心

理 学 的 視 点 か ら 議 論 さ れ て き た 。  

 言 語 や 文 化 の 違 い が イ メ ー ジ や 認 識 と い っ た 認 知 機 能 に ど の よ う

な 影 響 を 与 え る の か と い う 問 題 に 対 し て ， 心 理 学 で は ， 単 語 や 文 を

実 験 材 料 と し て 言 語 理 解 や 習 得 の プ ロ セ ス に つ い て の 検 証 が 試 み ら

れ て き た 。 こ れ ま で 英 語 を 中 心 と し た 様 々 な 言 語 の バ イ リ ン ガ ル を

対 象 と し た 研 究 が 行 わ れ て き た 。 し か し な が ら 言 語 の 起 源 を や 文 法

構 造 を 共 有 す る 言 語 を 話 す バ イ リ ン ガ ル と ， 全 く 異 な る 文 法 構 造 や

文 字 形 態 を 使 用 す る バ イ リ ン ガ ル を 同 等 に 扱 う こ と が 出 来 る の か ，

あ る い は そ の よ う な 要 因 に 関 わ ら ず ， 共 通 し た 認 知 構 造 が あ る の か

と い っ た 問 題 は 未 だ 解 決 さ れ て い な い 。   

ま た ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な る に つ れ て ， 言 語 シ ス テ ム は ど

の よ う に 変 化 し て い る の か と い う 問 題 に つ い て は ， こ れ ま で 単 語 の

形 態 ， 音 韻 ， 意 味 レ ベ ル で の 処 理 モ デ ル や ， 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ

ル で の 関 連 性 の モ デ ル な ど 様 々 な 認 知 過 程 の プ ロ セ ス が 検 討 さ れ て

き た 。  

そ こ で ， 本 研 究 で は バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 が ど の よ う な 祖

語 か ら 派 生 し た 言 語 な の か ， あ る い は 文 法 構 造 に 類 似 点 が 見 ら れ る

の か ど う か と い っ た 言 語 学 的 要 素 な ど か ら ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し
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た 言 語 間 の 関 連 性 に 注 目 し た 。 関 連 性 の 高 い 言 語 と 低 い 言 語 を 話 す

バ イ リ ン ガ ル に 対 し て ， こ れ ま で 提 案 さ れ て き た 単 語 処 理 モ デ ル が

適 用 さ れ う る の か ， 新 た な 処 理 モ デ ル が 必 要 と な る の か 検 証 す る 。  

ま た ， バ イ リ ン ガ ル の 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 に つ い て も ， 初 級 レ ベ ル

か ら 第 １ 言 語 と 同 等 に 話 せ る レ ベ ル の 段 階 ま で ， 習 得 段 階 に は 大 き

な 違 い が あ る 。 習 熟 度 の 違 い に よ っ て ， ２ つ の 言 語 シ ス テ ム の 関 係

性 や 体 系 化 に 変 化 が 見 ら れ る の か ど う か と い う 点 に つ い て も 明 ら か

に す る 。 さ ら に 単 語 を 刺 激 と し て ， 語 彙 レ ベ ル で の 課 題 や 内 的 表 象

の 体 系 化 に 関 す る 課 題 を 設 定 す る こ と で ， 様 々 な 処 理 レ ベ ル か ら 単

語 認 知 過 程 を 検 証 し ， 単 語 構 造 の よ り 詳 細 な 検 討 を 試 み る 。  

具 体 的 に は ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ つ の 言 語 間 の 系 統 的 ， 類

型 的 関 連 性 が 言 語 理 解 や 概 念 構 造 に ど の よ う に 影 響 を 及 ぼ す の か ，

さ ら に 第 ２ 言 語 を 習 得 し て い く 過 程 に お い て ， 言 語 シ ス テ ム や 概 念

構 造 が ど の よ う に 変 遷 し て い く の か 実 証 的 に 研 究 し て い く こ と を 目

的 と す る 。 そ こ で 系 統 論 的 観 点 ， 類 型 論 的 観 点 か ら 親 近 性 の 高 い と

考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 韓 国 語 ） の バ イ リ ン ガ ル と 親 近 性 の 低 い

と 考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 英 語 ） の バ イ リ ン ガ ル の 認 知 構 造 に つ

い て 比 較 検 討 を 試 み る 。  

  第 一 章 で は ， 新 し い 言 語 を 習 得 す る と き ， 単 語 情 報 が 処 理 さ れ る

プ ロ セ ス や ， 単 語 の 語 彙 や 概 念 表 象 が ど の よ う に 構 造 化 さ れ て い る

の か ， そ れ ら の モ デ ル に つ い て こ れ ま で の 研 究 を 概 説 す る 。 単 語 認

知 モ デ ル の 変 遷 や 概 念 構 造 に 影 響 す る 要 因 に つ い て も 概 説 す る 。  

第 二 章 で は ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 親 近 性 が 言 語 処 理 や 概 念 構 造

に 及 ぼ す 影 響 と ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル に よ っ て 語 彙 や 概 念 構 造 が

ど の よ う に 変 化 す る の か と い う ２ つ の 問 題 に つ い て ， 最 近 ま で の 研



9 

 

究 を 概 観 す る 。  

第 三 章 で は ， 実 験 的 研 究 と し て ， 上 に 示 し た 言 語 間 の 親 近 性 と 第

２ 言 語 の 習 熟 度 と い う ２ つ の 要 因 か ら バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程

を 明 ら か に す る 。 親 近 性 の 高 い 言 語 と 低 い 言 語 を 話 す バ イ リ ン ガ ル

を 設 定 し ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル が 関 わ る 課 題 を 用 い る 。 こ れ ま で の 単

語 処 理 モ デ ル が 適 用 さ れ る の か 検 証 し ， 必 要 で あ れ ば 新 た な 処 理 モ

デ ル を 提 案 す る 。 さ ら に ， 習 熟 度 の 違 い に よ っ て ， ２ 言 語 の 単 語 認

知 処 理 や 概 念 構 造 が 変 化 す る の か 明 ら か に す る 。  

第 四 章 で は ， 単 語 認 知 過 程 を 詳 細 に 検 証 す る た め ， よ り 深 い レ ベ

ル に 位 置 す る 概 念 シ ス テ ム で の カ テ ゴ リ ー の 構 造 化 に つ い て 実 験 を

行 な う 。 日 英 バ イ リ ン ガ ル と 日 韓 バ イ リ ン ガ ル を 対 象 と し ， 言 語 間

の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 概 念 構 造 に 与 え る 影 響 を 検 討 し ， 概

念 表 象 の モ デ ル を 提 案 す る 。   

第 五 章 は 総 合 的 考 察 を 行 な う 。 単 語 処 理 レ ベ ル の 異 な る 一 連 の 課

題 に 対 し て ， 上 記 の ２ つ の 要 因 が ど の よ う に 関 係 す る の か ， こ れ ま

で 提 案 さ れ て き た 単 語 認 知 モ デ ル の 検 証 と 修 正 モ デ ル の 必 要 性 に つ

い て 説 明 す る 。 さ ら に ， バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 に つ い て の 今

後 の 展 望 に つ い て も 述 べ る 。  
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１   バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程  

 

本 章 で は 異 な る 言 語 を 習 得 し た バ イ リ ン ガ ル が ど の よ う に 単 語 を

処 理 し て い る の か ， 単 語 認 知 過 程 の プ ロ セ ス に つ い て 説 明 す る 。 ２

つ の 言 語 の 語 彙 と 概 念 が ど の よ う に 関 連 し 合 っ て い る の か ， 概 念 は

ど の よ う に 構 造 化 さ れ て い る の か ， こ れ ま で の 研 究 を 概 観 す る 。  

 

１ － １ － １   単 語 認 知 モ デ ル の 変 遷  

 

バ イ リ ン ガ ル の 単 語 が ど の よ う に 表 象 さ れ ， 貯 蔵 さ れ て い る の か

と い う 問 題 は ， バ イ リ ン ガ ル 研 究 の 長 年 の 研 究 対 象 と さ れ て き た 。

単 語 は 形 態（ 綴 り ）や 音 韻（ 発 音 ），意 味 な ど の 情 報 に 分 類 さ れ ，貯

蔵 さ れ て い る ( L e v e l t ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 3）。 形 態 情 報 や 音 韻 情 報 と い っ た

単 語 の 表 層 形 式 は 語 彙 表 象 と し て ,単 語 の 意 味 や イ メ ー ジ な ど よ り

抽 象 的 な 情 報 は 概 念 表 象 と し て ,２ つ の 表 象 レ ベ ル に 分 け ら れ る ( D e  

G r o o t ,  1 9 8 3 )。  

こ の よ う な ２ つ の 表 象 レ ベ ル に お い て ， 第 １ 言 語 と 新 た に 習 得 し

た 第 ２ 言 語 の 概 念 表 象 の 関 係 性 に つ い て は ， c o o r d i n a t e  m o d e l と

c o m p o u n d  m o d e l の ２ つ の 仮 説 が 主 張 さ れ ， プ ラ イ ミ ン グ 課 題 や 連 想

課 題 ， 語 彙 判 断 課 題 な ど を 用 い た 検 証 が 行 わ れ て き た ( W e i n r e i c h，

1 9 5 3 ;  E r v i n  &  O s g o o d ,  1 9 5 4 )。 C o o r d i n a t e  m o d e l は ， バ イ リ ン ガ

ル の ２ つ の 語 彙 表 象 は 独 立 し ， そ れ ぞ れ の 言 語 に 独 立 し た 記 憶 シ ス

テ ム が 存 在 す る と い う 仮 説 で あ る 。 語 彙 表 象 の 直 接 的 連 結 に よ っ て

２ つ の 言 語 は 結 び つ い て い る と い う 独 立（ i n d e p e n d e n c e）説 で あ る 。

こ の モ デ ル で は ， 言 語 ご と に 固 有 の 概 念 表 象 が 独 立 し て 存 在 し ， ２
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つ の 言 語 の 語 彙 表 象 か ら そ れ ぞ れ の 言 語 に 対 応 す る 概 念 表 象 が 活 性

化 さ れ る ( K o l e r s ,  1 9 6 3 ;  K o l e r s  &  G o n z a l e z ,  1 9 8 0 ;  G e r a r d ,  L i n d a  

&  S c a r b o r o u g h ,  1 9 8 9 )。例 え ば ，「 家 」と い う 単 語 を 思 い 浮 か べ た 時 ，

日 本 の 家 は 瓦 屋 根 で 覆 わ れ ， 畳 が 敷 か れ た 部 屋 と い う イ メ ー ジ が 想

起 さ れ る 。 そ れ に 対 し て ， ア メ リ カ の 家 は ， 広 い 庭 が あ り ， 板 張 り

の 床 と い っ た ， 習 慣 や 文 化 に 合 わ せ た イ メ ー ジ が 喚 起 さ れ る 。  

も う １ つ の c o m p o u n d  m o d e l で は ，語 彙 シ ス テ ム は 独 立 し て 存 在 す

る が ， 概 念 知 識 は 共 通 で あ る 。 共 通 の 概 念 シ ス テ ム を 介 し て ２ つ の

言 語 は 結 び つ い て い る と す る 共 有（ i n t e r d e p e n d e n c e）説 で あ る 。こ

の 仮 説 で は ， 概 念 表 象 は ２ つ の 言 語 で 共 有 し て い る た め ， 各 言 語 の

語 彙 入 力 は 共 通 の 概 念 表 象 に ア ク セ ス す る ( C h e n  &  N g ,  1 9 8 9 ;  P o t t e r，

E c k a r d t  &  F e l d m a n , 1 9 8 4 ;  K r o l l  &  S t e w a r t ,  1 9 9 4 ;  D u r g u n o g l u  &  

R o e d i g e r ,  1 9 8 7 )。バ イ リ ン ガ ル の 記 憶 構 造 は ２ つ の 異 な る 表 象 レ ベ

ル が 階 層 的 に 関 連 し ， ２ つ の 言 語 は 異 な る 語 彙 記 憶 シ ス テ ム に ， 概

念 は ２ つ の 言 語 に 共 通 し た 抽 象 的 記 憶 シ ス テ ム に 貯 蔵 さ れ る 。 つ ま

り ，日 本 語 と 英 語 の 場 合 ，「 家 」に つ い て の 音 韻 や 綴 り な ど 語 彙 レ ベ

ル で の 情 報 は 異 な る が ， イ メ ー ジ と し て は 屋 根 が あ り ， 人 が 住 む と

い っ た 共 通 の 概 念 表 象 が 想 起 さ れ る こ と に な る 。  

バ イ リ ン ガ ル の ２ 言 語 の 語 彙 情 報 の 貯 蔵 形 態 に 対 す る こ れ ら の 仮

説 の 妥 当 性 に つ い て は ， 実 験 で 用 い ら れ る 課 題 に よ っ て 支 持 さ れ る

仮 説 が 異 な り ， 一 貫 し た 結 論 に は 達 し て い な い 。 語 彙 判 断 課 題 や 単

語 完 成 課 題 と い っ た ， 言 語 の 語 彙 表 象 レ ベ ル で の 処 理 に 関 連 す る 課

題 は ， 独 立 説 を 支 持 す る ( G e r a r d  &  S c a r b o r o u g h ,  1 9 8 9 )  。 一 方 ， 再

生 課 題 な ど ， 意 味 や 概 念 処 理 を 必 要 と す る 課 題 で は ， 共 有 説 に 適 合

す る 結 果 が 得 ら れ て い る ( P a i v i o， C l a r k  &  L a m b e r t ,  1 9 8 8 )  。 現 在
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の と こ ろ は ， 語 彙 表 象 は ２ 言 語 で 独 立 し ， そ れ ぞ れ の 言 語 に 対 応 す

る 概 念 表 象 は 共 通 し て い る と い う 共 有 説 に 基 づ い た 階 層 構 造 モ デ ル

が 浸 透 し て い る ( K r o l l  &  S h o l l ,  1 9 9 2 ;  K r o l l ,  M i c h a e l  &  

S a n k a r a n a r a y a n a n , 1 9 9 8 ;  H e r e d i a ,  1 9 9 7）。  

 

１ － １ － ２   共 有 説 の 発 展   

 

２ つ の 言 語 に 共 通 の 概 念 シ ス テ ム が あ る と い う 共 有 説 を 発 展 さ せ ，

バ イ リ ン ガ ル の 単 語 処 理 モ デ ル の 先 駆 的 研 究 を 行 っ た の が ，P o t t e r， 

S o ,  V o n  E c k a r a d t  &  F e l d m a n ( 1 9 8 4 )で あ る 。 P o t t e r ら ( 1 9 8 4 )は ， ２

つ の 言 語 が 共 通 の 概 念 表 象 に ど の よ う に ア ク セ ス し て い る の か ， そ

の プ ロ セ ス に つ い て ， 単 語 連 合 モ デ ル  ( w o r d  a s s o c i a t i o n  m o d e l )

と 概 念 媒 介 モ デ ル （ c o n c e p t  m e d i a t i o n  m o d e l） の ２ つ の 仮 説 を 提 案

し た (図 １ － １ 参 照 )。 こ の ２ つ の 仮 説 に つ い て ， 以 下 に 説 明 す る 。  

 単 語 連 合 モ デ ル ( w o r d  a s s o c i a t i o n  m o d e l )で は ， ２ つ の 言 語 は 語

彙 レ ベ ル で 直 接 結 び つ き を 持 ち ， 第 1 言 語 の 語 彙 表 象 の み が 概 念 レ

ベ ル と つ な が り を 持 つ 。 第 ２ 言 語 は 第 １ 言 語 を 通 じ て 概 念 表 象 を 活

性 化 す る こ と が で き る 。 つ ま り ， 第 ２ 言 語 の 意 味 を 理 解 す る 場 合 ，

ま ず ， 語 彙 レ ベ ル で 第 1 言 語 の 翻 訳 同 義 語 に 訳 し ， 概 念 表 象 に ア ク

セ ス す る と い う プ ロ セ ス を 経 る 。 日 本 語 を 第 1 言 語 ， 英 語 を 第 ２ 言

語 と し た 場 合 ，「 h o u s e」と い う 単 語 は ，「 家 」と い う 第 1 言 語 を 通 じ

て ， そ の 概 念 を 活 性 化 す る こ と が 可 能 と な る 。  

概 念 媒 介 モ デ ル （ c o n c e p t  m e d i a t i o n  m o d e l） で は ， 第 ２ 言 語 は 第

１ 言 語 と 直 接 結 び つ き は 持 た ず ， ２ 言 語 に 共 通 し た 概 念 シ ス テ ム と

直 接 結 び つ い て い る 。 そ の た め ， 第 ２ 言 語 の 単 語 は 概 念 に 直 接 ア ク
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セ ス す る こ と が で き る 。「 h o u s e」と い う 単 語 か ら で も ，「 家 」と い う

単 語 か ら で も ， そ れ ら の 概 念 表 象 は 喚 起 さ れ る こ と に な る 。  

こ れ ら の モ デ ル の 妥 当 性 を 検 証 す る た め に ，P o t t e r ら ( 1 9 8 4 )は ２

言 語 間 の 翻 訳 課 題 と 絵 の 命 名 課 題 を 比 較 す る 実 験 を 行 な っ た 。 そ れ

ぞ れ の モ デ ル に つ い て の 予 想 は 次 の よ う な も の で あ っ た 。 単 語 連 合

モ デ ル で は ， 第 ２ 言 語 は 第 1 言 語 と 語 彙 レ ベ ル で の 結 び つ き を 持 つ

が ， 概 念 シ ス テ ム と は 直 接 的 な つ な が り は 持 た な い 。 そ の た め ， 第

１ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 課 題 で は ， 語 彙 的 結 び つ き に よ り 行 わ

れ る 。 一 方 ， 第 ２ 言 語 で 絵 の 命 名 課 題 で は ， 絵 の イ メ ー ジ か ら 概 念

表 象 ， 第 １ 言 語 の 単 語 の 検 索 を 経 て 第 ２ 言 語 で の 発 話 と い う プ ロ セ

ス を と る 。 こ れ ら ２ つ の 処 理 過 程 の 違 い か ら ， 第 ２ 言 語 で の 単 語 の

翻 訳 よ り 絵 の 命 名 課 題 の 方 が 時 間 を 要 す る と 予 測 さ れ る 。  

そ れ に 対 し て ， 概 念 媒 介 モ デ ル で は ， 第 １ 言 語 の 単 語 ， 第 ２ 言 語

の 単 語 と も 概 念 シ ス テ ム と 直 接 連 合 し て い る 。 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言

語 へ の 翻 訳 は 第 １ 言 語 の 単 語 の 認 知 ， 概 念 表 象 の 検 索 ， 第 ２ 言 語 で

の 発 話 と い う プ ロ セ ス と な る の に 対 し ， 絵 の 命 名 課 題 は ， 絵 の イ メ

ー ジ の 認 知 ， 概 念 表 象 の 検 索 ， 第 ２ 言 語 で の 発 話 と い う プ ロ セ ス を

と る 。 し た が っ て ， 単 語 の 翻 訳 課 題 も 絵 の 命 名 課 題 に 要 す る 時 間 は

変 わ ら な い と い う 仮 説 が 成 り 立 つ 。 実 験 の 結 果 ， 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳

と 第 ２ 言 語 に お け る 絵 の 命 名 時 間 は ほ ぼ 等 し か っ た こ と か ら ， 概 念

媒 介 モ デ ル が 支 持 さ れ た 。  
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単 語 連 合 モ デ ル  

 

 

 

 

 

 

 

概 念 媒 介 モ デ ル  

 

図 １ － １  単 語 連 合 モ デ ル と 概 念 媒 介 モ デ ル  

（ a d o p t e d  f r o m  P o t t e r ,  S o  V o n  E c k a r a d t  &  F e l d m a n ,  1 9 8 4 )  

 

 

1  

  

                                                   
1  L 1 は 第 １ 言 語 ， L 2 は 第 ２ 言 語 を 示 す ．  
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１ － １ － ３  概 念 共 有 説 か ら 発 達 仮 説 へ の 展 開  

 

P o t t e r ら（ 1 9 8 4）の 研 究 で は ，概 念 媒 介 モ デ ル を 支 持 す る 実 験 結

果 が 得 ら れ た 。 言 語 学 習 者 が 第 ２ 言 語 の 新 し い 単 語 を 習 得 す る プ ロ

セ ス を 語 彙 と 概 念 レ ベ ル の 関 係 か ら み る と ， 言 語 熟 達 の レ ベ ル に よ

っ て ， 語 彙 と 概 念 の ２ つ の 関 係 性 は 変 遷 す る こ と が 考 え ら れ る 。 こ

れ が 発 達 仮 説 （ d e v e l o p m e n t a l  h y p o t h e s i s） で あ る 。  

第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， 第 ２ 言 語 の 語 彙 も 少 な く ，概

念 表 象 も 蓄 積 さ れ て い な い 。 そ の た め ， 第 ２ 言 語 の 新 し い 単 語 は ，

翻 訳 同 義 語 で あ る 第 １ 言 語 の 単 語 を 通 じ て 意 味 を 理 解 し ， 習 得 が 可

能 と な る 。 つ ま り ， 第 ２ 言 語 習 得 の 初 期 段 階 で は ， 単 語 連 合 モ デ ル

に 基 づ く 単 語 理 解 シ ス テ ム を 適 用 し て い る と い え る 。  

第 ２ 言 語 の 熟 達 が 進 む と ， 第 １ 言 語 の 翻 訳 同 義 語 を 介 さ ず と も ，

第 ２ 言 語 か ら 直 接 概 念 レ ベ ル に ア ク セ ス し ， 概 念 表 象 が 活 性 化 さ れ

る よ う に な る 。 第 １ 言 語 か ら も 第 ２ 言 語 か ら も 概 念 表 象 と の 結 び つ

き が 形 成 さ れ る と い う 概 念 媒 介 モ デ ル に よ る 単 語 理 解 シ ス テ ム が 考

え ら れ る 。 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル に よ っ て ， 単 語 と 単 語 の つ な が り

か ら 概 念 へ の 直 接 的 な 結 び つ き へ の 発 達 的 シ フ ト が み ら れ ， 単 語 連

想 モ デ ル か ら 概 念 媒 介 モ デ ル へ 移 行 す る と い う 見 解 が と れ る 。  

 こ の 発 達 モ デ ル を 支 持 す る 研 究 は 多 く ， 英 語 を 中 心 と し て ， 第 ２

言 語 の 習 熟 レ ベ ル が 異 な る 対 象 者 を 設 定 し ， 新 し い 単 語 が ど の よ う

に 学 習 さ れ る の か ， ス ト ル ー プ 課 題 や 単 語 の 命 名 課 題 等 に よ り 検 証

さ れ て い る 。 C h e n  &  L e u n g ( 1 9 8 9 )は 中 国 語 と 英 語 の 習 得 プ ロ セ ス に

つ い て ， 大 学 生 を 熟 達 群 ， 小 学 生 を 初 心 者 群 と し て 絵 の 命 名 課 題 と

２ 言 語 で の 翻 訳 課 題 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， 初 心 者 群 は 第 １ 言 語 で
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あ る 中 国 語 を 介 し た 翻 訳 が 行 わ れ ， 単 語 連 合 説 を 支 持 し た 。 熟 達 群

で は ， 第 ２ 言 語 で の 絵 の 命 名 と 翻 訳 課 題 の 時 間 が 等 し く な り ， 第 ２

言 語 と 概 念 の 結 び つ き が 形 成 さ れ て い る 概 念 媒 介 モ デ ル に よ る 単 語

構 造 と な っ て い た 。  

C h e n  &  H o  ( 1 9 8 6 )も ま た 中 国 語 と 英 語 を 用 い て ， ス ト ル ー プ 課 題

に よ る 検 証 を 行 な っ た 。 実 験 参 加 者 は 英 語 （ L 2） の 習 熟 度 が 異 な る

小 学 生 ， 中 学 生 ， 高 校 生 ， 大 学 生 で あ っ た 。 英 語 の 習 熟 度 が 高 く な

る と ， 第 ２ 言 語 で イ ン ク の 色 を 答 え る 場 合 ， 第 １ 言 語 の 単 語 よ り も

第 ２ 言 語 の 色 名 単 語 の 方 が ス ト ル ー プ 干 渉 は 強 く な る と い う 結 果 が

示 さ れ た 。 つ ま り ， 第 ２ 言 語 の 熟 達 に 伴 い ， 第 ２ 言 語 の 単 語 が 概 念

に 直 接 ア ク セ ス し ， 単 語 処 理 を 行 っ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

日 本 語 と 英 語 を 対 象 と し た も の と し て は ， 川 上 （ 1 9 9 4） の 実 験 が

あ る 。 中 学 生 ， 高 校 生 ， 大 学 生 に 英 語 の プ ラ イ ミ ン グ 課 題 を 行 っ た

結 果 ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が も っ と も 高 い 大 学 生 群 で は ， プ ラ イ ミ ン

グ に よ る 意 味 的 促 進 効 果 が み ら れ た の に 対 し て ， 中 学 生 群 ， 高 校 生

群 で は そ の 効 果 は 生 じ な か っ た 。 英 語 の 初 級 学 習 者 と 上 級 学 習 者 で

は ， 異 な る 単 語 処 理 の プ ロ セ ス を 経 る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

 こ れ ら の 研 究 は ， 第 ２ 言 語 の 熟 達 に 伴 い 語 彙 表 象 と 概 念 表 象 の 結

び つ き は 変 化 し ， 単 語 連 合 モ デ ル か ら 概 念 媒 介 モ デ ル へ と シ フ   

ト す る こ と を 示 す 。発 達 仮 説 を 支 持 す る 研 究 は 他 に も み ら れ（ C h e n  &  

N g ,  1 9 8 9 ;  苧 阪 ,  1 9 9 0）， ３ つ の 言 語 を 用 い た 実 験 で も ， 習 熟 度 の

違 い に よ り 単 語 処 理 が 変 化 す る こ と が 示 さ れ て い る ( D e  G r o o t  &  

H o e k s ,  1 9 9 5 ;  D e  G r o o t  &  P o o t ,  1 9 9 7）  
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１ － １ － ４  非 対 称 モ デ ル の 提 案  

 

バ イ リ ン ガ ル の 言 語 は ど の よ う に 構 造 化 さ れ て い る の か と い う 論

争 に つ い て は ， 共 有 説 ， つ ま り ， ２ つ の 独 立 し た 語 彙 シ ス テ ム と そ

れ ら に 共 通 し た 概 念 シ ス テ ム を 持 つ と い う 説 が 発 展 を 遂 げ た 。 さ ら

に ， 共 有 説 を 第 ２ 言 語 の 習 得 の プ ロ セ ス に あ て は め て み る と ， 単 語

連 合 モ デ ル か ら 概 念 媒 介 モ デ ル へ と 変 遷 す る と い う 発 達 仮 説 が 支 持

さ れ た 。 こ の 主 張 を 受 け ， K r o l l  &  S t e w a r t ( 1 9 9 4 )は ， 新 た な 概 念 表

象 と 語 彙 表 象 の 階 層 モ デ ル を 提 案 し た 。 こ の モ デ ル は ， バ イ リ ン ガ

ル の 語 彙 ・ 概 念 構 造 に お い て ， ２ 言 語 間 の 語 彙 的 結 び つ き ， な ら び

に 語 彙 表 象 と 概 念 的 表 象 と の 強 さ が 異 な り ， 翻 訳 の 方 向 の 非 対 称 性

を 主 張 し て い る こ と が 特 徴 で あ る 。 翻 訳 の 非 対 称 性 は ， 第 １ 言 語 か

ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は 概 念 を 介 し た ル ー ト で 行 わ れ る の に 対 し て ，

第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 は 語 彙 的 結 び つ き が 強 い こ と に よ り

生 起 す る と 仮 定 さ れ て い る （ 図 １ － ２ 参 照 ）。  

K r o l l  &  S t e w a r t ( 1 9 9 4）が 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 を 検 証 し た 実 験 は ，

以 下 の よ う な も の で あ る 。 刺 激 リ ス ト と し て ， 果 物 や 乗 り 物 な ど ，

同 じ カ テ ゴ リ ー の 項 目 か ら 構 成 さ れ た カ テ ゴ リ ー リ ス ト と ， い く つ

か の カ テ ゴ リ ー の 項 目 か ら 構 成 さ れ た ラ ン ダ ム リ ス ト を ２ 言 語 （ 英

語 ， オ ラ ン ダ 語 ） で 準 備 し た 。 翻 訳 課 題 を 実 施 し た 結 果 ， 第 １ 言 語

か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 の 方 が ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 よ り

も 反 応 時 間 が 長 く ， カ テ ゴ リ ー リ ス ト の 方 が ラ ン ダ ム リ ス ト よ り も

時 間 を 要 し て い た 。 し か し ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 で は リ

ス ト に よ る 翻 訳 時 間 の 違 い は 見 ら れ な か っ た 。 こ れ は ， 第 １ 言 語 か

ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は ， 第 １ 言 語 の 語 彙 シ ス テ ム か ら 概 念 シ ス テ ム  
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図 １ － ２   概 念 表 象 と 語 彙 表 象 の 非 対 称 モ デ ル  

( K r o l l  a n d  S t e w a r t ,  1 9 9 4 )  
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へ の ア ク セ ス ， 同 じ カ テ ゴ リ ー 項 目 の 概 念 表 象 の 活 性 化 ， 翻 訳 同 義

語 に 対 応 す る 概 念 表 象 の 検 索 と い っ た プ ロ セ ス を と る こ と 示 し た も

の で あ る 。カ テ ゴ リ ー リ ス ト が 呈 示 さ れ る と ，果 物 カ テ ゴ リ ー の“ り

ん ご ”，“ ミ カ ン ”，“ も も ” と い っ た 項 目 が 活 性 化 さ れ ， そ の 中 か ら

一 つ だ け 翻 訳 同 義 語 と し て 適 切 な 項 目 を 選 択 し な け れ ば な ら な い 。

そ の た め に 概 念 シ ス テ ム で カ テ ゴ リ ー 干 渉 が 生 じ る と 主 張 し て い る 。

一 方 ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 は ， そ の よ う な 効 果 は 見 ら れ

な か っ た こ と か ら ， 第 ２ 言 語 と 概 念 表 象 の リ ン ク は 相 対 的 に 弱 い こ

と が 示 唆 さ れ た 。  

こ れ ら の 結 果 か ら ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は 概 念 表 象 の

活 性 化 に よ る ル ー ト が と ら れ る の に 対 し て ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語

の 翻 訳 は 概 念 表 象 の 影 響 は 弱 く ， 語 彙 レ ベ ル で の 直 接 的 経 路 に よ り

行 わ れ る こ と が 示 唆 さ れ た（ K r o l l  &  S t e w a r t ,  1 9 9 4 ;  K r o l l  &  C u r l e y，

1 9 8 8）。  

こ の モ デ ル は ， K r o l l  &  S t e w a r t ( 1 9 9 0 )の 実 験 で ， 第 ２ 言 語 の 発 達

的 見 解 か ら 次 の よ う に 説 明 さ れ た 。 第 ２ 言 語 の 単 語 を 獲 得 す る 段 階

で ，す で に 第 １ 言 語 の 心 内 辞 書 は 概 念 と 強 い 結 び つ き が あ る 。 第 ２

言 語 の 初 期 の 学 習 段 階 で は ， 第 ２ 言 語 は 第 １ 言 語 と 語 彙 的 に 結 び つ

い て い る が ，習 熟 度 が 高 く な る と ，概 念 と の 結 び つ き も 獲 得 さ れ る 。

そ の 結 果 ， 第 ２ 言 語 の 習 得 段 階 で 各 シ ス テ ム 間 の 結 び つ き の 強 さ に

差 が 生 じ る 。 つ ま り ，第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 で は 概 念 的 結 び つ き が

強 い が ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ は 語 彙 的 結 び つ き が よ り 強 い た め

に 翻 訳 の 非 対 称 性 が 生 じ る の で あ る 。  
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１ － ２ － １   単 語 認 知 過 程 に お け る 概 念 シ ス テ ム  

 

で は ， ２ つ の 言 語 の 概 念 表 象 は ど の よ う に 貯 蔵 さ れ て い る の だ ろ

う か 。 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ ル の 関 係 性 に つ い て は ， 上 述 の よ う に

さ ま ざ ま な モ デ ル が 提 案 さ れ て き た 。 概 念 レ ベ ル に お い て ， 単 語 の

持 つ 意 味 や 知 識 の 体 制 化 は ， 言 語 活 動 や 思 考 を 行 な う 上 で 重 要 な 役

割 を 持 つ 。 概 念 構 造 で の 体 系 化 に よ り 内 的 表 象 は 整 理 さ れ ， 多 く の

貯 蔵 が 可 能 と な る 。 日 本 語 で は ，“ り ん ご ” や “ ミ カ ン ” は “ 果 物 ”

と い う カ テ ゴ リ ー に 属 す る 。 そ れ に 対 し て ， 英 語 の 果 物 カ テ ゴ リ ー

に は ど の よ う な 項 目 が 含 ま れ る の か と い っ た 概 念 表 象 の 体 系 化 は 言

語 間 で 異 な る 可 能 性 が あ る 。  

概 念 表 象 や そ の 構 造 に 関 す る 問 題 は ，1 9 6 0 年 代 後 半 か ら 記 憶 研 究

に お い て 検 討 さ れ て き た 。 概 念 に 関 す る 代 表 的 な モ デ ル と し て ， ネ

ッ ト ワ ー ク モ デ ル と 集 合 論 的 モ デ ル の ２ つ の モ デ ル が 挙 げ ら れ る

( C o l l i n s  &  Q u i l l i a n ,  1 9 6 9 ;  C o l l i n s  &  L o f t u s ,  1 9 7 5 ;  S m i t h ,  S h o b e n  

&  R i p s ,  1 9 7 4 )。  

ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル は C o l l i n s  &  Q u i l l i a n（ 1 9 6 9） が 階 層 的 ネ ッ

ト ワ ー ク モ デ ル （ h i e r a r c h i c a l  n e t w o r k  m o d e l） と し て 提 唱 し た も

の で あ る 。 概 念 は カ テ ゴ リ ー の 包 含 関 係 か ら 階 層 構 造 を な し ， そ れ

ぞ れ の 概 念 は ノ ー ド と し て 表 わ さ れ ， 各 ノ ー ド は リ ン ク を 通 じ て 相

互 に ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る 。 こ の モ デ ル は ， C o l l i n s  &  L o f t u s ら

（ 1 9 7 5） に よ っ て 活 性 化 拡 散 モ デ ル へ と 発 展 し ， 概 念 表 象 は 階 層 構

造 で は な く ， 概 念 や 属 性 の 意 味 的 関 連 性 ( s e m a n t i c  r e l a t e d n e s s )に

基 づ く ネ ッ ト ワ ー ク 構 造 が 構 築 さ れ て い る こ と が 提 案 さ れ た 。 単 語

が 呈 示 さ れ る と ， そ れ に 対 応 す る 概 念 表 象 が 活 性 化 し ， 意 味 的 関 連
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性 を 持 つ 他 の 概 念 表 象 へ と 活 性 化 が 伝 播 し て い く と 考 え ら れ て い る 。  

一 方 ， 集 合 論 的 モ デ ル で は ， 概 念 は 意 味 的 特 性 の 集 合 に よ っ て 表

象 さ れ る 。 S m i t h ら ( 1 9 7 4 )は ， 概 念 表 象 は カ テ ゴ リ ー を 定 義 す る 特

性 の 集 合 か ら 構 成 さ れ る こ と を 仮 定 し た 特 性 比 較 モ デ ル ( f e a t u r e  

c o m p a r i s o n  m o d e l )を 発 表 し た 。概 念 の 意 味 的 特 性 は ，カ テ ゴ リ ー を

定 義 す る と き の 重 要 性 に よ っ て ， 定 義 的 特 性 ( d e f i n i n g  f e a t u r e )と

性 格 的 特 性 （ c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e） の ２ つ に 分 類 さ れ る 。 定 義

的 特 性 は ， カ テ ゴ リ ー の 対 象 に と っ て ， 基 本 的 な 特 性 で あ り ， 概 念

を 区 別 す る た め に 必 要 と さ れ る 本 質 的 特 徴 で あ る 。 そ れ に 対 し て ，

性 格 的 特 性 は ， カ テ ゴ リ ー で は 必 ず し も 必 要 と せ ず ， 付 随 的 な 特 徴

で あ る 。例 え ば ，“ ト リ ”と い う 概 念 の 定 義 的 特 性 は ，“ 生 物 で あ る ”，

“ 羽 が あ る ” ，“ 翼 が あ る ” な ど で あ り ， 性 格 的 特 性 と し て は ，“ 飛

ぶ ” な ど が 挙 げ ら れ る 。  

集 合 論 的 モ デ ル と 類 似 し た ２ 言 語 の 概 念 モ デ ル と し て は ， 概 念 特

徴 分 散 モ デ ル （ d i s t r i b u t e d  c o n c e p t u a l  f e a t u r e  m o d e l） が あ る 。

D e  G r o o t が 1 9 9 2 年 に 発 表 し た も の で あ る が ， こ の モ デ ル で は ， 概

念 は い く つ か に 分 散 し た 概 念 特 徴 か ら 構 成 さ れ ， バ イ リ ン ガ ル が 習

得 し た ２ 言 語 間 で 概 念 特 徴 を 共 有 し て い る と 提 案 し て い る 。 形 態 ，

意 味 的 情 報 が 類 似 し た 同 根 語 （ c o g n a t e s） や 具 象 語 は 非 同 根 語 や 抽

象 語 よ り も ， 概 念 特 徴 の 数 が 多 い 。 ２ 言 語 間 で 共 有 す る 概 念 特 徴 も

広 く 渡 っ て い る こ と か ら ， 単 語 認 知 処 理 も 速 く な る こ と が 示 さ れ て

い る （ K r o l l  ＆  D e  G r o o t， 1 9 9 7）。 概 念 が い く つ か の 構 成 要 素 の 集

合 か ら 成 り 立 つ と 捉 え て い る 点 が ， 集 合 論 モ デ ル の 特 徴 と 重 な っ て

い る と い え る 。  

こ の よ う に ， ２ 言 語 の 概 念 表 象 の 構 造 に つ い て は ， い く つ か の モ
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デ ル に 基 づ い た 議 論 が あ る が ， ２ つ の 言 語 を 習 得 し て い く 段 階 で ，

そ れ ぞ れ の 単 語 の 持 つ 概 念 の 体 系 化 に 変 化 は み ら れ る の だ ろ う か 。

様 々 な 事 象 を 再 生 す る と き ， 知 覚 的 特 徴 や 属 性 に よ る 体 制 化 が 利 用

さ れ る 。 こ の 体 制 化 の 現 象 は カ テ ゴ リ ー 化 と 呼 ば れ ， 個 々 の 事 象 の

認 知 に か か る 負 担 を 軽 減 し ， 効 率 的 な 処 理 を 可 能 に す る 。 内 的 表 象

が ど の よ う に カ テ ゴ リ ー 化 さ れ て い る の か と い う 問 題 は ， カ テ ゴ リ

ー 群 化 課 題 と い う 実 験 パ ラ ダ イ ム で 検 証 さ れ て き た （ B o u s f i e l d ,  

1 9 5 3； R o b b i n s  &  N o l a n ,  2 0 0 0 )。 既 有 知 識 の 体 制 化 に よ り ， 自 由 再

生 課 題 で 同 じ カ テ ゴ リ ー に 属 す る 項 目 や 類 似 し た 属 性 を 持 つ 項 目 が

連 続 し て 再 生 さ れ や す い と い う 現 象 が カ テ ゴ リ ー 群 化 で あ る 。  

第 ２ 言 語 を 習 得 す る プ ロ セ ス で ， ２ 言 語 間 の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 様

相 が 異 な る こ と は 既 に 知 ら れ て い る ( N o t t  &  L a m b e r t ,  1 9 6 8 ;  L a m b e r t ,  

I g n a t o w  &  K r a u t h a m e r ,  1 9 6 8 ;  D a l r y m p l e - A l f o r d  &  A a m i r y ,  1 9 6 9 )。

こ れ ら の 研 究 は ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 で 書 か れ た 項 目 リ ス ト を バ イ

リ ン ガ ル に 呈 示 し ， カ テ ゴ リ ー 群 化 を 調 べ る こ と で ， 概 念 構 造 は そ

れ ぞ れ の 言 語 に 基 づ い た 体 制 化 が 行 わ れ る の か ， そ れ と も 言 語 に 関

わ ら ず ，共 通 の 意 味 カ テ ゴ リ ー が 形 成 さ れ る の か 調 べ た も の で あ る 。 

言 語 独 自 の カ テ ゴ リ ー が 形 成 さ れ る こ と を 示 し た 研 究 と し て は ，

D a l r y m p l e - A l f o r d  &  A a m i r y（ 1 9 6 9） の 実 験 が あ る 。 英 語 と ア ラ ビ ア

語 の リ ス ト を 用 い た 自 由 再 生 課 題 に お い て ， 異 な る 言 語 や カ テ ゴ リ

ー の 項 目 よ り も ， 同 じ 言 語 や カ テ ゴ リ ー に 属 す る 項 目 リ ス ト に よ り

強 い カ テ ゴ リ ー 群 化 が 見 ら れ た 。こ の 結 果 か ら ，単 語 の 結 び つ き は ，

そ れ ぞ れ の 言 語 ご と に 同 じ カ テ ゴ リ ー が ま と ま っ て い る と い う 見 解

が 得 ら れ た 。  

一 方 ， ２ 言 語 に 共 通 し た 意 味 カ テ ゴ リ ー が 形 成 さ れ る こ と を 示 し
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た 実 験 と し て は ， 英 語 と ロ シ ア 語 あ る い は 英 語 と フ ラ ン ス 語 と い っ

た ２ 言 語 の 単 語 が 混 在 し た リ ス ト で ， 単 一 言 語 の リ ス ト 呈 示 と 同 様

の カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ た こ と を 示 し た も の が あ る （ L a m b e r t ,   

I g n a t o w  &  K r a u t h a m m e r ,  1 9 6 8 )。 こ の 結 果 か ら ， 言 語 の 相 違 を 超 え

て 共 通 の 上 位 概 念 が 活 性 化 さ れ る こ と が 実 証 さ れ た 。  

 

１ － ２ － ２   概 念 表 象 の 構 造 化 に 影 響 す る 要 因  

 

カ テ ゴ リ ー 群 化 に 影 響 す る 要 因 と し て ， 語 彙 項 目 の 典 型 性 が あ る

( R o s c h，S i m p s o n  &  M i l l e r ,  1 9 7 6 ;  石 毛・箱 田 ,  1 9 8 4 )。典 型（ p r o t o t y p e）

と は ， あ る カ テ ゴ リ ー を 示 す 最 も 代 表 的 な 事 例 で あ り ， 典 型 性 の 程

度 に 応 じ て ， 典 型 を 中 心 と し ， 周 囲 に 同 じ カ テ ゴ リ ー の 事 例 が 位 置

す る （ R o s c h ,  1 9 7 8 )。 典 型 性 の 高 い 事 例 ほ ど カ テ ゴ リ ー 名 の 典 型 に

近 い 情 報 を 含 む た め ， 相 対 的 に み る と 典 型 性 の 低 い 事 例 の 規 準 点 と

な る ( R o s c h ,  1 9 7 8；  石 毛 ・ 箱 田 ,  1 9 8 4 )。 そ の た め ， 推 論 や 命 名 ，

カ テ ゴ リ ー 化 な ど の 課 題 で は ， 典 型 的 な 事 例 ほ ど 処 理 が 促 進 さ れ る

典 型 性 効 果 が 知 ら れ て い る （ S m i t h ,  S h o b e n  &  R i p s ,  1 9 7 4）。  

こ の 典 型 性 効 果 は ， 意 味 的 関 連 性 か ら 構 成 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク 構

造 か ら 説 明 さ れ る 。 C o l l i n s  &  L o f t u s（ 1 9 7 5） や L a c h m a n ,  L a c h m a n  

&  B u t t e r f i e l d（ 1 9 7 9）が 提 唱 し た 活 性 化 拡 散 モ デ ル に お け る 意 味 ネ

ッ ト ワ ー ク で は ， 概 念 は ノ ー ド で 示 さ れ ， そ れ ぞ れ の 概 念 表 象 は リ  

ン ク で つ な が っ て い る（ 図 １ － ３ 参 照 ）。概 念 の 意 味 的 関 連 性 が 強 け  

れ ば ノ ー ド の 意 味 的 距 離 も 短 く な り ， 概 念 間 で 共 通 特 性 が 多 く な れ  

ば ，相 互 の 到 達 可 能 性（ a c c e s s i b i l i t y）も 高 く な る 。こ れ を 典 型 性

効 果 に 当 て は め る と ， 典 型 性 が 高 い 項 目 は カ テ ゴ リ ー 名 の 概 念 表 象  

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roy+Lachman%22
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Janet+L.+Lachman%22
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Earl+C.+Butterfield%22
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図 １ － ３  活 性 化 拡 散 モ デ ル に お け る 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク  

       （ L a c h m a n ,  L a c h m a n  &  B u t t e r f i e l d ,  1 9 7 9）  
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に 近 接 し ， 中 心 部 分 に 集 合 し て い る の に 対 し て ， 典 型 性 が 低 い 場 合  

は ， そ れ ら の 項 目 を 基 準 点 と し て 周 辺 部 分 に 位 置 し ， リ ン ク も 長 く  

な る 。 典 型 的 な 項 目 は ， 上 位 概 念 と 近 い 距 離 に 位 置 す る た め ， 活 性  

伝 播 も 高 く ， 再 生 さ れ や す い 。 そ れ に 対 し て ， 典 型 性 が 低 い 項 目 は

項 目 間 の 意 味 的 距 離 も 遠 く ， 上 位 概 念 か ら の リ ン ク も 長 い た め ， 活

性 化 の 程 度 は 低 い と 考 え ら れ る 。  
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２  ２ つ の 言 語 が 単 語 認 知 処 理 と 概 念 構 造 に 与 え る 影 響  

    

バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ つ の 言 語 の 親 近 性 が 言 語 処 理 や 概 念 構

造 に ど の よ う に 影 響 を 及 ぼ す の か ， ま た ， 第 ２ 言 語 を 習 得 し て い く

過 程 に お い て ， 言 語 処 理 や 概 念 構 造 が ど の よ う に 変 遷 し て い く の か

と い う ２ つ の 問 題 に つ い て ， こ れ ま で の 研 究 を 概 観 す る 。  

系 統 論 的 観 点 ， 類 型 論 的 観 点 か ら 親 近 性 の 高 い と 考 え ら れ る 言 語

の バ イ リ ン ガ ル と 親 近 性 の 低 い と 考 え ら れ る 言 語 の バ イ リ ン ガ ル の

単 語 認 知 過 程 が ど の よ う に 行 わ れ て い る の か 検 証 す る 。  

さ ら に ， 第 ２ 言 語 を 習 得 す る 段 階 で ， ２ つ の 言 語 間 の 関 係 が ど の

よ う な プ ロ セ ス を 経 る の か 検 討 す る 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 い レ ベ

ル と 低 い レ ベ ル の 習 得 者 群 を 対 象 に し た 研 究 に つ い て 概 説 す る 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

２ － １ － １  言 語 間 の 親 近 性   

 

バ イ リ ン ガ ル の 言 語 シ ス テ ム に つ い て 検 証 す る 場 合 ， 彼 ら が 第 ２

言 語 と し て ど う い っ た 言 語 を 習 得 す る の か と い う こ と は ， 単 語 処 理

プ ロ セ ス に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る 。 形 態 的 あ る い は 音 韻 的 に 類

似 し た 単 語 が 存 在 す る と い っ た 何 ら か の 共 通 点 を 持 つ 言 語 と そ う で

な い 言 語 が あ る 事 実 を 考 慮 す る と ， 英 語 と 日 本 語 ， 韓 国 語 と 日 本 語

の 言 語 間 の 関 連 性 を 同 等 に 扱 い う る の か 疑 問 で あ る 。 こ の 章 で は 日

本 語 と 韓 国 語 ， 日 本 語 と 英 語 の 言 語 間 の 関 連 性 に つ い て 系 統 論 的 観

点 ， 類 型 論 的 観 点 か ら そ れ ぞ れ 考 察 す る 。 言 語 学 ， 心 理 言 語 学 的 観

点 か ら 日 本 語 ， 英 語 ， 韓 国 語 の 特 徴 を 対 照 的 に 検 証 し ， そ の 関 連 性

を 考 察 す る 。  
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２ － １ － ２  系 統 論 的 観 点   

 

系 統 論 的 観 点 か ら 言 語 の 関 係 性 を 検 証 す る 場 合 ， 音 韻 の 規 則 的 対

応 ，同 根 語 ( c o g n a t e )の 存 在 や 文 法 の 類 似 点 な ど か ら ，ど の よ う な 系

統 に 属 し て 発 生 し て き た の か 検 証 し ， い く つ か の 言 語 が 同 一 起 源 か

ら 発 生 し た こ と を 証 明 す る と い う 方 法 を と る 。田 中・家 村・五 十 嵐 ・

倉 又 ・ 中 村 ・ 樋 口（ 1 9 7 5 )は ，系 統 論 的 観 点 に つ い て『 い く つ か の 言

語 が 共 通 の 起 源 に 由 来 す る と き ，こ れ ら の 言 語 は 同 系 で あ る と 言 い ，

同 系 の 言 語 は 語 族 を 形 成 し ， 共 通 起 源 と な る 言 語 を 祖 語 と 呼 ぶ 。』

（ p . 2 0 2 )と 述 べ て い る 。  

英 語 は ド イ ツ 語 ， オ ラ ン ダ 語 な ど と ゲ ル マ ン 語 派 を 形 成 し ， さ ら

に フ ラ ン ス 語 や イ タ リ ア 語 を 含 む イ タ リ ッ ク 語 派 と と も に イ ン ド ・

ヨ ー ロ ッ パ 語 族 を 形 成 す る こ と は す で に 知 ら れ て い る (堀 井 , 1 9 9 7 )。

イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 は ， 諸 言 語 の 親 族 関 係 の 証 明 が 最 も 進 ん で

い る 言 語 と 言 わ れ ， ゲ ル マ ン 語 派 に 属 す る 英 語 と ド イ ツ 語 ， ロ マ ン

ス 語 派 に 属 す る フ ラ ン ス 語 ， イ タ リ ア 語 の 単 語 を 比 較 し て み る と ，

形 態 や 意 味 が 類 似 し た も の が 多 く 存 在 す る （ 表 ２ 参 照 ）。  

日 本 語 の 系 統 に つ い て は ， 分 類 が 困 難 で あ る ， 系 統 が は っ き り し

て い な い と さ れ て き た も の の ， か な り 古 く か ら ， そ の 系 統 を 探 る 試

み は 行 わ れ て き た 。 ア ル タ イ 諸 語 を 系 統 と す る 説 (小 倉 ,  1 9 4 0 )や ，

南 方 ア ジ ア 諸 語 を 系 統 と す る 説 が 有 力 で あ る 。1 9 6 0 年 代 に は (村 山 ，   

1 9 6 3 )が ア ル タ イ 共 通 語 か ら 分 離 し た 東 部 ア ル タ イ 語 が 原 始 韓 系 言

語 を 含 む い く つ か 言 語 へ の 分 裂 が 起 こ り ， さ ら に 原 始 韓 系 言 語 が 新  

羅 語 を 経 て 韓 国 語 へ ， 倭 ・ 高 句 麗 共 通 語 か ら 原 始 日 本 語 に ， そ れ ぞ  

れ 発 達 し た と の 論 考 を 発 表 し た 。 日 本 語 と 韓 国 語 は 同 系 で あ る 可 能  
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表 ２  

諸 言 語 か ら み た 単 語 の 規 則 的 対 応  

   (堀 井 ， 1 9 9 7， ｐ . 4 を 改 変 し て 引 用 ）  

     

日 本 語  英 語  ド イ ツ 語  フ ラ ン ス 語  イ タ リ ア 語  

手  h a n d  H a n d  m a i n  m a m o  

命  l i f e  L e b e n  v i e  v i e  

夏  s u m m e r  S o m m e r  é t é  e s t a t e  

与 え る  g i v e  g e b e n  d o n n e r  d o n a r e  
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性 が 最 も 大 き い と さ れ て お り (田 中 他 ， 1 9 7 5 )， 金 沢 ( 1 9 1 0 )は 音 韻 対

応 の み で な く 固 有 語 彙 の 比 較 や 単 語 や 形 態 素 の 文 法 面 で の 比 較 を 行

な い ，日 本 語 と 韓 国 語 の 関 係 に つ い て 検 証 し て い る ．ま た ，服 部（ 1 9 5 7）

は 語 彙 項 目 の 一 致 か ら 親 族 関 係 を 比 較 し ，日 本 語 と 韓 国 語 の 間 に は ，

類 似 し た 語 彙 の 比 率 が 高 い こ と を 明 ら か に し て い る 。   

 

２ － １ － ３  類 型 論 的 観 点  

  

言 語 類 型 論 で は 各 言 語 の 持 つ 形 態 的 特 徴 を 基 に 世 界 の 言 語 を 分 類

し て い る 。 具 体 的 に は 中 国 語 の よ う に 品 詞 の 区 別 が な い 孤 立 語 ， 語

の 文 法 関 係 が 語 尾 変 化 に よ っ て 表 さ れ る 屈 折 語 ， 人 間 ， 無 生 物 な ど

全 て の も の を 2 0 近 い 範 疇 に 分 け て 接 頭 辞 で 明 示 す る 範 疇 語 ，さ ら に

膠 着 語 ， 抱 合 語 な ど の ４ な い し ５ の 型 が 設 け ら れ て い る 。 最 近 で は

音 韻 組 織 や 統 語 論 的 特 徴 も 基 準 の 一 つ に 取 り 上 げ ら れ て い る 。  

日 本 語 と 韓 国 語 が ア ル タ イ 諸 語 と と も に 言 語 構 造 の 上 か ら 類 似 点

が 多 い こ と は よ く 知 ら れ て い る 。大 江（ 1 9 7 8 )は そ れ ら の 特 徴 を こ れ

ま で の 研 究 を 総 括 し て ， 以 下 の よ う に ま と め て い る 。  

 

（ １ ）  日 本 語 と 韓 国 語 で は 動 詞 の 一 種 で 活 用 を 行 う  

（ ２ ）  述 語 に 接 尾 す る 人 称 語 尾 が み ら れ な い  

（ ３ ）  ｢ r ｣と ｢ l ｣の 音 韻 的 区 別 が な い  

（ ４ ）  指 示 語 の 体 系 が ， コ ノ ， ソ ノ ， ア ノ の よ う な 「 近 ・ 中 ・

遠 」 の ３ 系 列 で あ る  

 

大 野 （ 1 9 8 0） は 日 本 語 と 韓 国 語 の 特 徴 に つ い て ， 次 の よ う に ま と
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め て い る 。  

 

（ ５ ）  文 法 的 に は 日 本 語 ， 韓 国 語 と も に 膠 着 語 に 属 す る  

（ ６ ）  動 詞 は 文 末 に き て ， 動 詞 の 下 に 助 動 詞 が つ い て 否 定 ， 過  

去 ， 推 量 な ど を 表 わ す  

（ ７ ）  助 動 詞 は 動 詞 の 後 に 置 か れ ， 前 置 詞 で は な く ， 後 置 詞 を

用 い る  

（ ８ ）  形 容 詞 は 名 詞 の 前 に 来 る 。 副 詞 は 動 詞 の 前 に 来 る  

  

久 野 ( 1 9 7 3 )は 語 順 と い う 観 点 か ら 日 本 語 と 英 語 の 言 語 構 造 の 相 違

に 注 目 し ， 次 の よ う な 特 徴 を 挙 げ て い る 。 ま ず 日 本 語 は 韓 国 語 と 同

様 に ， 目 的 語 ( O )が 動 詞 ( V )の 前 に く る S O V 語 で あ り ， 英 語 な ど に み

ら れ る 目 的 語 が 動 詞 の 後 に 現 わ れ る S V O 語 と は 著 し い 対 照 を な し て

い る 。  

 

（ ９ ） 日 本 語 は 後 置 詞 的 言 語 で あ る  

日 本 語 の 名 詞 の 格 は 助 詞 と い う 後 置 詞 に よ っ て 表 わ さ れ ，従 属 節

は 節 尾 に 現 れ る 助 詞 や ｢時 (に )，所 (に ) ｣な ど の 形 式 名 詞 に よ っ て

マ ー ク さ れ る 。    

 

J o h n  w e n t  t o  K o b e  b y  c a r  w i t h  M a r y .  [前 置 詞 ]        

J o h n は 車 デ M a r y ト 神 戸 ニ 行 ッ タ .  [助 詞 ]  

 

（ １ ０ ） 日 本 語 は 左 枝 分 か れ 的 言 語 で あ る  

日 本 語 の 形 容 詞 は 名 詞 の 前 に 置 か れ る 。 関 係 節 は 先 行 詞 の 前 に 現
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れ る 。 文 の 名 詞 句 や 動 詞 句 な ど の 従 属 関 係 を 図 に す る と 左 へ 枝 分

か れ し て い る こ と が わ か る (図 ２ － １ 参 照 )。 一 方 ， 英 語 は 基 本 的

に 右 分 か れ の 言 語 で あ る 。 (図 ２ － ２ 参 照 )  

 

（ １ １ ） 疑 問 詞 は 節 頭 に 移 動 し な い  

日 本 語 の ｢何 ， 誰 ， ど こ ｣と い っ た 疑 問 詞 は 文 頭 あ る い は 節 頭 に 義

務 的 に 移 動 し な く て も よ い が ，英 語 の 疑 問 詞 は 義 務 的 に 移 動 す る 。  

 

W h o  d i d  M a r y  k i l l？  

メ ア リ ー は 誰 を 殺 し た の か ？  

 

２ つ の 観 点 か ら ， 日 本 語 ， 韓 国 語 ， 英 語 の 関 係 性 に つ い て ， 以 下

の よ う に ま と め ら れ る で あ ろ う 。 系 統 論 的 観 点 か ら は ， 日 本 語 と 英

語 は 異 な る 起 源 よ り 発 生 し た こ と は 明 ら か で あ る 。英 語 は ，イ ン ド・

ヨ ー ロ ッ パ 語 族 に 属 し ， 日 本 語 と 韓 国 語 は 確 固 た る 証 拠 は ま だ 得 ら

れ て い な い が ， と も に ア ル タ イ 語 族 と い う 異 な る 語 族 に 属 し て い る

と 考 え ら れ ， 同 系 で あ る 可 能 性 は 高 い 。  

ま た 類 型 論 的 観 点 か ら み て み る と ， 日 本 語 と 韓 国 語 は と も に ， 単

語 に 接 頭 辞 や 接 尾 辞 な ど が 付 着 す る 膠 着 語 で あ り ， 文 法 的 類 似 点 も

多 い が ， 英 語 は 屈 折 語 で あ り ， 語 順 の 特 徴 も 日 本 語 と 異 な る 。 以 上

の こ と よ り 日 本 語 と 英 語 は よ り 遠 い 関 係 で あ る の に 対 し ， 日 本 語 と

韓 国 語 は 言 語 的 親 近 性 が 高 い と い え る 。  
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              図 ２ － １  日 本 語 の 左 分 か れ 図 （ 久 野 ， 1 9 7 3）  
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図 ２ － ２  英 語 の 右 分 か れ 図 （ 久 野 ， 1 9 7 3）  
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２ － １ － ４  言 語 間 の 親 近 性 と 単 語 認 知 過 程  

 

上 述 し た よ う に ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 に 注 目 す る と ， 日

本 語 ， 英 語 ， 韓 国 語 を 例 に と っ て み て も ， ２ 言 語 間 の 関 係 性 に は 違

い が あ る こ と が わ か る 。 日 本 語 と 韓 国 語 の 特 徴 を 比 較 す る と ， 韓 国

語 は ハ ン グ ル 文 字 と い う 日 本 語 と は 異 な る 書 記 シ ス テ ム を 用 い る が ，

文 法 構 造 で は 両 言 語 と も に ， 目 的 語 （ O） が 動 詞 （ V） の 前 に 現 れ る

S O V 語 で あ る こ と を は じ め と し て （ 久 野 ,  1 9 7 3）， 用 言 (動 詞 ， 形 容

詞 ，形 容 動 詞 )の 語 幹 に 補 助 動 詞 や 助 動 詞 が 続 く と い う 構 造 も 共 有 す

る な ど 類 似 点 が 多 い (梅 田 ,  1 9 8 2 )。 一 方 ， 英 語 の 構 文 は S V O の 語 順

を と る な ど ， 日 本 語 と の 文 法 構 造 の 相 違 は 大 き く ， 文 化 的 背 景 に つ

い て も 両 言 語 の 共 通 部 分 は 少 な い こ と か ら ， 生 起 さ れ る 単 語 の 概 念

の 類 似 性 は 低 い と 予 想 さ れ る 。  

こ の よ う に ， バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 を 検 証 す る 場 合 ， ２ つ

の 言 語 間 の 関 係 性 は ， 習 得 す る 言 語 に よ っ て 異 な る 可 能 性 は 高 い と

考 え ら れ る が ， 文 字 体 系 や 文 法 構 造 が ど の よ う に 語 彙 シ ス テ ム や 概

念 形 成 に 影 響 し て い る の か と い う 視 点 に 着 眼 し た 研 究 は 少 な い 。 そ

の 多 く は ， 実 験 者 の 当 該 国 に お け る 母 語 を 第 １ 言 語 と し ， 英 語 を 第

２ 言 語 と し て 習 得 し た 学 習 者 を 対 象 に 実 験 を 行 っ て い る 。     

バ イ リ ン ガ ル の 単 語 処 理 の プ ロ セ ス に つ い て は ， 命 名 課 題 ， 音 読

課 題 ， 翻 訳 課 題 ， プ ラ イ ミ ン グ 課 題 な ど さ ま ざ ま な 実 験 課 題 が 用 い

ら れ て き た 。 こ れ ま で ， 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム の 関 係 性 を 検

証 し た 実 験 に ど の よ う な 言 語 が 使 わ れ て い た の か 概 観 す る 。  

命 名 課 題 や 翻 訳 課 題 に よ る 実 験 を 行 っ た K r o l l  &  S t e w a r t ( 1 9 9 4）

は 英 語 と オ ラ ン ダ 語 で 書 か れ た 刺 激 リ ス ト を 用 い た 。 同 様 に ， 翻 訳
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課 題 か ら ， 語 彙 と 概 念 表 象 に つ い て 検 証 し た A l t a r r i b a  &  M a t h i s

（ 1 9 9 7）は 英 語 と ス ペ イ ン 語 を 使 用 し て い る 。Mä g i s t e（ 1 9 8 4）の 研

究 で は ， ド イ ツ 語 と ス ウ ェ ー デ ン 語 に よ る ス ト ル ー プ 課 題 を 実 施 し

た 。 こ れ ら の 言 語 は ， ア ル フ ァ ベ ッ ト に よ る 書 記 体 系 を 持 つ と い う

特 徴 だ け で な く ， イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 に 属 す る 点 も 共 通 し て い

る 。 そ の た め ， ２ つ の 言 語 で 発 音 や つ づ り が 類 似 し て い る 同 根 語

（ c o g n a t e） が 多 く 存 在 す る 。 例 え ば ， 英 語 の “ c a t” と フ ラ ン ス 語

の “ c h a t” の よ う な 場 合 で あ る 。  

同 族 言 語 の 単 語 の 構 造 化 の 特 徴 に つ い て 調 べ た 研 究 に

Sá c h e z - C a s a s ,  G a r c í a - A l b e a  &  D a v i s（ 1 9 9 2） の 実 験 が あ る 。 彼 ら

は ， 同 族 言 語 と 非 同 族 言 語 の 単 語 を 刺 激 と し て ， プ ラ イ ミ ン グ に よ

る 語 彙 判 断 課 題 を 行 っ た 。 反 応 時 間 は ， 同 族 言 語 の 方 が 非 同 族 言 語

よ り も 速 く ， 非 同 族 言 語 で は プ ラ イ ミ ン グ 効 果 が 生 じ な か っ た 。 こ

れ は ， 同 族 言 語 の 単 語 は ， 概 念 表 象 を 共 有 し ， 単 語 間 で 近 接 し て い

る の に 対 し ， 非 同 族 言 語 は ， 言 語 ご と に 概 念 表 象 は 独 立 し て 構 造 化

さ れ て い る た め に ， 翻 訳 に 時 間 を 要 す る か ら で あ る と 結 論 付 け て い

る 。 つ ま り ， ２ 言 語 間 で ， 同 族 言 語 と 非 同 族 言 語 は 表 象 の 構 造 化 が

異 な る こ と を 示 唆 し た 結 果 と い え る 。  

さ ら に ， C h e n ,  C h e u n g  &  L a u（ 1 9 9 7 )は ， K r o l l  &  S t e w a r t ( 1 9 9 4 )

の 階 層 モ デ ル が ， 英 語 の 上 級 レ ベ ル を 持 つ 中 国 語 の バ イ リ ン ガ ル に

も 適 用 さ れ る の か ， 翻 訳 課 題 と カ テ ゴ リ ー マ ッ チ ン グ 課 題 か ら 検 証

し た 。 翻 訳 時 間 は 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 方 が 第 １ 言 語 か ら 第 ２

言 語 よ り も 速 か っ た 。 ま た ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 ， 第 ２

言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 の 双 方 に カ テ ゴ リ ー マ ッ チ ン グ の 促 進 効

果 が 見 ら れ た が ， 意 味 的 表 象 の 活 性 化 は 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の
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翻 訳 に お い て ， よ り 強 く 生 じ て い た 。 こ れ ら の 結 果 が 示 す こ と は 以

下 の 通 り で あ る 。 英 語 と 中 国 語 の よ う に 特 徴 を 共 有 し な い 単 語 間 の

翻 訳 過 程 は ， 第 ２ 言 語 と 概 念 シ ス テ ム と の リ ン ク は 形 成 さ れ る も の

の ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 は 語 彙 的 リ ン ク を 通 じ て 行 な わ

れ る 。 一 方 ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は 概 念 を 媒 介 し た 翻 訳

と い う ， 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 が 生 じ て い た 。  

２ 言 語 を 用 い て ス ト ル ー プ 課 題 を 行 っ た 研 究 に は ， F a n g， T z e n g  

&  A l v a（ 1 9 8 1） の 実 験 が あ る 。 中 国 語 ― 英 語 ， ス ペ イ ン 語 ― 英 語 ，

日 本 語 ― 英 語 の バ イ リ ン ガ ル を 対 象 に ， ２ 言 語 の 色 名 単 語 を 同 じ 言

語 あ る い は ， も う 一 方 の 言 語 で イ ン ク の 色 を 答 え る と い う ス ト ル ー

プ 課 題 を 設 定 し た 。 そ の 結 果 ， ３ つ の バ イ リ ン ガ ル 群 で 干 渉 の 生 起

の 仕 方 は 異 な っ て い た 。 言 語 内 干 渉 の 方 が 言 語 間 干 渉 よ り も 大 き か

っ た こ と は 一 般 的 な 傾 向 で あ る が ， ２ つ の 干 渉 の 差 は ， 形 態 的 特 徴

を 共 有 し な い ２ 言 語 （ 中 国 語 と 英 語 ， 日 本 語 と 英 語 ） は ， 特 徴 を 共

有 す る ２ 言 語 （ ス ペ イ ン 語 と 英 語 ） に 比 べ る と ， よ り 大 き い こ と が

示 さ れ た 。 こ の 結 果 に つ い て ， F a n g ら （ 1 9 8 1） は ， バ イ リ ン ガ ル の

単 語 認 知 過 程 に お け る 形 態 や 音 韻 情 報 の 処 理 段 階 で の 影 響 に 言 及 し ，

第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 形 態 ・ 音 韻 情 報 が ど の く ら い 類 似 し て い る の

か と い う 視 点 か ら 検 証 す る こ と の 必 要 性 を 示 唆 し て い る 。  

一 方 ，言 語 間 の 親 近 性 に 注 目 し て ， C o s t a ,  S a n t e s t e b a n  &  I v a n o v a

（ 2 0 0 6） は 言 語 ス イ ッ チ ン グ が ど の よ う に 生 起 す る の か 検 証 し た 。

ス ペ イ ン 語 － バ ス ク 語 の 学 習 者 を 親 近 性 の 低 い バ イ リ ン ガ ル 群 と し ，

写 真 の 命 名 課 題 を 行 な っ た が ， そ の 結 果 は ， ス ペ イ ン 語 と 類 似 し た

カ タ ロ ニ ア 語 を 使 用 し た C o s t a  &  S a n t e s t e b a n（ 2 0 0 4） の 実 験 結 果

と 同 様 で あ っ た 。 こ の 結 果 か ら ， C o s t a ら （ 2 0 0 6） は ， 言 語 間 の 親
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近 性 は ，言 語 ス イ ッ チ ン グ の 遂 行 に は 影 響 し な い と 結 論 付 け て い る 。 

こ の よ う に ， 英 語 と 中 国 語 な ど ， 異 な る 祖 語 か ら 派 生 し （ 中 国 語

は シ ナ ・ チ ベ ッ ト 語 族 ，英 語 は イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 ），書 記 シ ス

テ ム も 漢 字 と ア ル フ ァ ベ ッ ト 文 字 と そ れ ぞ れ 異 な る 言 語 を 使 用 し た

実 験 結 果 と ， A l t a r r i b a  &  M a t h i s（ 1 9 9 7 )や  M ä g i s t e（ 1 9 8 4 )ら の 実

験 か ら 得 ら れ た 知 見 を 同 等 に 扱 う こ と が で き る の か と い う と 問 い に

つ い て は ， 未 だ 明 ら か に さ れ て い な い 。  

 

２ － １ － ５  言 語 間 の 親 近 性 と 概 念 構 造  

 

 バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 処 理 は 語 彙 表 象 や 概 念 表 象 が 関 与 す る こ

と で 成 立 し ， そ の 処 理 過 程 に ２ つ の 言 語 間 の 親 近 性 が 影 響 す る 可 能

性 が 示 さ れ た 。 単 語 処 理 過 程 に お い て ， よ り 高 次 で 複 雑 な レ ベ ル で

あ る 内 的 表 象 の 構 造 化 は ， 言 語 独 自 か ， 共 通 に 行 わ れ る の か と い う

２ つ の 対 立 す る 見 解 が 得 ら れ て い る 。 こ の 異 な る 結 果 を 生 み 出 す 要

因 の １ つ に は ， 実 験 で 使 用 さ れ た ２ 言 語 の 親 近 性 が 考 え ら れ る 。 ２

つ の 言 語 の 親 近 性 は ， 使 用 さ れ る 文 字 体 系 や 文 法 構 造 ， 文 化 的 背 景

な ど か ら 捉 え ら れ る 。  

例 え ば ， L a m b e r t ,  I g n a t o w  &  K r a u t h a m e r  ( 1 9 6 8 )の 実 験 で は ， 英

語 ，フ ラ ン ス 語 ，ロ シ ア 語 が 用 い ら れ ，同 様 の 結 果 を 示 し た K o l e r s  

( 1 9 6 5 )の 研 究 で も 英 語 と フ ラ ン ス 語 か ら リ ス ト が 構 成 さ れ て い た 。

英 語 と フ ラ ン ス 語 の よ う に イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 に 属 し ， ア ル フ

ァ ベ ッ ト を 用 い る 言 語 と ， D a l r y m p l e - A l f o r d  &  A a m i r y（ 1 9 6 9） の 実

験 で 使 用 さ れ た 英 語 ， ア ラ ビ ア 語 の よ う に 文 字 体 系 も 言 語 の 背 景 に

あ る 文 化 も 異 な る 言 語 間 で は ， 概 念 構 造 や 意 味 カ テ ゴ リ ー の 構 築 は
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異 な る こ と が 予 想 さ れ る 。  

こ れ ま で に も 言 語 間 の 親 近 性 が ， 内 的 表 象 の 構 造 に 影 響 す る こ と

は い く つ か の 研 究 で 示 さ れ て き た 。 文 化 的 に 共 有 部 分 が あ り ， 同 じ

ヨ ー ロ ッ パ 圏 で 用 い ら れ る ， ド イ ツ 語 ， フ ラ ン ス 語 ， 英 語 に つ い て

は ， 言 語 の 違 い を 超 え て 共 通 の 連 想 関 係 が み ら れ た ( R o s e n z w e i g ,  

1 9 6 1 )。そ れ に 対 し て ，日 本 語 と ド イ ツ 語 の 概 念 表 象 の 活 性 化 は 言 語

特 有 の 連 想 反 応 や プ ラ イ ミ ン グ 効 果 が 生 じ て い る（ 三 宅 ,  2 0 0 2）。さ

ら に ， 言 語 間 で 共 有 す る 特 徴 が 少 な く ， 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い と 考

え ら れ る 日 本 語 と 英 語 の 話 者 に つ い て は ， 分 類 課 題 で 言 語 固 有 の 反

応 を 示 し て い る ( A t h a n a s o p o u l o s， 2 0 0 7 )。   

文 字 体 系 か ら 見 た 言 語 間 の 親 近 性 に つ い て ， 例 え ば ， 日 本 語 と 中

国 語 で は ， 両 言 語 と も ア ジ ア 圏 に あ り 漢 字 を 使 用 す る と い う 点 で ，

単 語 の イ メ ー ジ や 概 念 表 象 は 共 通 す る 部 分 が 多 い と 思 わ れ る 。 漢 字

と い う 表 記 体 系 を 共 有 す る 日 本 語 と 中 国 語 は ， 果 物 ， 乗 り 物 ， 鳥 と

い っ た カ テ ゴ リ ー は 言 語 間 で 相 関 が 高 く ， 典 型 性 の 評 定 も か な り 一

致 す る （ 干 ・ 杉 村 ,  1 9 9 3）。 一 方 ， 英 語 と 中 国 語 で は 典 型 性 評 価 は 異

な る （ B a r s a l o u  &  S e w e l l ,  1 9 8 4）。 こ の こ と か ら ，“ 家 ” に 対 す る イ

メ ー ジ や ，“ 最 も 鳥 ら し い 鳥 は 何 か ？ ”と い う 内 的 表 象 の カ テ ゴ リ ー

の 項 目 は ，言 語 が 持 つ 文 化 的 背 景 の 影 響 を 受 け て い る と 考 え ら れ る 。 

こ の よ う に ， ２ つ の 単 語 構 造 を 追 究 し た 実 験 で は ， そ の 実 験 計 画

に お い て ， 言 語 間 の 特 徴 を ど れ く ら い 共 有 し て い る の か ， ２ 言 語 の

親 近 性 を 統 制 し た 実 験 パ ラ ダ イ ム に よ っ て 検 証 さ れ て こ な か っ た 。

２ 言 語 の 知 識 の 体 制 化 に つ い て ， ど の 言 語 を 第 ２ 言 語 と し て 習 得 す

る か に よ っ て ， 第 １ 言 語 と 独 立 し た カ テ ゴ リ ー 構 造 が 形 成 さ れ る の

か ，あ る い は ，共 通 の 構 造 と な る の か 明 確 な 結 論 は 得 ら れ て い な い 。  
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２ － ２ － １  第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル  

 

ど の よ う な 言 語 を 習 得 す る の か と い う ２ 言 語 間 の 親 近 性 と 同 様 に ，

新 し い 言 語 を ど の よ う に 習 得 す る の か と い う 第 ２ 言 語 の 習 得 度 も バ

イ リ ン ガ ル の 単 語 処 理 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る 。 第 ２ 言 語

習 得 に よ り ，モ ノ リ ン ガ ル か ら バ イ リ ン ガ ル へ の 変 遷 が み ら れ る が ，

こ こ で は ， バ イ リ ン ガ ル の 定 義 と そ の 種 類 に つ い て ま と め ， 単 語 認

知 過 程 に お い て ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル が ど の よ う に 取 り 扱 わ れ て

き た の か 概 説 す る 。  

 

２ － ２ － ２  バ イ リ ン ガ ル と は 何 か  

 

２ つ の 言 語 に 習 熟 し て い る と い う 人 に 対 し て 用 い ら れ る “ バ イ リ

ン ガ ル ”の 定 義 は ，現 在 に い た る ま で さ ま ざ ま な 形 で な さ れ て い る 。

図 ２ ― ３ の ペ ナ ン ト 型 定 義 幅 に 示 さ れ て い る よ う に ，『 ２ つ の 言 語 を

母 語 話 者 の よ う に コ ン ト ロ ー ル で き る こ と 』 ( B l o o m f i e l d ,  1 9 3 3，  

p . 5 6 )と い う 狭 義 な も の か ら『 あ る 言 語 の 話 者 が も う 一 つ の 言 語 で 完

結 し ， か つ 有 意 味 で あ る 発 話 が で き る 時 点 』 ( H a u g e n， 1 9 5 3， p . 7，  

B a e t n s  B e a r d s m o r e ,  1 9 8 2 よ り 引 用 )と い う 広 義 な も の ま で 実 に 幅 広

い レ ベ ル に わ た っ て バ イ リ ン ガ ル の 定 義 が な さ れ て い る 。 そ の 中 間

的 位 置 に あ る も の と し て 『 同 一 人 物 に よ っ て ２ つ な い し ， そ れ 以 上

の 言 語 が 交 互 に 使 用 さ れ る こ と 』 ( M a c k e y ,  1 9 6 2 ,  p . 5 2 )や 『 ２ つ の

言 語 を 交 互 に 使 用 す る こ と 』 ( W e i n r e i c h ,  1 9 5 3 ,  p . 1 )と い う も の が

あ る が ， こ れ ら の 定 義 を ふ ま え て ， 山 本 ( 1 9 9 1 )は バ イ リ ン ガ リ ズ ム  

を『 ２ つ の 言 語 を 使 用 す る 能 力 を 持 つ こ と 』，バ イ リ ン ガ ル を『 ２ つ  
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図 ２ － ３  バ イ リ ン ガ ル の ペ ナ ン ト 型 定 義 幅 (山 本 ,  1 9 9 1 )   
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の 言 語 を 使 用 す る 能 力 を 持 つ 人 』 と 定 義 し て い る 。  

 バ イ リ ン ガ ル を 定 義 す る 上 で の 特 徴 と し て あ げ ら れ る の は ， 言 語

を 話 す 能 力 は 常 に 一 定 で は な く ， ま た 固 定 し た 状 態 で 保 持 さ れ る わ

け で は な い と い う こ と で あ る 。 そ の た め に 上 に 述 べ た よ う な 言 語 能

力 に つ い て い く つ か の 段 階 を 含 ん だ 形 で 定 義 が な さ れ る の で あ ろ う 。

同 一 人 物 の 言 語 習 熟 過 程 に お い て も ， 第 ２ 言 語 の 場 合 は 特 に ， 言 語

を 獲 得 す る ま で の 過 程 を 含 め 習 熟 し て か ら も 言 語 能 力 を 同 一 レ ベ ル

で 維 持 す る こ と は 困 難 と 考 え ら れ る 。 Y a m a m o t o ( 1 9 8 7 )は バ イ リ ン ガ

リ ズ ム と い う も の は『 動 的 な 過 程 』 ( d y n a m i c  p r o c e s s )で あ り『 静 的

な 属 性 』 ( s t a t i c  a t t r i b u t i o n )で は な い と 表 現 し て い る 。 こ の よ う

に バ イ リ ン ガ ル の 定 義 は 言 語 の 習 熟 過 程 に お け る 発 達 的 観 点 か ら と

ら え る 必 要 が あ ろ う 。  

                                                                                       

２ － ２ － ３  バ イ リ ン ガ ル の 種 類  

 

先 に 述 べ た よ う な 様 々 な バ イ リ ン ガ ル の 定 義 が 用 い ら れ て い る よ

う に ， バ イ リ ン ガ ル の 下 位 範 疇 も い く つ か の パ タ ー ン が あ る 。 山 本

( 1 9 9 1 )は バ イ リ ン ガ ル を 個 人 ， 社 会 と い う 単 位 に 基 づ い て ， 個 人 バ

イ リ ン ガ ル ( i n d i v i d u a l  b i l i n g u a l i s m ) と 社 会 バ イ リ ン ガ ル

( s o c i e t a l  b i l i n g u a l i s m )と い う 枠 組 み か ら バ イ リ ン ガ ル の 下 位 範

疇 を と ら え て い る 。 以 下 は 個 人 バ イ リ ン ガ ル に つ い て ま と め た も の

で あ る 。 個 人 バ イ リ ン ガ リ ズ ム と は ， バ イ リ ン ガ ル が 経 験 し た 習 熟

過 程 と ２ 言 語 間 の 言 語 の 能 力 が ど の よ う な も の で あ る か と い っ た 観

点 か ら バ イ リ ン ガ ル 個 人 に 焦 点 を あ て た 枠 組 み で あ る 。  
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（ １ ２ ） 同 時 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  ( s i m u l t a n e o u s  b i l i n g u a l i s m )  

    継 続 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  ( s e q u e n t i a l  b i l i n g u a l i s m )  

 こ れ は ２ つ の 言 語 が い つ ど の よ う な 順 序 で 習 得 さ れ た か と い う 時

間 的 見 地 か ら と ら え た も の で あ る 。 同 時 バ イ リ ン ガ ル は 幼 児 期 か ら

同 時 に ２ つ の 言 語 に 接 す る 機 会 を 持 ち ， 同 時 に ２ 言 語 を 習 得 す る 環

境 を 持 っ た 人 た ち を 指 し て い る 。 例 え ば ， 両 親 が 異 な る 言 語 を 使 用

す る 家 庭 に 生 ま れ ， ２ 言 語 を 常 に 耳 に し な が ら 育 っ た バ イ リ ン ガ ル

な ど が こ の 範 疇 に は い る 。 一 方 ， 継 続 バ イ リ ン ガ ル と は 第 １ 言 語 が

あ る 程 度 習 得 さ れ た 段 階 で ， 第 ２ 言 語 を 学 習 し 始 め た 人 々 で あ る 。  

  し か し ， あ る 程 度 習 熟 し た と い う の か は ど の 段 階 を 指 す の か と い

う 問 題 に 対 し て は 研 究 者 の 間 で も 意 見 は 分 か れ る ( B r o w n ,  1 9 7 3； 中

島 ， 1 9 7 6 )。 例 え ば M c L a u g h l i n ( 1 9 7 8 )は ３ 歳 と い う 年 齢 を 基 準 と し

て ， ３ 歳 以 後 に ２ つ 目 の 言 語 に 接 触 し 始 め た 場 合 は 継 続 バ イ リ ン ガ

ル と し て い る 。 し か し ３ 才 と い う 生 活 年 齢 を 恣 意 的 に 基 準 に お く こ

と に 対 し ， 言 語 発 達 の 速 度 は 個 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 異 な る こ と や 幼

児 が 置 か れ て い る 言 語 環 境 を 考 慮 し て い な い と い う 問 題 も 指 摘 さ れ

て い る (山 本 ， 1 9 9 1 )。  

 

（ １ ３ ） 複 合 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  ( c o m p o u n d  b i l i n g u a l i s m )／  

     等 位 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  ( c o o r d i n a t e  b i l i n g u a l i s m )  

 バ イ リ ン ガ ル の ２ つ の 言 語 に お け る 同 義 語 が そ れ ぞ れ の 言 語 シ ス

テ ム に お い て ど の よ う な 意 味 内 容 を 喚 起 す る か と い う 点 か ら バ イ リ

ン ガ リ ズ ム を 捉 え た 下 位 範 疇 で あ る 。  

 E r v i n  &  O s g o o d ( 1 9 5 4 )の 定 義 に よ れ ば 複 合 バ イ リ ン ガ ル と は ２ つ

の 異 な る 言 語 間 に １ つ の 共 通 の 意 味 体 系 を 持 ち ， ど ち ら の 言 語 (刺
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激 )で 表 現 (図 ２ － ４ ： S A / S B )さ れ て も そ れ か ら 喚 起 さ れ る 意 味 内 容

(反 応 )は 同 じ (図 ２ － ４： R A / R B )と 考 ら れ て い る 。例 え ば 学 校 教 育 の

場 で 第 ２ の 言 語 を 外 国 語 と し て 習 得 し 始 め ， そ の 言 語 に 習 熟 し た 者

や ２ つ の 言 語 を ど の よ う な 場 面 で も 常 に 交 互 に 使 用 す る 環 境 に 育 っ

た 子 供 な ど が 挙 げ ら れ る （ 図 ２ － ４ 参 照 ）。  

 等 位 バ イ リ ン ガ ル は ２ つ の 言 語 そ れ ぞ れ に 対 し て 別 個 の 意 味 体 系

を 持 っ て お り ， そ の た め 使 用 さ れ る 言 語 に よ っ て 喚 起 さ れ る 意 味 内

容 は 異 な り ， ど ち ら の 言 語 が 用 い ら れ た か に よ っ て バ イ リ ン ガ ル が

見 せ る 態 度 や 引 き 起 こ さ れ る 感 情 は 違 っ た も の に な る 。 図 ２ － ４ に

お け る S A と い う 刺 激 語 か ら 引 き 起 こ さ れ た R A と い う 反 応 は ，S B か

ら 引 き 起 こ さ れ た R B と い う 反 応 と は 異 な る 。例 と し て は 家 庭 で １ つ

の 言 語 を 習 得 し 学 校 な ど で も う 一 つ の 言 語 を 習 得 し た 人 や ， 第 1 言

語 と は 異 な る 言 語 が 話 さ れ て い る 地 域 で 第 1 言 語 へ の 翻 訳 に 頼 ら ず

そ の 言 語 を 習 得 し た 人 な ど が 挙 げ ら れ る 。 つ ま り 異 な る 環 境 で ２ つ

の 言 語 を 習 得 し ，そ の 結 果 ， 別 個 の 意 味 体 系 を 持 つ に 至 っ た 者 と 考

え ら れ よ う 。  

 し か し バ イ リ ン ガ リ ズ ム が 動 的 過 程 で あ る と い う 観 点 か ら 複 合 バ

イ リ ン ガ ル と 等 位 バ イ リ ン ガ ル の 区 分 を 考 え て み た 場 合 ， 両 者 を 独

立 し た 存 在 と し て 捉 え る こ と に 対 す る 批 判 も あ る ( T a y l o r， 1 9 7 6 )。

中 学 校 か ら 外 国 語 と し て 英 語 を 習 い 始 め た 学 生 が ， ｢家 ｣と い う 日 本

語 と ｢ h o u s e ｣と い う 英 語 に 対 し て 異 な る イ メ ー ジ を 持 つ こ と も 考 え

ら れ る し ，初 め は 外 国 語 と し て 学 び 始 め 複 合 的 反 応 を 示 し て い た が ，

習 熟 度 が 上 が る に つ れ 等 位 バ イ リ ン ガ ル 的 反 応 を み せ る よ う に な る

可 能 性 も あ る 。 こ う い っ た 場 合 ， 複 合 バ イ リ ン ガ ル か 等 位 バ イ リ ン  

ガ ル か の 区 分 は 極 め て 曖 昧 な も の と な っ て し ま う 。 む し ろ こ の 区 分  
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図 ２ － ４  複 合 バ イ リ ン ガ リ ズ ム と 等 位 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  

                                                (山 本 ， 1 9 9 1 )  
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は 言 語 環 境 や 言 語 習 得 の 程 度 に よ っ て 変 化 し て い く バ イ リ ン ガ リ ズ

ム の 継 続 的 な 状 態 を 示 し て い る と い え る 。  

 

 （ １ ４ ） 平 衡 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  (  e q u i l i n g u a l i s m  )／  

     二 重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  (  a m b i l i n g u a l i s m  )／  

     偏 重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  (  d o m i n a n t  b i l i n g u a l i s m  )  

 バ イ リ ン ガ ル の ２ つ の 言 語 能 力 を 比 較 し ， そ の 間 に 優 劣 が あ る か

ど う か と い う 観 点 か ら と ら え た も の で あ る 。 平 衡 バ イ リ ン ガ リ ズ ム

は 均 衡 バ イ リ ン ガ リ ズ ム ( b a l a n c e d  b i l i n g u a l i s m )  と も 呼 ば れ ， 両

言 語 能 力 の 間 に 差 が な い 状 態 を 指 し ， 偏 重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム は 両 者

に 優 劣 が あ る 場 合 を 指 し て い る 。 こ こ で 示 す 両 言 語 能 力 と は バ イ リ

ン ガ ル 自 身 が 持 つ ２ つ の 言 語 能 力 を さ し て お り ， 各 言 語 を 第 1 言 語

と す る モ ノ リ ン ガ ル の 言 語 能 力 と の 差 を 比 較 し た も の で は な い 。 二

重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム は ， バ イ リ ン ガ ル 自 身 の ２ 言 語 能 力 が 均 衡 し た

も の で あ り ， さ ら に モ ノ リ ン ガ ル の 言 語 能 力 と 比 較 し て も 差 が み ら

れ な い 状 態 を 意 味 し て い る (図 ２ － ５ 参 照 )。  

 し か し ， ２ 言 語 能 力 に 差 が な い と い う 均 衡 バ イ リ ン ガ リ ズ ム と 二

重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム ， 特 に 二 重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム に つ い て は 実 際 に

存 在 す る こ と が 可 能 な の か 疑 問 が 呈 さ れ て い る (山 本 ， 1 9 9 1 )。 ま ず

２ つ の 言 語 を 均 衡 に 習 得 し ， 維 持 し て お く た め に は ， ２ つ の 言 語 に

よ る 入 力 も 均 衡 に 行 な わ れ る 必 要 が あ る が ， 全 て の 事 に つ い て ２ 言

語 を 用 い て 経 験 す る 可 能 性 は 極 め て 低 い か ら で あ る 。 さ ら に 文 化 的

特 徴 を 持 つ 事 象 を そ の 文 化 圏 で 使 用 さ れ な い 言 語 で 表 現 す る 場 合 ，

困 難 を 伴 う こ と が 多 い 。 例 と し て E r v i n - T r i p p ( 1 9 6 8 )が ア メ リ カ 在  

住 の 日 本 人 女 性 を 対 象 に 行 な っ た 実 験 で は ， ア メ リ カ の 料 理 や 生 活  
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図 ２ － ５  二 重 ・ 平 衡 ・ 偏 重 バ イ リ ン ガ リ ズ ム  

(山 本 ， 1 9 9 1 )  
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に 関 す る こ と と ， 日 本 の 祭 や 正 月 な ど 日 本 文 化 に 関 す る こ と を 英 語

で 説 明 し て も ら っ た と こ ろ ， 日 本 文 化 に 関 わ り の あ る 話 題 に つ い て

は 日 本 語 の 混 入 や 文 法 の 乱 れ ， 言 い よ ど み な ど が み ら れ て い る 。 こ

の よ う な 理 由 か ら ， 現 実 に は こ れ ら の 段 階 に ま で 到 達 し な い バ イ リ

ン ガ ル の ほ う が 多 く ， ２ 言 語 間 に 能 力 の 差 の あ る 偏 重 バ イ リ ン ガ リ

ズ ム の 状 態 が よ り 一 般 的 で あ る と 予 想 さ れ る 。  

 

２ － ２ － ４  第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル の 測 定 尺 度  

 

バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 を 検 証 す る 場 合 ， 対 象 者 の 言 語 能 力

を 測 定 す る こ と は 必 要 な 条 件 で あ る 。し か し な が ら ，“ バ イ リ ン ガ ル

で あ る ” あ る い は “ ど の 程 度 の バ イ リ ン ガ ル か ” と い う こ と を 示 す

の は 非 常 に 困 難 な 問 題 で あ る 。 ど の よ う な 尺 度 や 実 験 課 題 が ，第 ２

言 語 の 習 熟 レ ベ ル の 測 定 に 用 い ら れ て き た の か ， 以 下 に 示 す 。  

海 外 に お け る 滞 在 期 間 ， い つ 第 ２ 言 語 を 学 習 し 始 め た か ， ど の よ

う な 環 境 で 習 得 し た か と い っ た 基 準 や 第 ２ 言 語 レ ベ ル に 対 す る 自 己

評 定 か ら ， 第 2 言 語 の 習 得 レ ベ ル を 分 類 し た 実 験 は 非 常 に 多 く み ら

れ る 。 こ れ ら は 外 的 要 因 か ら バ イ リ ン ガ ル の 程 度 を 測 定 し た も の と

ら え る こ と が で き る ( C r i s t o f f a n i n i， K i r s n e r  &  M i l e c h ,  1 9 8 6 ;  E h r i  

&  R y a n ,  1 9 8 0 )。  

一 方 ， 検 証 可 能 な 実 験 課 題 か ら ， 習 得 レ ベ ル を 測 定 す る 方 法 も あ

る 。 F a n g ら ( 1 9 8 1 )は ，中 国 語 優 位 の 実 験 参 加 者 の 英 語 能 力 を 図 る た

め に ， 英 語 と 中 国 語 の 色 名 単 語 の 命 名 時 間 を 測 っ た 。 こ れ は ， ２ 言

語 を 使 用 し た ス ト ル ー プ 課 題 を 設 定 し た P r e s t o n  &  L a m b e r t  ( 1 9 6 9 )

の 実 験 に 倣 っ た も の で あ る 。  
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 P r e s t o n  &  L a m b e r t ( 1 9 6 9 )は ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い て バ イ リ ン ガ ル

の ２ つ の 言 語 シ ス テ ム の 関 連 性 を 検 証 し た 。 こ れ は 内 的 要 因 か ら バ

イ リ ン ガ ル の 程 度 を 測 定 し た も の で あ る 。 ２ つ の 言 語 の 色 名 単 語 と

色 パ ッ チ が 刺 激 と し て 用 い ら れ た 。 色 パ ッ チ の イ ン ク の 色 を ２ 言 語

で 命 名 す る 課 題 と ， 色 名 と イ ン ク の 色 が 不 一 致 の 単 語 の イ ン ク の 色

を ２ 言 語 で 命 名 す る 課 題 を 行 な っ た 。 色 パ ッ チ の イ ン ク の 色 を 答 え

る 時 ， ２ 言 語 間 で 反 応 時 間 に 差 が な け れ ば 均 衡 バ イ リ ン ガ ル と み な

し て い る 。  

 言 語 属 性 を 持 た な い 刺 激 の イ ン ク の 色 を 答 え る た め に は 言 語 シ ス

テ ム に 語 彙 ア ク セ ス し 音 韻 情 報 を 生 成 す る 過 程 を 経 て い る と 考 え ら

れ る が ， ２ 言 語 間 で イ ン ク の 色 の 命 名 に 差 が み ら れ な い と い う こ と

は ２ つ の 言 語 シ ス テ ム に 同 等 に 語 彙 ア ク セ ス し て い る と 解 釈 さ れ る 。

語 彙 ア ク セ ス は 単 語 情 報 処 理 過 程 の 一 部 と い え る こ と か ら ， 言 語 属

性 を 持 た な い イ ン ク の 命 名 に お い て ２ 言 語 間 で 同 等 に ス ト ル ー プ 干

渉 が 生 じ る と い う こ と は バ イ リ ン ガ ル の 言 語 能 力 を 推 測 す る １ つ の

尺 度 と 考 え ら れ る 。 松 見 ( 1 9 9 4 )も こ の 方 法 を 採 用 し て ， 日 本 語 を 第

１ 言 語 と す る 参 加 者 の 英 語 の 習 得 レ ベ ル を 測 定 し て い る 。  

 

２ － ２ － ５  第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル か ら み た バ イ リ ン ガ ル の  

語 彙 ・ 概 念 構 造  

 

第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル と い う 視 点 に 基 づ き ， ス ト ル ー プ 課 題 や 翻

訳 課 題 ， プ ラ イ ミ ン グ 課 題 な ど 様 々 な タ イ プ の 実 験 課 題 か ら ， バ イ

リ ン ガ ル の 単 語 構 造 は 検 証 さ れ て き た 。 新 し い 言 語 を 習 得 す る こ と

で ， 単 語 の 認 知 処 理 の プ ロ セ ス は ど の よ う に 変 化 す る の か ， そ の 変
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遷 を 概 観 す る 。  

 ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 機 能 を 検 証 し た 研

究 に Mä g i s t e  ( 1 9 8 4 )の 実 験 が あ る 。 ド イ ツ 語 と ス ウ ェ ー デ ン 語 の バ

イ リ ン ガ ル を 対 象 と し た ス ト ル ー プ 課 題 を 行 っ た と こ ろ ， ス ト ル ー

プ 干 渉 の 生 起 は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル に 大 き く 依 存 す る こ と が 明

ら か と な っ た 。  

第 ２ 言 語 の 初 級 レ ベ ル で は ， 言 語 間 干 渉 （ 刺 激 単 語 と 反 応 言 語 が

異 な る ） も 言 語 内 干 渉 （ 刺 激 単 語 と 反 応 言 語 が 同 一 ） も 第 １ 言 語 刺

激 か ら の 干 渉 を 強 く 受 け る 。 中 級 レ ベ ル に な る と ， ２ つ の 干 渉 は ど

ち ら の 言 語 に つ い て も 類 似 し た 傾 向 に な る 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 最

も 高 い 群 で は ,  第 １ 言 語 で 答 え る と き に は ,  両 干 渉 は 同 等 に な る が ，

第 ２ 言 語 で 反 応 す る 場 合 ， 言 語 内 干 渉 (第 ２ 言 語 が 刺 激 単 語 )の 方 が

言 語 間 干 渉 （ 第 １ 言 語 が 刺 激 単 語 ） よ り も 大 き か っ た 。 こ れ は ， 第

２ 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る こ と で ， そ の 言 語 の 認 知 処 理 が 速 く な り ，

同 じ 言 語 で 答 え る と き に ， 文 字 情 報 か ら の 干 渉 を 強 く 受 け る こ と に

な っ た こ と を 示 唆 し た も の で あ る 。  

 T z e l g o v ,  H e n i k  &  L e i s e r  ( 1 9 9 0 )は ， ア ラ ビ ア 語 と ヘ ブ ラ イ 語 の

ス ト ル ー プ 課 題 を 実 施 し た 。 第 ２ 言 語 の 高 習 熟 度 群 を 対 象 と し た 実

験 で は ， 言 語 内 干 渉 の 方 が 言 語 間 干 渉 よ り も 強 く 生 起 し て い た 。 そ

れ ぞ れ の 干 渉 が 生 起 す る プ ロ セ ス を 見 て み る と ，言 語 内 条 件 の 場 合 ，

同 じ 言 語 シ ス テ ム に お い て ， 色 名 単 語 と イ ン ク の 色 と い う ２ つ の 語

彙 表 象 が 競 合 す る た め に 干 渉 が 生 じ る 。 そ れ に 対 し て ， 言 語 間 条 件

の 場 合 ， 色 名 単 語 の 心 的 辞 書 と イ ン ク の 色 を 産 出 す る 心 的 辞 書 は 異

な る た め ， そ れ ぞ れ の 表 象 の 活 性 化 に よ る 語 彙 表 象 の 競 合 は 起 こ り

に く い 。 こ れ は ， 習 熟 度 の 低 い 群 で は ， 言 語 間 干 渉 が か な り 減 少 す
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る こ と か ら も 証 明 さ れ た 。   

T z e l g o v ら ( 1 9 9 0 )の 結 果 は ， C h e n  &  H o（ 1 9 8 6 )に よ っ て も 実 証 さ

れ た 。 中 国 語 ― 英 語 の ス ト ル ー プ 課 題 の 結 果 は ， 第 1 言 語 と 概 念 構

造 の 結 び つ き か ら ， 第 ２ 言 語 と 概 念 構 造 と の 新 し い リ ン ク が 形 成 さ

れ る こ と を 結 論 づ け る も の で あ っ た 。  

ま た ， 内 的 表 象 の カ テ ゴ リ ー 形 成 や 認 知 処 理 の パ タ － ン は 単 語 認

知 過 程 で は よ り 深 い 処 理 に 位 置 す る と 考 え ら れ る が ， そ れ ら は ， 言

語 習 得 に よ り 変 化 が 生 じ る こ と が 分 類 課 題 や プ ラ イ ミ ン グ 課 題 で 示

さ れ て い る 。 ２ 言 語 の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 様 相 は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ

ベ ル に よ っ て 異 な る こ と も い く つ か の 研 究 で 示 さ れ て き た 。  

第 ２ 言 語 の 習 得 度 が 上 が る と ，共 有 す る 概 念 特 徴 が 増 え る た め に ，

カ テ ゴ リ ー の 同 定 判 断 は 言 語 間 の 差 が 小 さ く な る ( S e g a l o w i t z  &  D e  

A l m e i d a ,  2 0 0 2 )。 ま た ， 英 語 を 習 得 し た 日 本 語 話 者 の カ テ ゴ リ ー 判

断 は ， 英 語 を 第 １ 言 語 と す る 話 者 と 類 似 し た 傾 向 を 示 し ， 英 語 の 習

熟 度 の 上 昇 に よ る 認 知 的 判 断 の シ フ ト が 生 じ る （ A t h a n a s o p o u l o s，

2 0 0 6）。こ れ ら の 実 験 結 果 は ，言 語 習 得 に よ り ，共 通 の カ テ ゴ リ ー 構

造 が 形 成 さ れ る こ と を 示 唆 し た も の で あ る 。  

A m e e l， M a l t， S t o r m s  &  A s s c h e（ 2 0 0 9） は ド イ ツ 語 と フ ラ ン ス 語

の バ イ リ ン ガ ル に ２ 言 語 の 単 語 の 典 型 性 評 定 を 求 め た と こ ろ ， ド イ

ツ 語 と フ ラ ン ス 語 の モ ノ リ ン ガ ル の 典 型 性 評 定 よ り も ， 言 語 間 の 典

型 性 評 定 に 高 い 相 関 が み ら れ た 。 さ ら に 写 真 に 示 さ れ た ア イ テ ム を

属 性 の 類 似 度 に よ っ て 並 べ る 課 題 の 結 果 か ら ， ２ 言 語 に つ い て ， カ

テ ゴ リ ー の プ ロ ト タ イ プ と な る 典 型 的 な 項 目 の 位 置 関 係 を 参 加 者 群

ご と に 算 出 し た 。 そ の 結 果 ， モ ノ リ ン ガ ル が 示 し た ド イ ツ 語 と フ ラ

ン ス 語 の そ れ ぞ れ の プ ロ ト タ イ プ の 位 置 は 離 れ て い た の に 対 し て 、
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ド イ ツ 語 － フ ラ ン ス 語 バ イ リ ン ガ ル の ２ 言 語 間 の プ ロ ト タ イ プ は 非

常 に 近 い ， あ る い は 重 な り あ う 程 度 に 位 置 す る こ と が 示 さ れ た 。 つ

ま り ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る と ， ２ 言 語 の 意 味 カ テ ゴ リ ー の 中

心 と な る 項 目 の 距 離 は よ り 近 接 し て 位 置 す る よ う に な る と い え る 。  

 

２ － ３  こ れ ま で の 研 究 の 問 題 点   

 

こ こ ま で 述 べ て き た よ う に ， 言 語 や 文 化 の 違 い が 単 語 処 理 や 単 語

の 認 識 と い っ た 単 語 認 知 機 能 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か と い う

問 題 に 対 し て ， 単 語 や 文 を 実 験 材 料 と し て 言 語 理 解 や 習 得 の プ ロ セ

ス に つ い て 検 証 が 試 み ら れ て き た 。第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な る と ，

言 語 シ ス テ ム は ど の よ う に 変 遷 を 遂 げ る の か と い う 問 題 に つ い て は ，

ス ト ル ー プ 課 題 や カ テ ゴ リ ー 判 断 課 題 な ど か ら ， 形 態 ， 音 韻 ， 意 味

レ ベ ル で の 単 語 認 知 処 理 や ， 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ ル で の 関 連 性 な

ど が 検 討 さ れ て き た 。  

ま た ， バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 を 解 明 す る た め の 実 験 に は ，

主 に 英 語 を 中 心 と し た 様 々 な 言 語 の バ イ リ ン ガ ル が 対 象 と さ れ て き

た 。 そ の た め ， 文 化 的 背 景 や 文 法 構 造 が 類 似 し た 言 語 を 話 す バ イ リ

ン ガ ル と ， 全 く 異 な る 文 法 構 造 や 文 字 形 態 を 使 用 す る バ イ リ ン ガ ル

を 同 等 に 扱 う こ と が 出 来 る の か ， あ る い は そ の よ う な 要 因 に 関 わ ら

ず ， 共 通 し た 認 知 構 造 が あ る の か と い っ た 問 題 に 焦 点 を あ て た 検 証

は さ れ て こ な か っ た 。  

 さ ら に ， ２ つ の 概 念 構 造 の 関 係 性 に つ い て は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 が

進 む に つ れ て カ テ ゴ リ ー 構 造 が 変 化 す る と い う 知 見 が 得 ら れ て い る

が ， ２ 言 語 の 概 念 構 造 の 特 徴 か ら ， そ の 関 係 性 を 検 証 し た 実 験 は 見
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当 た ら な い 。例 え ば ，英 語 と 日 本 語 の 場 合 ，文 法 構 造 の 相 違 も 多 く ，

文 化 的 背 景 に つ い て も 共 通 部 分 は 少 な い こ と か ら ， 生 起 さ れ る 単 語

の イ メ ー ジ や 概 念 の 類 似 性 は 言 語 間 で 低 い と 予 想 さ れ る 。  

２ つ の 単 語 構 造 を 検 証 す る た め に は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル の 違

い だ け で な く ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ 言 語 間 の 親 近 性 も 考 慮 し

な け れ ば な ら な い 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と 言 語 間 の 親 近 性 の ２ つ の 要

因 を 独 立 変 数 と し ， そ れ が ど の よ う に 概 念 構 造 の 形 成 や 知 識 の 体 制

化 に 影 響 し ， カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 起 す る の か と い う 実 験 の 検 証 は な

さ れ て こ な か っ た 。 ２ 言 語 の 知 識 の 体 制 化 に つ い て ， ど の 言 語 を 第

２ 言 語 と し て 習 得 す る か に よ っ て ， 第 １ 言 語 と 独 立 し た カ テ ゴ リ ー

構 造 が 形 成 さ れ る の か ， あ る い は 共 通 の 構 造 と な る の か 明 確 な 結 論

は 得 ら れ て い な い 。  

こ の よ う に バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 を 検 証 す る と き ， ２ つ の

言 語 間 の 親 近 性 や ， そ の 習 熟 レ ベ ル は ， 記 憶 構 造 や 心 的 辞 書 に 対 す

る 重 要 な 要 因 と な り 得 る 。 し か し な が ら ， 多 く の 実 験 で は ， こ れ ら

２ つ の 要 因 は そ れ ぞ れ の 実 験 パ ラ ダ イ ム に お い て 個 々 に 検 証 さ れ ，

言 語 間 の 特 徴 を ど れ く ら い 共 有 し て い る の か ， ２ 言 語 の 親 近 性 を 統

制 し た 実 験 パ ラ ダ イ ム に よ る 検 証 が な さ れ て い な い こ と が 問 題 点 と

し て 挙 げ ら れ る 。  
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第三章  

実験的研究１  

語彙－概念レベルにおける  

単語認知過程の検討  
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３ － １  語 彙 － 概 念 レ ベ ル に お け る 単 語 認 知 過 程 の 検 討  

 

２ － ３ で ま と め た こ れ ま で の 研 究 の 問 題 点 を ふ ま え ， 本 研 究 で は

２ つ の 要 因 か ら バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 を 明 ら か に す る 。  

１ つ 目 は ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 間 の 親 近 性 で あ り ， バ イ

リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 が ど の よ う な 祖 語 か ら 派 生 し た 言 語 な の か ，

あ る い は 文 法 構 造 に 類 似 点 が 見 ら れ る の か と い っ た 言 語 学 的 要 素 に

基 づ い て 親 近 性 の 程 度 を 分 類 し た 。 親 近 性 の 高 い 言 語 と 低 い 言 語 を

話 す バ イ リ ン ガ ル に 対 し て ， こ れ ま で の 単 語 処 理 モ デ ル が 適 用 さ れ

う る の か 検 証 し ， 必 要 で あ れ ば 新 た な 処 理 モ デ ル を 提 案 す る 。  

２ つ 目 は ， バ イ リ ン ガ ル の 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 で あ る 。 初 級 レ ベ ル

か ら 第 1 言 語 と 同 等 に 話 せ る レ ベ ル の 段 階 ま で ， 言 語 の 習 得 レ ベ ル

に は 大 き な 違 い が あ る 。 習 熟 度 の 違 い に よ っ て ， ２ つ の 言 語 シ ス テ

ム の 関 係 性 や 体 系 化 に 変 化 が 見 ら れ る の か ど う か 明 ら か に す る 。  

こ の ２ つ の 視 点 を 検 証 す る た め に ， 系 統 論 的 観 点 ， 類 型 論 的 観 点

か ら 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 韓 国 語 ） の バ イ リ ン

ガ ル と ， 親 近 性 が 低 い と 考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 英 語 ） の バ イ リ

ン ガ ル を 対 象 と す る 。 さ ら に ， 第 ２ 言 語 (英 語 ， 韓 国 語 )の 習 熟 度 に

つ い て も ，そ の 程 度 を 分 類 し ，習 熟 度 の 高 い 群 と 低 い 群 を 設 定 し た 。  

バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ つ の 言 語 間 の 親 近 性 が 言 語 理 解 や 概 念

構 造 に ど の よ う に 影 響 を 及 ぼ す の か ， さ ら に 第 ２ 言 語 を 習 得 し て い

く 過 程 に お い て ， 言 語 シ ス テ ム や 概 念 構 造 が ど の よ う に 変 遷 し て い

く の か 実 証 的 に 研 究 し て い く こ と が 本 研 究 の 目 的 で あ る 。 単 語 を 刺

激 と し て ， 語 彙 レ ベ ル で の 課 題 や 内 的 表 象 の 体 系 化 に 関 連 す る 課 題

を 設 定 す る こ と で ， 様 々 な 処 理 レ ベ ル か ら 単 語 認 知 過 程 を 詳 細 に 検
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討 す る こ と を 試 み る 。 本 章 の 実 験 １ か ら 実 験 ４ で は 、 語 彙 と 概 念 レ

ベ ル に 関 与 す る 実 験 課 題 か ら ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度

が 単 語 認 知 過 程 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 検 証 す る 。  

ま ず ， 親 近 性 や 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 異 な る ２ つ の 群 に つ い て ， ス

ト ル ー プ 課 題 を 用 い て ， 読 み の 過 程 に お け る 語 彙 表 象 の 競 合 の プ ロ

セ ス が 異 な る の か 検 証 す る 。 ２ 言 語 の ス ト ル ー プ 言 語 間 干 渉 と 言 語

内 干 渉 の 生 起 過 程 を ， K r o l l ら （ 1 9 9 4） が 提 案 し た 語 彙 － 概 念 レ ベ

ル の 階 層 モ デ ル を 用 い て 明 ら か に す る 。 次 に ， 単 語 の 翻 訳 の プ ロ セ

ス に お い て ， 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 が 生 じ る か ど う か 検 証 す る 。 言 語

の 発 達 仮 説 に 基 づ い て 提 唱 さ れ た 階 層 モ デ ル が ， 言 語 間 の 親 近 性 の

差 異 ， ま た 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 異 な る 様 々 な バ イ リ ン ガ ル 群 に も 適

用 で き る の か 検 証 す る 。  

 

３ － ２  実 験 的 考 察 １ ： 語 彙 表 象 の 競 合 の プ ロ セ ス の 検 証  

（ 日 本 語 － 英 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

実 験 １ で は ， ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い て バ イ リ ン ガ ル に お け る 語 彙

表 象 の 競 合 の プ ロ セ ス を 検 証 す る 。 習 得 し た 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い

と 考 え ら れ る 日 本 語 ‐ 英 語 話 者 を 対 象 と し て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の

違 い が ス ト ル ー プ 干 渉 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の か と い う 問 題 に

つ い て も 検 討 す る 。  

２ 言 語 を 用 い た ス ト ル ー プ 課 題 を 行 な っ た の は ， P r e s t o n  &  

L a m b e r t ( 1 9 6 9 )で あ る 。バ イ リ ン ガ ル に お け る ２ つ の 言 語 シ ス テ ム の

関 連 性 を 検 証 す る た め ， 色 付 け さ れ た 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を ２ つ
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の 言 語 (英 語 あ る い は フ ラ ン ス 語 な ど )で 命 名 す る 課 題 と 色 パ ッ チ と

い う 言 語 属 性 を 持 た な い 刺 激 の イ ン ク の 色 の 命 名 課 題 を 実 施 し た 。

言 語 属 性 を 持 た な い 刺 激 の イ ン ク の 色 の 命 名 課 題 に お い て ２ 言 語 間

で 反 応 時 間 に 差 が な け れ ば 均 衡 バ イ リ ン ガ ル と み な す と い う 知 見 も

あ る 。 日 本 に お い て は 松 見 ( 1 9 9 4 )が 日 本 語 と ド イ ツ 語 を 用 い た 実 験

で ２ 言 語 間 の 習 得 レ ベ ル の 均 衡 度 を 判 定 す る 際 こ の ス ト ル ー プ 課 題

を 用 い て い る 。  

 こ れ ま で の 研 究 で は ， 呈 示 言 語 と イ ン ク の 色 を 命 名 す る 反 応 言 語

が 同 一 で あ る 言 語 内 干 渉 の 方 が ， 呈 示 言 語 と 反 応 言 語 が 異 な る 言 語

間 干 渉 よ り も ス ト ル ー プ 干 渉 は 大 き く な る こ と が 示 さ れ て き た

（ M a g i s t e， 1 9 8 4）。 本 研 究 で は ， 言 語 間 の 親 近 性 の 低 い バ イ リ ン ガ

ル 群 に お い て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い が ど の よ う に ２ 言 語 間 の ス

ト ル ー プ 干 渉 に 影 響 す る の か 検 証 す る 。 ま た ， 単 語 の 語 彙 処 理 と イ

ン ク の 色 処 理 は ， 単 語 認 知 過 程 に お い て ， 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ ル

の 活 性 化 が 生 じ る 。 ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 じ る 過 程 を K r o l l ら ( 1 9 9 4 )

の ２ 言 語 間 の 階 層 モ デ ル を も と に 検 証 す る 。   

【 方 法 】  

実 験 参 加 者 ： 日 本 語 ‐ 英 語 話 者 に つ い て ， 海 外 滞 在 経 験 ， 言 語 学 習

環 境 に よ っ て ， 次 の ２ 群 を 設 定 し た (付 録 １ 参 照 )。 低 習 熟 度 群 は ，

日 本 で 英 語 を 学 習 し (平 均 8 . 4 年 )，  海 外 滞 在 経 験 の な い 学 生 2 0 名

と し た ．日 本 語 能 力 を 1 0 ポ イ ン ト と し ，英 語 の ４ つ の 基 本 的 能 力 に

つ い て １ か ら 1 0 の 尺 度 で 自 己 評 定 し た 結 果 は ，話 す 3 . 1，聞 く 3 . 8，  

読 む 5 . 5，書 く 4 . 1 で あ っ た ．高 習 熟 度 群 は ，長 期 海 外 滞 在 経 験 (平

均 4 . 8 年 )の あ る 学 生 （ 平 均 学 習 年 数 8 . 5 年 ） 2 4 名 で あ り ， 英 語 の

能 力 に つ い て の 自 己 評 定 の 結 果 は ， 話 す 6 . 8， 聞 く 7 . 7， 読 む 6 . 7，
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書 く 6 . 3 で あ っ た 。  

装 置 ： M a c i n t o s h  P o w e r b o o k 3 4 0 0 c に よ っ て 刺 激 の 呈 示 ， 反 応 計 測 を

行 な い ， マ イ ク を 通 し て 音 声 反 応 を 取 り 込 ん だ 。  

刺 激 ： 日 本 語 の ４ つ の 色 名 単 語 (赤 ， 青 ， 茶 ， 緑 )と 英 語 の 翻 訳 同 義

語 ， さ ら に コ ン ト ロ ー ル 刺 激 と し て “ ＊ ” マ ー ク を 用 い た 。 言 語 刺

激 は 色 名 と 色 が 一 致 し な い よ う に ３ 色 の イ ン ク （ 例 え ば ， 赤 の 文 字

に は 青 ，茶 ，緑 ）を 用 い ，非 言 語 刺 激 は ４ 色 の イ ン ク で 色 付 け し た 。

色 名 単 語 は ，４ 単 語 ×３ 色 の 1 2 刺 激 ，コ ン ト ロ ー ル 刺 激 は ４ 色 の 計

1 6 種 類 の 刺 激 を 作 成 し た 。言 語 刺 激 リ ス ト は ，日 本 語 と 英 語 の ２ 種

類 ， 非 言 語 刺 激 リ ス ト は “ ＊ ” マ ー ク の 合 計 ， ３ つ の タ イ プ の 刺 激

リ ス ト を 用 い て ， 課 題 を 行 な っ た 。 言 語 刺 激 リ ス ト は ， 色 名 単 語 の

1 2 刺 激 を ４ 回 繰 り 返 し ，4 8 項 目 が ラ ン ダ ム 順 で 呈 示 さ れ た 。非 言 語

リ ス ト は ， ４ 色 で 色 づ け さ れ た コ ン ト ロ ー ル 刺 激 を 1 2 回 繰 り 返 し ，

ラ ン ダ ム 順 で 4 8 項 目 を 構 成 し た 。  

手 続 き ： 実 験 は ３ 要 因 で 構 成 さ れ た 。 被 験 者 間 要 因 と し て ， 習 熟 度

の 異 な る 参 加 者 群（ 高 習 熟 度 ，低 習 熟 度 ），被 験 者 内 要 因 と し て ，刺

激 リ ス ト（ 日 本 語 ，英 語 ，コ ン ト ロ ー ル 刺 激 ），と 反 応 言 語（ 日 本 語 ，

英 語 ） の 実 験 計 画 で あ っ た 。 実 験 参 加 者 は ， ３ 種 類 の 刺 激 リ ス ト を

日 本 語 か 英 語 で 答 え る よ う 教 示 を 受 け た 。 実 験 参 加 者 は ３ つ の 刺 激

リ ス ト と ２ つ の 反 応 言 語 の ６ 条 件 す べ て を 行 な い ， 刺 激 リ ス ト は 実

験 参 加 者 を 通 し て ラ ン ダ ム 順 に 呈 示 し て カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス を と っ

た (表 ３ － １ 参 照 )。     

日 本 語 か 英 語 で 書 か れ た 色 名 単 語 ， あ る い は “ ＊ ” マ ー ク の い ず

れ か が C R T 上 に 呈 示 さ れ ， 実 験 参 加 者 は ， 教 示 に 従 っ て ， 日 本 語 か

英 語 で イ ン ク の 色 を で き る だ け 速 く 答 え る よ う 指 示 さ れ た 。 実 験 参  
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表 ３ － １  

実 験 １ に 用 い ら れ た ６ 課 題     

     

１ ．  日 本 語 の 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を 日 本 語 で 答 え る  

       青  →   あ か  

２ ．  英 語 の 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を 日 本 語 で 答 え る  

     Brown  →  み ど り  

３ ．“ ＊ ” マ ー ク の イ ン ク の 色 を 日 本 語 で 答 え る  

          ＊  →  あ か    

４ ．  日 本 語 の 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を 英 語 で 答 え る  

茶  →  ブ ル ー     

５ ．  英 語 の 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を 英 語 で 答 え る  

Blue  →  ブ ラ ウ ン    

６ ．“ ＊ ” マ ー ク の イ ン ク の 色 を 英 語 で 答 え る  

          ＊  →  グ リ ー ン  
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加 者 は ， C R T の 前 に 座 り ，次 の よ う な 教 示 を 受 け た 。「 画 面 の 中 央 に

日 本 語 か 英 語 の 単 語 ，“ ＊ ”マ ー ク が 一 つ ず つ 出 て き ま す の で ，単 語

の イ ン ク の 色 を 英 語 か 日 本 語 で 答 え て く だ さ い 。 イ ン ク の 色 は ， あ

か ， あ お ， ち ゃ ， み ど り の ４ 色 で す 。 ど ち ら の 言 語 で 答 え る か は ，

画 面 の 説 明 を よ く 読 ん で く だ さ い 。 答 え る と き は ， 出 来 る だ け 速 く

正 確 に 答 え て く だ さ い 。訳 な ど を 考 え る と き に ，“ ん ー ”と か“ あ ー ”

と 言 う の は 避 け る よ う に し て く だ さ い 。 答 え が わ か ら な い と き は ，

“ わ か り ま せ ん ” ま た は “ N O” と い っ て く だ さ い 。 練 習 の 後 ， 本 番

が 始 ま り ま す 。」。  

実 験 参 加 者 は ， 音 声 を 取 り 込 む た め の マ イ ク を 口 の 前 に 設 置 し ，

画 面 に 呈 示 さ れ た 教 示 を 読 み ， ス ペ ー ス キ ー を 押 し て 実 験 を 開 始 し

た 。 実 験 参 加 者 が イ ン ク の 色 を マ イ ク に 向 か っ て 反 応 し ， そ の 音 声

が 取 り 込 ま れ る と 刺 激 は 画 面 か ら 消 失 し ， ２ 秒 後 に 次 の 刺 激 が 呈 示

さ れ た 。 1 8 回 の 練 習 試 行 の 後 ， 2 8 8 回 の 本 試 行 を 行 な っ た 。 音 声 反

応 は ， 刺 激 呈 示 か ら ， マ イ ク が 音 声 を 取 り 込 む ま で の 反 応 時 間 を ミ

リ 秒 単 位 で 測 定 し た 。 コ ン ピ ュ ー タ ー に は ， 刺 激 番 号 ， 反 応 時 間 の

２ つ の 変 数 が 記 録 さ れ た 。  

【 結 果 と 考 察 】  

 参 加 者 群 （ 高 習 熟 度 ， 低 習 熟 度 ） ご と に ６ 課 題 の 平 均 反 応 時 間 を

図 ３ － １ に 示 す 。 平 均 時 間 の 産 出 に は ，誤 答 や 言 い よ ど み ，２ 回 言

い 直 し た デ ー タ な ど は 除 外 し ， 条 件 ご と に 実 験 参 加 者 の 中 央 値 を 産

出 し ， そ の 平 均 値 を と っ た 。  

 反 応 時 間 の 傾 向 を み て み る と ， 両 群 に お い て ， 反 応 す る 言 語 が 第

１ 言 語 の 日 本 語 と 第 ２ 言 語 の 英 語 の ど ち ら に つ い て も ， 言 語 属 性 を

持 た な い 刺 激（“ ＊ ”マ ー ク ）の イ ン ク の 色 を 命 名 す る 方 が 言 語 属 性  
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図 ３ － １  日 英 群 に お け る 平 均 反 応 時 間  

 

2  

 

 

 

 

                                                   
２ L 1 は 日 本 語 ， L 2 は 英 語 を 指 す ． ま た L e s s  p r o f i c i e n t は 低 習 熟 度

群 ， M o r e  p r o f i c i e n t は 高 習 熟 度 群 で あ る ．  
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を 持 つ 刺 激 の 命 名 よ り も 速 く な っ て い る 。 ま た ， 日 本 語 で 反 応 す る

場 合 に は ， 刺 激 の 属 性 に 関 わ ら ず ， 低 習 熟 度 群 の 方 が 高 習 熟 度 群 よ

り も 速 く 反 応 し て い る 。 さ ら に ， 言 語 属 性 を 持 た な い 刺 激 の イ ン ク

の 色 の 命 名 に つ い て ， 日 本 語 と 英 語 の 反 応 時 間 の 差 は ， 低 習 熟 度 よ

り も 高 習 熟 度 群 の 方 が 小 さ い よ う で あ る 。  

 こ れ ら の 傾 向 を 検 証 す る た め ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 （ 高 習 熟 度 ， 低

習 熟 度 ） ×刺 激 の 種 類 （ 日 本 語 ( L 1 )， 英 語 ( L 2 )，“ ＊ ” マ ー ク ） ×反

応 言 語 （ 日 本 語 ( L 1 )， 英 語 ( L 2 )） の 3 要 因 の 分 散 分 析 を 行 な っ た 。

そ の 結 果 ， 刺 激 の 種 類 （ F  ( 2 , 8 0 ) = 1 5 8 . 3 0， p  < . 0 0 1） と 反 応 言 語 （ F  

( 1 , 4 0 ) = 5 7 . 4 3， p  < . 0 0 1） に 有 意 な 主 効 果 が 得 ら れ た 。 さ ら に ， 第 ２

言 語 の 習 熟 度 と 反 応 言 語 （ F  ( 1 , 4 0 ) = 5 . 6 3， p  < . 0 5）， 刺 激 の 種 類 と

反 応 言 語 （ F  ( 2 , 8 0 ) = 8 . 7 7， p  < . 0 0 1） に つ い て も 交 互 作 用 が 有 意 で

あ っ た 。  

 下 位 検 定 の 結 果 ， 刺 激 の 種 類 に つ い て は ， 言 語 刺 激 （ 日 本 語 ， 英

語 ） を 答 え る 方 が 非 言 語 刺 激 を 答 え る よ り も 時 間 を 要 し ， さ ら に ，

日 本 語 刺 激 の イ ン ク の 色 を 命 名 す る ほ う が 英 語 刺 激 よ り も 有 意 に 速

か っ た 。ま た ，第 ２ 言 語 と し て の 英 語 の 習 熟 度 の 違 い に か か わ ら ず ，  

第 １ 言 語 の 日 本 語 で 答 え る 方 が 英 語 で 答 え る よ り も 速 く 反 応 し て い  

た 。 刺 激 の 種 類 と 反 応 言 語 の 交 互 作 用 に つ い て は ， い ず れ の 刺 激 の

タ イ プ に つ い て も ， 一 貫 し て ， 英 語 よ り も 日 本 語 の 方 が 有 意 に 速 く

答 え る と い う 結 果 で あ っ た 。  

 習 熟 度 の 違 い が ど の よ う に 課 題 に 影 響 し た の か よ り 詳 細 に 検 証 す

る た め ， 習 熟 度 の 異 な る 参 加 者 群 ご と に ， 刺 激 の 種 類 と 反 応 言 語 の

２ 要 因 の 分 散 分 析 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 ， 高 ， 低 習 熟 度 群 い ず れ に

お い て も 交 互 作 用 が 有 意 で あ っ た 。日 本 語 反 応 で は ，非 言 語 刺 激（“ ＊ ”
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マ ー ク ） よ り も 日 本 語 と 英 語 の 言 語 刺 激 の 方 が 時 間 を 要 し て い た こ

と か ら ， 両 言 語 で ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 じ て い た こ と が 示 さ れ た （ 高

習 熟 度：F  ( 2 , 4 2 ) = 4 . 8 5，p  < . 0 5 ;  低 習 熟 度：( F ( 2 , 3 8 ) = 4 . 3 0，p  < . 0 5 )．

ス ト ル ー プ 干 渉 の 強 さ に ， 言 語 刺 激 の 種 類 に よ る 違 い は 見 ら れ な か

っ た 。  

一 方 ， 英 語 で 反 応 す る 場 合 ， ２ つ の 言 語 刺 激 の 方 が 非 言 語 刺 激 よ

り も 反 応 時 間 が 有 意 に 長 か っ た こ と か ら ス ト ル ー プ 干 渉 は 生 起 し ，

さ ら に 日 本 語 よ り も 英 語 刺 激 が 呈 示 さ れ る と 干 渉 は 強 く な っ て い た 。

つ ま り ， 高 習 熟 度 で も 低 習 熟 度 で も ， 日 本 語 で 答 え る 場 合 に は ， 日

本 語 と 英 語 か ら 同 等 の 干 渉 が 起 こ り ， 言 語 間 干 渉 と 言 語 内 干 渉 に 差

は み ら れ な か っ た 。 そ れ に 対 し て ， 英 語 で 答 え る 場 合 に は ， 日 本 語

か ら の 干 渉 よ り も 英 語 か ら の 干 渉 が 強 く ， 言 語 間 干 渉 よ り も 言 語 内

干 渉 の 方 が 高 い と い う 結 果 で あ っ た 。  
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３ － ３  実 験 的 考 察 ２ ： 語 彙 表 象 の 競 合 の プ ロ セ ス の 検 証  

（ 日 本 語 － 韓 国 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

本 研 究 で は ， 習 得 し た 言 語 間 の 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 日 本 語

－ 韓 国 語 話 者 を 対 象 と し て ， ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い て バ イ リ ン ガ ル

に お け る 語 彙 表 象 の 競 合 の プ ロ セ ス を 検 証 す る 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度

の 違 い が ス ト ル ー プ 干 渉 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の か と い う 問 題

に つ い て も 検 討 す る 。  

【 方 法 】  

実 験 参 加 者 ： 日 本 語 ‐ 韓 国 語 話 者 に つ い て ， 海 外 滞 在 経 験 ， 言 語 学

習 環 境 に よ っ て 以 下 の ２ 群 を 設 定 し た 。 低 習 熟 度 群 は ， 韓 国 の 大 学

の 韓 国 語 コ ー ス の 初 級 レ ベ ル (平 均 学 習 年 数 2 . 3 年 )に 在 籍 中 で 日 本

語 を 第 １ 言 語 と す る 学 生 2 4 名 で あ っ た 。 日 本 語 能 力 を 1 0 ポ イ ン ト

と し ，韓 国 語 の ４ つ の 基 本 的 能 力 に つ い て １ か ら 1 0 の 尺 度 で 自 己 評

定 し た 結 果 は ，話 す 4 . 2， 聞 く 4 . 7， 読 む 4 . 5，書 く 3 . 9 で あ っ た 。

高 習 熟 度 群 は ， 韓 国 の 大 学 の 韓 国 語 コ ー ス の 上 級 レ ベ ル あ る い は 大

学 院 に 在 籍 中 （ 平 均 滞 在 年 数 1 . 8 年 ） の 日 本 語 を 第 １ 言 語 と す る 学

生（ 平 均 学 習 年 数 4 . 4 年 ） 2 4 名 で あ り ，韓 国 語 の 能 力 に つ い て の 自

己 評 定 の 結 果 は ，話 す 6 . 8，聞 く 7 . 1，読 む 7 . 1，書 く 6 . 0 で あ っ た 。  

装 置 ： 実 験 １ と 同 じ 装 置 を 用 い ， 反 応 計 測 を 行 な っ た 。  

刺 激 ： 日 本 語 刺 激 は ， 実 験 １ と 同 じ ４ 色 （ 赤 ， 青 ， 茶 ， 緑 ） の 色 名

単 語 と し ， 韓 国 語 は そ の 翻 訳 同 義 語 （ 홍 색 / h o ŋ s e k / ，

파 랑 색 / p h a r a ŋ s e k /， 갈 색 / k a l s e k /， 녹 색 / n o k s e k /） を 用 い た 。 非 言

語 刺 激 と し て の ＊ マ ー ク も 実 験 １ と 同 様 に 準 備 し た 。 日 本 語 ， 韓 国
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語 の 言 語 刺 激 リ ス ト と 非 言 語 刺 激 リ ス ト の 作 成 も 実 験 １ と 同 じ 方 法

で 行 い ， 4 8 項 目 の 刺 激 が ラ ン ダ ム 順 で 構 成 さ れ た 。  

手 続 き ： 実 験 の 手 続 き に つ い て は ， 英 語 刺 激 が 韓 国 語 刺 激 に 変 更 さ

れ た 点 を 除 い て ， す べ て 実 験 １ と 同 じ で あ っ た 。  

【 結 果 と 考 察 】  

反 応 時 間 の 算 出 方 法 も 実 験 １ と 同 様 で あ っ た 。 各 課 題 の 反 応 傾 向

に つ い て は ，習 熟 度 に か か わ ら ず ，“ ＊ ”マ ー ク の 色 命 名 は ，言 語 刺

激 よ り も 速 い（ 図 ３ － ２ 参 照 ）。ま た ，６ 条 件 そ れ ぞ れ の 平 均 反 応 時

間 は ， 参 加 者 群 に よ る 差 は あ ま り み ら れ な い 。 さ ら に ， 反 応 言 語 ご

と に 刺 激 リ ス ト の 違 い を み て み る と ， 日 本 語 （ L 1） で 答 え る 場 合 に

は ， 日 本 語 刺 激 と 韓 国 語 刺 激 の 差 は 見 ら れ な い が ， 韓 国 語 （ L 2） で

反 応 す る 場 合 は 韓 国 語 刺 激 の ほ う が 日 本 語 刺 激 よ り も 時 間 を 要 し て

い た 。  

 こ れ ら の 傾 向 を ３ 要 因 （ 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 ×刺 激 リ ス ト の 種 類 ×

反 応 言 語 ） の 分 散 分 析 に て 検 証 し た 。 刺 激 リ ス ト に 有 意 な 主 効 果 が

あ り ， 言 語 刺 激 よ り も 非 言 語 刺 激 の ほ う が 速 く イ ン ク の 色 を 命 名 し

て い た が ， 日 本 語 刺 激 （ L 1） と 韓 国 語 刺 激 （ L 2） リ ス ト の 差 は な か

っ た （ F  ( 2 , 8 4 ) = 9 4 . 1 2， p  < . 0 0 1）。 反 応 言 語 も 主 効 果 が 得 ら れ ， 日

本 語 で 答 え る ほ う が 韓 国 語 で 答 え る よ り も 有 意 に 速 か っ た （ F  ( 1，

4 2 ) = 1 7 9 . 1 4， p  < . 0 0 1）。 交 互 作 用 は ， 刺 激 リ ス ト の 種 類 と 反 応 言 語

（ F  ( 2 , 8 4 ) = 7 . 7 6， p  < . 0 1） で 有 意 で あ っ た 。  

日 本 語 で イ ン ク の 色 命 名 を す る 場 合 ，“ ＊ ”マ ー ク よ り も 日 本 語 や

韓 国 語 リ ス ト の ほ う が 時 間 を 要 し ， 日 本 語 刺 激 と 韓 国 語 刺 激 の イ ン

ク の 命 名 時 間 に は 差 は 見 ら れ な か っ た（ p  < . 0 5）．一 方 ，韓 国 語 で の

命 名 に つ い て は ， 言 語 刺 激 リ ス ト の ほ う が 非 言 語 刺 激 よ り も 反 応 が  
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図 ３ － ２  日 韓 群 に お け る 平 均 反 応 時 間  
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３ L 1 は 日 本 語 ， L 2 は 韓 国 語 を 指 す ．   
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遅 く な っ て い た こ と は ， 同 じ 傾 向 で あ っ た が ， 言 語 刺 激 リ ス ト に つ

い て は ， 韓 国 語 刺 激 が 呈 示 さ れ た と き の ほ う が ， 日 本 語 刺 激 リ ス ト

よ り も 反 応 時 間 が 長 く な っ て い た （ p  < . 0 5）。  

次 に ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 別 に ， 刺 激 リ ス ト と 反 応 言 語 の 2 要 因 の  

分 散 分 析 の 結 果 を 示 す 。 参 加 者 群 で 共 通 に ， 刺 激 リ ス ト に 有 意 な 主  

効 果 が み ら れ た （ 高 習 熟 度 ： F  ( 2 , 4 4 ) = 5 9 . 4 9， p  < . 0 0 1， 低 習 熟 度 ： 

F  ( 2 , 4 0 ) = 3 6 . 8 7， p  < . 0 0 1 )。 言 語 刺 激 の ほ う が 非 言 語 刺 激 よ り も 反

応 時 間 が 長 く ， 韓 国 語 刺 激 よ り も 日 本 語 刺 激 の 色 命 名 に 時 間 を 要 し

て い た こ と か ら ， ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 じ た こ と が 示 さ れ た 。 ま た ，

反 応 言 語 も 主 効 果 が 有 意 で あ り ， 日 本 語 で 命 名 す る ほ う が 韓 国 語 で

命 名 す る よ り も 反 応 時 間 が 短 く な っ て い た （ 高 習 熟 度 ： F  1 , 2 2 ) =  

9 4 . 8 3， p  < . 0 0 1， 低 習 熟 度 ： ( F  ( 1 , 2 0 ) = 8 7 . 5 0， p  < . 0 0 1 )。  

さ ら に ， ど ち ら の 群 で も 刺 激 リ ス ト と 反 応 言 語 の 交 互 作 用 が 有 意

で あ っ た（ 高 習 熟 度： F  ( 2 , 4 4 ) = 3 . 7 9，p  < . 0 5， 低 習 熟 度： F  ( 2 , 4 0 ) =  

4 . 7 0， p  < . 0 5 )。日 本 語 で 答 え る 場 合 ，言 語 刺 激 の ほ う が 非 言 語 刺 激

よ り も 反 応 は 遅 い が ， 言 語 リ ス ト 間 で は 差 は 見 ら れ な い 。 一 方 ， 第

２ 言 語 で あ る 韓 国 語 で 答 え る 場 合 は ， 日 本 語 刺 激 の 方 が 韓 国 語 の イ

ン ク の 色 を 命 名 す る よ り も 速 く 反 応 し て い た （ p  < . 0 5）。   

言 語 間 の 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 日 本 語 ― 韓 国 語 群 に つ い て も ，

日 本 語 ，韓 国 語 か ら の 干 渉 は ど ち ら も 受 け る が ，反 応 言 語 に よ っ て ，

干 渉 の 生 起 す る 傾 向 は 異 な っ て い た 。 日 本 語 で 答 え る 場 合 は ， 言 語

間 と 言 語 内 干 渉 の 程 度 は 同 じ で あ る が ， 韓 国 語 で 答 え る 場 合 は ， 反

応 言 語 と 刺 激 が 同 一 で あ る 言 語 内 干 渉 の ほ う が ， 言 語 間 干 渉 よ り も

強 く 生 じ て い た 。  
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【 全 体 的 考 察 】  

実 験 １ ， 実 験 ２ の 結 果 か ら ， ２ 言 語 の 親 近 性 や 習 熟 レ ベ ル が 語 彙

表 象 の 競 合 の プ ロ セ ス に ど の よ う に 影 響 す る の か ， ま た ， こ れ ら の

２ 要 因 に 基 づ い て ， ス ト ル ー プ 干 渉 の プ ロ セ ス に つ い て 検 証 す る 。  

言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 日 本 語 -英 語 群 と 親 近 性 が 高 い 日 本 語 － 韓

国 語 群 の ど ち ら の 群 に つ い て も ， ス ト ル ー プ 干 渉 の 生 じ る 傾 向 に 習

熟 度 の 違 い は 見 ら れ な か っ た 。 第 ２ 言 語 で 答 え る と き に 同 じ 第 ２ 言

語 か ら の 強 い 干 渉 を 受 け や す い こ と が 示 さ れ た 。 第 ２ 言 語 の 単 語 の

産 出 に は 同 じ 言 語 か ら の 影 響 を 受 け や す い 傾 向 に あ る と い え る 。  

分 散 分 析 の 結 果 が 意 味 す る と こ ろ は 次 よ う に 要 約 さ れ る 。  

日 英 ・ 日 韓 群 の 共 通 点  

 両 群 に お い て 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 で 反 応 す る 場 合 ， 英 語 (韓 国

語 )，日 本 語 の 色 名 単 語 の 色 を 答 え る ほ う が“ ＊ ”マ ー ク の 色 を 答 え

る と き よ り も 有 意 に 遅 く ， 言 語 間 の 差 は 見 ら れ な か っ た 。 つ ま り 色

名 単 語 と 色 の 不 一 致 と い う 不 適 切 な 刺 激 か ら の 干 渉 を 受 け る が ， 言

語 間 の 差 は な か っ た 。 一 方 ， 第 ２ 言 語 と し て の 英 語 (韓 国 語 )で 反 応

す る 場 合 ，“ ＊ ”マ ー ク よ り 日 本 語 ，英 語 (韓 国 語 )の 色 名 単 語 の 色 を

答 え る 方 が 遅 く ， 日 本 語 よ り も 英 語 (韓 国 語 )の 色 名 単 語 の 色 を 答 え

る 方 が 有 意 に 遅 か っ た 。 こ の こ と よ り 不 適 切 な 刺 激 か ら の 影 響 を 受

け ， 日 本 語 よ り も 英 語 (韓 国 語 )か ら よ り 強 い 干 渉 を 受 け る こ と が 示

さ れ た 。  

 日 英 ，日 韓 群 の 高 習 熟 度 ，低 習 熟 度 群 に み ら れ た 共 通 点 に つ い て ，

図 ３ － ３ に 示 す モ デ ル に よ っ て ス ト ル ー プ 干 渉 の 生 起 過 程 を 説 明 す

る 。刺 激 の 例 と し て 緑 色 の イ ン ク で 色 付 け さ れ た“ 赤 ”あ る い は“ r e d”

と い う 単 語 が 提 示 さ れ た と 仮 定 す る 。 た だ し こ れ は ， 日 本 語 ― 韓 国  
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図 ３ － ３  ス ト ル ー プ 干 渉 に お け る 階 層 モ デ ル  
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語 群 に も 適 用 さ れ ，“ r e d” は 韓 国 語 の 翻 訳 同 義 語 で あ る “ 홍 색 ” に

置 き 換 え ら れ る 。ま た ，緑 の 韓 国 語 の 翻 訳 同 義 語 は ，“ 녹 색 ”で あ る 。

日 韓 群 の 反 応 の 場 合 ，“ r e d”を“ 홍 색 ”， / r e d /を / h o ŋ s e k /， / g r i : n /  

は / n o k s e k /と し て ， 日 英 群 と 同 様 の ス ト ル ー プ 干 渉 プ ロ セ ス を 経 る

と 考 え ら れ る 。  

 第 １ 言 語 （ 日 本 語 ） で 反 応 す る 場 合  

緑 の イ ン ク で 書 か れ た “ 赤 ” と い う 刺 激 は ， 日 本 語 の 言 語 シ ス テ

ム の 心 的 辞 書 で /あ か /と い う 音 韻 情 報 が 直 接 的 に 生 成 さ れ る 。 色 の  

処 理 も 行 な わ れ ， 概 念 シ ス テ ム を 経 て 言 語 シ ス テ ム で /み ど り /と い

う 音 韻 情 報 が 生 成 さ れ る が ， 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム に は 単 語 認 知 が

す で に 終 了 し ， /あ か /と い う 音 韻 情 報 が 存 在 し て い る た め ， ２ つ の

音 韻 情 報 の 競 合 が 生 じ て し ま う 。  

 緑 の イ ン ク で 書 か れ た“ r e d”と い う 刺 激 は 英 語 の 言 語 シ ス テ ム で

/ r e d /と 音 韻 処 理 さ れ ， 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム で 翻 訳 さ れ て /あ か /

と い う 音 韻 情 報 が 産 出 さ れ る 。 こ の 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳

は ，語 彙 的 結 び つ き が 強 い た め ，/ r e d /と い う 音 韻 情 報 は 語 彙 的 変 換 ，

す な わ ち 翻 訳 を 経 て す み や か に /あ か /と 翻 訳 さ れ る 。 色 の 命 名 は 色

の 処 理 ， 概 念 シ ス テ ム を 経 て 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム で /み ど り /と い

う 音 韻 情 報 が 生 成 さ れ る 。  

英 語 か ら 直 接 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム に ア ク セ ス す る 語 彙 的 変 換 に

よ る 翻 訳 よ り も 概 念 シ ス テ ム を 介 し た 音 韻 情 報 の 生 成 の 方 に 時 間 が

か か る と 仮 定 す る と ， /み ど り /よ り /あ か /の 音 韻 情 報 が 先 に 産 出 さ

れ る た め 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム で 音 韻 情 報 の 競 合 が 予 想 さ れ る 。 語

彙 的 翻 訳 に か か る 時 間 と “ 赤 ” 刺 激 に 対 す る 直 接 的 な 音 韻 情 報 の 生

成 に か か る 時 間 が ほ と ん ど 変 わ ら な い と 仮 定 す る と 呈 示 刺 激 が“ 赤 ”
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で も “ r e d” で も 同 程 度 の 干 渉 が 期 待 さ れ る 。   

第 ２ 言 語 （ 英 語 ） で 反 応 す る 場 合  

 緑 の イ ン ク で 書 か れ た “ r e d” 刺 激 は 英 語 の 言 語 シ ス テ ム で / r e d /

と い う 音 韻 情 報 が 直 接 的 に 生 成 さ れ る 。 色 の 処 理 も 行 な わ れ 概 念 シ

ス テ ム を 経 て 言 語 シ ス テ ム で / g r i : n /と い う 音 韻 情 報 が 生 成 さ れ る

が ，英 語 の 言 語 シ ス テ ム に は 単 語 認 知 が す で に 終 了 し て / r e d /と い う

音 韻 情 報 が 存 在 し て い る た め に ， ２ つ の 音 韻 情 報 の 競 合 が 生 じ て し

ま う 。 一 方 ， 緑 の イ ン ク で 書 か れ た “ 赤 ” 刺 激 は ， 音 韻 処 理 の 後 ，

日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム で /あ か /と い う 音 韻 情 報 が 直 接 的 に 生 成 さ れ

る が ， 第 １ 言 語 は 概 念 と 強 い 結 び つ き を 持 っ て い る た め ， /あ か /と

い う 音 韻 情 報 は 概 念 シ ス テ ム を 介 し て 英 語 の 言 語 シ ス テ ム で / r e d /

と 翻 訳 さ れ る 。  

色 の 命 名 は 色 の 処 理 ， 概 念 シ ス テ ム を 経 て 英 語 の 言 語 シ ス テ ム で

/ g r i : n /と い う 音 韻 情 報 が 産 出 さ れ る 。 こ の よ う に “ 赤 ” 刺 激 か ら

/ r e d /の 生 成 は 概 念 シ ス テ ム を 介 し た 翻 訳 で あ る た め “ r e d” 刺 激 か

ら の 直 接 的 な / r e d /の 生 成 よ り も 時 間 が か か り ，結 果 的 に 色 に 対 し て

な さ れ る / g r i : n /の 生 成 に 及 ぼ す 干 渉 は 少 な い と 考 え ら れ る 。  

実 験 １ ， ２ に お い て ， ２ 言 語 の 親 近 性 と 習 熟 レ ベ ル の ２ つ の 要 因

が ス ト ル ー プ 干 渉 に 影 響 し な か っ た 原 因 は ， 実 験 に 用 い ら れ た ス ト

ル ー プ 課 題 が 持 つ 特 徴 に あ る と 考 え ら れ る 。 ス ト ル ー プ 課 題 は 色 名

呼 称 と い う 単 純 な 課 題 で あ り ， 本 実 験 で は ４ 色 の 限 ら れ た 色 名 単 語

が 刺 激 と し て 用 い ら れ た 。 そ の た め ， 第 ２ 言 語 に か な り 熟 達 し て い

て も 低 習 熟 度 で も ， 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 に 違 い が 生 じ な か っ

た 。 色 名 単 語 が 日 本 語 で あ る 場 合 に の み 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク （ 図 ３ －

３ で は c o n c e p t） を 通 じ て 音 韻 ノ ー ド が 活 性 化 さ れ ， 色 名 単 語 が 英
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語（ 韓 国 語 ）で あ る 場 合 は ，直 接 音 韻 処 理 が な さ れ る と 考 え ら れ る 。  

 

３ － ４  実 験 的 考 察 ３ ： 単 語 認 知 過 程 に お け る 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性

の 検 討 （ 日 本 語 － 英 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

言 語 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と の 関 連 性 に 翻 訳 の 非 対 称 性 を 取 り

入 れ ，モ デ ル 化 し た K r o l lら の 実 験 は バ イ リ ン ガ ル の 語 彙・概 念 構 造

の 解 明 に 新 し い 知 見 を も た ら し た 。 こ の モ デ ル は ， 言 語 の 習 得 は 動

的 過 程 で あ り （ Y a m a m o t o ,  1 9 8 7） ， い く つ か の 段 階 を 経 て い く と い

う 発 達 的 シ フ ト を 反 映 し た 結 果 ， 産 み 出 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。    

彼 ら の 実 験 で は 英 語 と オ ラ ン ダ 語 と い う 親 近 性 の 高 い 言 語 の バ イ

リ ン ガ ル に つ い て 検 討 さ れ た 。 こ の モ デ ル が ど の 言 語 の バ イ リ ン ガ

ル に も 普 遍 的 な も の な の か ， あ る い は 特 定 の 言 語 を 話 す バ イ リ ン ガ

ル に の み 有 効 な の か ， 概 念 シ ス テ ム や 言 語 の 語 彙 的 特 徴 の 関 連 性 か

ら バ イ リ ン ガ ル の 習 得 し た 言 語 が 親 近 性 の 高 い 言 語 と 低 い 言 語 に つ

い て モ デ ル を 検 証 す る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。 ま た 翻 訳 の 非 対 称 性

を 示 唆 す る 要 因 と な っ た カ テ ゴ リ ー 干 渉 に つ い て も ， 翻 訳 過 程 の ど

の 段 階 で 生 じ る の か 明 ら か に さ れ て い な い 。  

そ こ で ， 今 回 の 実 験 は 次 の ２ 点 を 検 証 す る た め に 行 な わ れ た 。 １

つ は 親 近 性 の 高 い 言 語 と 低 い 言 語 の 比 較 で あ る 。 バ イ リ ン ガ ル の 認

知 過 程 に 関 す る 研 究 に お い て ， バ イ リ ン ガ ル が 話 す 言 語 の 種 類 に つ

い て ， 英 語 と フ ラ ン ス 語 や 英 語 と ド イ ツ 語 と い っ た よ う な 同 じ 語 族

に 属 し ， 系 統 論 的 に 近 い 関 係 に あ る 言 語 間 の 比 較 を 行 な っ た も の は

あ る が ， 言 語 間 の 親 近 性 が 高 い 言 語 と 低 い 言 語 を 比 較 し た も の は 少
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な い 。 K r o l l  &  S t e w a r t  ( 1 9 9 4） は バ イ リ ン ガ ル の ２ つ の 語 彙 ・ 概 念

構 造 に お け る 階 層 的 モ デ ル を 提 案 す る 実 験 を 行 な い ， 英 語 と オ ラ ン

ダ 語 の バ イ リ ン ガ ル を 対 象 と し た 。 こ の 二 つ の 言 語 は と も に ヨ ー ロ

ッ パ 圏 内 で 使 用 さ れ ， 系 統 論 観 点 か ら も 原 ゲ ル マ ン 語 と い う 共 通 祖

語 を 持 っ て い る 。 し た が っ て こ れ ら の 言 語 の 親 近 性 は 高 い と 思 わ れ

る 。  

し か し ， 英 語 と 日 本 語 の よ う に 全 く 異 な る 起 源 か ら 派 生 し ， 文 化

的 に も 異 な る 背 景 を 持 つ 言 語 を 話 す バ イ リ ン ガ ル と 親 近 性 の 高 い 言

語 を 話 す バ イ リ ン ガ ル の 認 知 シ ス テ ム を 同 等 に と ら え る こ と が で き

る の か と い う 問 題 は 検 証 さ れ て い な い 。 ど の よ う な 言 語 の バ イ リ ン

ガ ル な の か ， 系 統 論 的 観 点 ， 類 型 論 的 観 点 か ら 親 近 性 が 高 い と 考 え

ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 韓 国 語 ） と 低 い と 考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 －

英 語 ） の バ イ リ ン ガ ル の 認 知 シ ス テ ム を 比 較 し て み る 必 要 が あ る 。

本 実 験 で は ま ず 親 近 性 が 低 い と 考 え ら れ る 言 語 （ 日 本 語 － 英 語 ） の

バ イ リ ン ガ ル を 対 象 と し て 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 が 生 じ る か 実 験 を 行

な っ た 。  

も う １ つ は 階 層 的 モ デ ル の 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 に よ る 比 較 で あ る 。

K r o l l（ 1 9 9 4）ら は ２ 言 語 の 語 彙 と 概 念 構 造 の 結 び つ き の 強 さ に 非 対

称 性 が あ る と い う 階 層 的 記 憶 構 造 モ デ ル を 主 張 し ， そ の 要 因 と し て

カ テ ゴ リ ー 干 渉 を あ げ て い る 。 同 一 カ テ ゴ リ ー か ら な る リ ス ト を 翻

訳 す る 場 合 ， 概 念 シ ス テ ム 内 に お い て ， 同 時 に カ テ ゴ リ ー 内 の 他 の

項 目 （ 野 菜 の 場 合 ； じ ゃ が い も ， に ん じ ん ， た ま ね ぎ な ど ） が 活 性

化 さ れ る 。 そ の た め に そ の 中 か ら 適 当 な 翻 訳 語 を 選 択 す る の に 干 渉

が 生 じ て し ま い ，翻 訳 に 時 間 が か か る 現 象 が カ テ ゴ リ ー 干 渉 で あ る 。 

階 層 的 記 憶 構 造 モ デ ル に お い て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い に よ っ
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て 概 念 的 記 憶 シ ス テ ム の 独 立 性 ， さ ら に 語 彙 記 憶 レ ベ ル で の 関 連 性

に は 何 ら か の 差 異 が あ る と 予 想 さ れ る 。 そ こ で 長 期 海 外 滞 在 経 験 の

あ る バ イ リ ン ガ ル 群 と 日 本 に お い て の み 第 ２ 言 語 （ 英 語 ） を 学 習 し

た モ ノ リ ン ガ ル 群 に つ い て 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 の 観 点 か ら 翻 訳 過 程

の 比 較 を 試 み た 。  

【 方 法 】  

実 験 参 加 者 ： 日 本 語 を 第 １ 言 語 と し ， 英 語 を 習 得 し た 日 英 バ イ リ ン

ガ ル を ，第 ２ 言 語 で あ る 英 語 の 習 熟 度 に よ っ て 2群 に 分 け た 。低 習 熟

度 群 と し て ，日 本 で 英 語 を 学 習 し（ 平 均 8 . 3年 ），海 外 滞 在 経 験 の な

い 大 学 生 1 6名 を 選 定 し た 。話 す ，聞 く ，読 む ，書 く の 4つ の ス キ ル に

つ い て ， 日 本 語 能 力 を 1 0ポ イ ン ト と し た 場 合 の 英 語 能 力 の 自 己 評 定

は ， 話 す 3 . 1， 聞 く 3 . 7， 読 む 5 . 5， 書 く 4 . 2で あ っ た 。 高 習 熟 度 群 は

英 語 圏 で の 滞 在 経 験 を 持 つ（ 平 均 滞 在 年 数 5 . 2年 ），日 英 バ イ リ ン ガ

ル 1 6名 で そ の う ち ， 1 4名 は 帰 国 子 女 学 生 で あ っ た 。 英 語 能 力 の 自 己

評 定 は ， 話 す 6 . 6， 聞 く 7 . 6， 読 む 6 . 8， 書 く 6 . 2で あ っ た 。  

装 置 ： M a c i n t o s h  P e r f o r m a 5 8 8に よ っ て 刺 激 の 提 示 と 反 応 計 測 を 行  

な い ， マ イ ク か ら 実 験 参 加 者 の 音 声 を 取 り 込 ん だ 。  

刺 激 ： ８ カ テ ゴ リ ー（ 野 菜 ，乗 り 物 ，動 物 ，果 物 ，鳥 ，道 具 ，昆 虫 ，

家 具 ） に つ い て ， 刺 激 の 選 定 に は ３ つ の 基 準 を 設 け た （ 表 ３ － ２ 参

照 ） 。 日 本 語 表 記 に つ い て は 漢 字 ， か な ， カ タ カ ナ ・ 漢 字 か な 混 じ

り の 表 記 の う ち 出 現 頻 度 の 最 も 高 い も の を 用 い た （ 賀 集 ,  1 9 9 4） 。

日 本 語 ，英 語 の 単 語 そ れ ぞ れ 1 6個 の 名 詞 ，計 2 5 6個 の 名 詞 を 刺 激 と し

て 用 い ，カ テ ゴ リ ー リ ス ト ，ラ ン ダ ム リ ス ト を 構 成 し た (付 録 ２ 参 照 )。

カ テ ゴ リ ー リ ス ト は 同 じ カ テ ゴ リ ー に 属 す る 項 目 か ら 1 6個 を 選 択 し ，

８ カ テ ゴ リ ー ×２ 言 語 （ 日 本 語 ， 英 語 ） の 計 1 6種 類 の カ テ ゴ リ ー リ  
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表 ３ － ２  

刺 激 の 選 定 に 用 い た ３ 基 準  

 

1．熟 知 度 ： 日 本 人 学 生（ 2 0名 ）に 日 本 語 ，英 語 の 単 語 に つ い て 日 常

生 活 に お い て ど の く ら い 見 た り 聞 い た り す る か と い う

質 問 に 対 し ， 5段 階 尺 度 で 熟 知 度 を 評 定 し て も ら い ， カ

テ ゴ リ ー ご と に 評 定 値 の 高 い 順 に 1 6項 目 を 選 択 し た  

評 定 値 の 平 均  日 本 語  3． 4 2  英 語  2 . 7 9  

 

2． 出 現 頻 度 ： 日 本 語  2 1． 9  英 語  2 8 . 4  

（ 国 立 国 語 研 究 所 報 告 6 9  幼 児 ， 児 童 の 連 想 語 彙 表 ）  

 

3． 典 型 性 ： 日 本 語  2． 6 5  英 語  2 . 6 3  

（ 石 毛 ・ 箱 田 ， 1 9 8 4， R o s c h， 1 9 7 5）  
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ス ト を 作 成 し た 。 各 実 験 参 加 者 に は ４ つ の カ テ ゴ リ ー （ ２ 言 語 ×２  

課 題 ） の カ テ ゴ リ ー リ ス ト が 呈 示 さ れ る が ， 同 一 カ テ ゴ リ ー が 呈 示  

さ れ な い よ う に し た 。 ラ ン ダ ム リ ス ト は カ テ ゴ リ ー リ ス ト で 用 い ら

れ な か っ た ４ カ テ ゴ リ ー か ら ４ 項 目 ず つ 選 択 し た 。 ま た ， リ ス ト の

呈 示 順 は ， 実 験 参 加 者 を 通 じ て カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス を と っ た 。  

手 続 き ： 実 験 は 実 験 参 加 者 内 要 因 で 行 な わ れ ， 呈 示 言 語 （ 日 本 語 ，

英 語 ） ×リ ス ト の 種 類 （ カ テ ゴ リ ー リ ス ト ， ラ ン ダ ム リ ス ト ） ×課

題 の 種 類（ 音 読 ，翻 訳 ）の ２ ×２ ×２ の ３ 要 因 の 実 験 計 画 で あ っ た 。

実 験 参 加 者 は ８ 条 件 （ 表 ３ － ３ 参 照 ） 全 て 行 な い ， 全 参 加 者 を 通 じ

て 各 課 題 条 件 で 提 示 さ れ た 出 現 項 目 頻 度 は 等 し く な る よ う に し た 。

ま ず 実 験 参 加 者 に 次 の よ う な 教 示 を 行 な い ， 音 声 を 取 り 込 む た め の

マ イ ク を 口 の 前 に 設 定 し て も ら っ た 。「 こ れ か ら 実 験 を は じ め ま す 。

コ ン ピ ュ ー タ ー の 画 面 の 中 央 に 英 語 ま た は 日 本 語 の 単 語 が ひ と つ ず

つ で て き ま す 。 あ な た は そ れ を 日 本 語 か 英 語 で 読 む か ， あ る い は 日

本 語 か ら 英 語 に ， ま た は 英 語 か ら 日 本 語 に 訳 し て く だ さ い 。 1 6試 行

ご と に 質 問 は 変 わ り ま す の で 画 面 の 説 明 を よ く 読 ん で く だ さ い 。 答

え る と き は で き る だ け 速 く 正 確 に 大 き な 声 で い っ て く だ さ い 。 訳 な

ど を 考 え る 時 に “ ん － ” と か “ あ ー ” と 言 う の は 避 け る よ う に し て

く だ さ い 。答 え が わ か ら な い と き は ，“ わ か り ま せ ん ”，ま た は“ n o”

と 言 っ て 下 さ い 。 練 習 の あ と 本 番 が 始 ま り ま す 。 」 。  

条 件 ご と に C R T上 に 教 示 が 呈 示 さ れ た 後 ，ス ペ ー ス キ ー を 押 す こ と

で 実 験 は 開 始 さ れ ， 実 験 参 加 者 は マ イ ク に 向 か っ て 反 応 す る よ う 教

示 を 受 け た 。 画 面 に 呈 示 さ れ た 日 本 語 （ 英 語 ） の リ ス ト を 音 読 す る

課 題 ， 日 本 語 （ 英 語 ） の リ ス ト を 翻 訳 す る 課 題 の 教 示 は そ れ ぞ れ 次

の よ う な も の で あ っ た 。  
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表 ３ － ３   

実 験 ３ に 用 い ら れ た ８ 課 題  

 

1． 日 本 語 の カ テ ゴ リ ー リ ス ト を 音 読 す る  

（ り ん ご  →  り ん ご ， い ち ご  →  い ち ご ）  

2． 日 本 語 の ラ ン ダ ム リ ス ト を 音 読 す る  

（ 時 計  →  と け い ， 猫  →  ね こ ）  

3． 英 語 の カ テ ゴ リ ー リ ス ト を 音 読 す る  

（ t e l e p h o n e  →  t e l e p h o n e， s c a l e  →  s c a l e）  

4． 英 語 の ラ ン ダ ム リ ス ト を 音 読 す る  

（ m o u s e  →  m o u s e， s u b w a y  →  s u b w a y）  

5． 日 本 語 の カ テ ゴ リ ー リ ス ト を 翻 訳 す る  

（ じ ゃ が い も  →  p o t a t o， タ マ ネ ギ  →  o n i o n）  

6． 日 本 語 の ラ ン ダ ム リ ス ト を 翻 訳 す る  

（ 羊  →  s h e e p， 自 転 車  →  b i c y c l e）  

7． 英 語 の カ テ ゴ リ ー リ ス ト を 翻 訳 す る  

（ s w a n  →  は く ち ょ う ， d u c k  →  あ ひ る ）  

8． 英 語 の ラ ン ダ ム リ ス ト を 翻 訳 す る  

（ s n a i l→  か た つ む り ， b o o k s h e l f  →  ほ ん だ な ）  
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「 画 面 の 中 央 に 日 本 語 （ 英 語 ） の 単 語 が 出 て き ま す 。 そ れ を 日 本

語 （ 英 語 ） で で き る だ け 速 く 正 確 に 大 き な 声 で 読 ん で 下 さ い 。 ス ペ

ー ス キ ー を 押 す と 実 験 が 始 ま り ま す 。」，「 画 面 の 中 央 に 日 本 語（ 英

語 ） の 単 語 が 出 て き ま す 。 そ れ を で き る だ け 速 く 正 確 に 大 き な 声 で

英 語 （ 日 本 語 ） に 訳 し て 下 さ い 。 ス ペ ー ス キ ー を 押 す と 実 験 が 始 ま

り ま す 。 」 。  

カ テ ゴ リ ー リ ス ト は 同 一 カ テ ゴ リ ー 内 の 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る

た め ， 実 験 参 加 者 が 次 に 呈 示 さ れ る 刺 激 を 予 測 し て し ま う 可 能 性 が

あ る 。 そ の た め ラ ン ダ ム リ ス ト か カ テ ゴ リ ー リ ス ト の ど ち ら が 提 示

さ れ る か は 実 験 参 加 者 に は 知 ら さ れ な か っ た 。 カ テ ゴ リ ー リ ス ト が

用 い ら れ た ４ 条 件 （ ２ 課 題 ×２ 言 語 ： 日 本 語 で 音 読 ・ 英 語 で 音 読 ，

日 本 語 か ら 英 語 に 翻 訳 ， 英 語 か ら 日 本 語 に 翻 訳 ） に お い て ， 実 験 参

加 者 の 各 群 1 6名 に 対 し ， 各 条 件 で ８ カ テ ゴ リ ー を ２ 回 ず つ 用 い る こ

と で 条 件 内 で の 出 現 カ テ ゴ リ ー 頻 度 を 統 制 し た 。  

ま た ， 実 験 参 加 者 ご と に ４ 条 件 に 割 り 当 て る カ テ ゴ リ ー は 全 て 異

な る も の と し ， 刺 激 は ラ ン ダ ム 順 に 呈 示 さ れ ， 各 条 件 も 全 実 験 参 加

者 を 通 じ て ラ ン ダ ム に 実 行 さ れ た 。実 験 参 加 者 が 画 面 の 教 示 を 読 み ，

ス ペ ー ス キ ー を 押 し て か ら ２ 秒 後 に 刺 激 が 呈 示 さ れ ， 実 験 参 加 者 の

反 応 が マ イ ク に 取 り 込 ま れ る こ と で 刺 激 は 消 滅 し ， ２ 秒 後 に 次 の 刺

激 が 呈 示 さ れ た 。1 2回 の 練 習 試 行 の 後 ，1 2 8回 の 本 試 行 を 行 な い ，実

験 参 加 者 が 音 読 ま た は 翻 訳 し た 音 声 を 反 応 と し ， 刺 激 呈 示 か ら 音 声

を マ イ ク が 取 り 込 む ま で の 反 応 時 間 を 測 定 し た 。 コ ン ピ ュ ー タ ー に

は 刺 激 番 号 ・ 反 応 時 間 の ２ つ の 変 数 が 記 録 さ れ た 。   

【 結 果 と 考 察 】  

反 応 時 間 の 算 出 に は 無 反 応 や 反 応 す る 際 に 言 い 間 違 っ た り ， ２ 回
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言 い 直 し た り し た デ ー タ は 除 外 し た 。 各 条 件 に お け る 実 験 参 加 者 の

反 応 時 間 の 中 央 値 を と り ， 条 件 ご と に そ の 平 均 を と っ た も の を 平 均

反 応 時 間 と し た 。 分 析 に は ， 各 条 件 で ， 反 応 時 間 を 対 数 変 換 し た デ

ー タ 4を 用 い た 。低 習 熟 度 ，高 習 熟 度 群 の 音 読 ，翻 訳 課 題 の 平 均 反 応

時 間 を 図 ３ － ４ ， ３ － ５ に 示 す 。  

音 読 課 題 の 傾 向 は ， 両 群 と も に ， リ ス ト の 種 類 に か か わ ら ず 日 本

語 （ L 1） で 音 読 す る 方 が 英 語 （ L 2） で 音 読 す る よ り も 反 応 時 間 は 速

く ， 英 語 で 音 読 す る 場 合 ， 高 習 熟 度 群 よ り も 低 習 熟 度 群 の 方 が 時 間

を 要 し て い る 。 翻 訳 課 題 で は 低 習 熟 度 群 で は リ ス ト の 種 類 ， 翻 訳 す

る 言 語 の 違 い に よ る 差 は み ら れ な い よ う で あ る 。 高 習 熟 度 群 で は 日

本 語 （ L 1） か ら 英 語 （ L 2） へ の 翻 訳 時 間 と 英 語 か ら 日 本 語 に 翻 訳 時

間 の 間 に は ， ラ ン ダ ム リ ス ト に 差 は み ら れ な い が ， カ テ ゴ リ ー リ ス

ト で は 日 本 語 か ら 英 語 に 翻 訳 す る 方 が 英 語 か ら 日 本 語 へ 翻 訳 す る よ

り も 時 間 が か か る 傾 向 に あ っ た 。  

こ れ ら の 結 果 に つ い て は ， ま ず ， 実 験 参 加 者 の 反 応 時 間 （ F 1） と

刺 激 ご と の 反 応 時 間 （ F 2） に つ い て ， 課 題 （ 音 読 ， 翻 訳 ） ×実 験 参

加 者 群 (低 習 熟 度 ，高 習 熟 度 )×リ ス ト の 種 類 (カ テ ゴ リ ー ，ラ ン ダ ム ）

×呈 示 言 語 （ 日 本 語 （ L 1）・ 英 語 （ L 2）） の ４ 要 因 の 分 散 分 析 に て 検

証 し た 。 課 題 （ 音 読 ， 翻 訳 ） ×実 験 参 加 者 群 (低 習 熟 度 ， 高 習 熟 度 )

×呈 示 言 語 （ 日 本 語 ， 英 語 ） の 交 互 作 用 が 有 意 で あ り ， こ れ ら の 結

果 は 支 持 さ れ た 。（ F 1  ( 1 , 3 0 )  =  8 . 2 1， p  < . 0 1 ;  F 2  ( 1 , 2 5 4 )  =  2 9 . 7 1，  

p  < . 0 0 1）。  K r o l l  a n d  S t u a r t  ( 1 9 9 4 )の 実 験 結 果 と 同 様 ， 課 題 の 主

効 果 が あ り ，音 読 課 題 は 翻 訳 課 題 よ り も 有 意 に 速 か っ た（ F 1 ( 1 , 3 0 )  =  

                                                   
4 中 央 値 や デ ー タ を 対 数 変 換 す る と い う 手 続 き は ， 極 端 に 反 応 時 間

が 長 い デ ー タ の 影 響 を 減 少 さ せ る た め ， 特 に 翻 訳 課 題 な ど で よ く 使

用 さ れ る  
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9 2 7 . 6 8， p  < . 0 0 1 ;  F 2 ( 1 , 2 5 4 )  =  2 7 2 1 . 7 5， p  < . 0 0 1）。  

さ ら に ， 実 験 参 加 者 群 の デ ー タ を 分 析 す る た め ， 両 群 ご と に ， リ

ス ト の 種 類 呈 示 言 語 に つ い て ， 被 験 者 内 要 因 分 散 分 析 を 実 施 し た 。  

第 ２ 言 語 (英 語 )の 習 熟 度 と 音 読 時 間  

低 習 熟 度 ， 高 習 熟 度 群 と も に ， 音 読 時 間 は ， 日 本 語 の 方 が 英 語 よ

り も 速 か っ た （ 低 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 ) =  6 6 . 1 3， p  < . 0 0 1 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  3 0 2 . 6 3， p < . 0 0 1， 高 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 ) =  7 . 1 7， p  < . 0 5 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  4 0 . 1 0， p  < . 0 0 1）。 こ の 結 果 か ら は ， ど ち ら の 群 に お い て も ， 第 １

言 語 に お け る 音 読 処 理 が 第 ２ 言 語 に お け る 音 読 処 理 よ り も 優 位 で あ

る こ と を 示 し て い る 。 さ ら に ， ４ 要 因 の 分 散 分 析 に お い て ， 音 読 課

題 の 呈 示 言 語 に つ い て ， 実 験 参 加 者 群 の 有 意 な 単 純 主 効 果 が あ っ た

（ F 1 ( 1 , 6 0 ) = 1 2 . 4 6， p  < . 0 1 ;  F 2 ( 1 , 5 0 8 )  = 5 4 . 0 4， p  < . 0 0 1）． 英 語 の

音 読 は ，高 習 熟 度 群 の 方 が ，低 習 熟 度 群 よ り も 速 か っ た（ F 1 ( 1 , 1 2 0 )  

=  1 1 . 3 3， p  < . 0 0 1 ;  F 2 ( 1 , 1 0 1 6 )  = 5 6 . 4 5， p  < . 0 0 1）。   

こ の 結 果 は ， 第 ２ 言 語 で あ る 英 語 の 習 熟 度 が 上 が る と ， 第 １ 言 語

と 第 ２ 言 語 の 音 読 時 間 の 差 が 小 さ く な る こ と を 示 唆 し た も の で あ る 。

高 習 熟 群 の 場 合 ， 日 本 語 の 方 が 英 語 よ り も 速 く 音 読 す る が ， 習 熟 度

が 低 い 段 階 よ り も ， 第 ２ 言 語 の 音 韻 情 報 に 速 く ア ク セ ス で き る こ と

を 示 し て い る 。 ま た ， カ テ ゴ リ ー リ ス ト か ラ ン ダ ム リ ス ト か の 違 い

は ， 実 験 参 加 者 群 を 通 じ て 見 ら れ な か っ た こ と か ら ， 音 読 過 程 に は

意 味 的 関 連 性 の 要 因 は 影 響 し て い な い と 思 わ れ る 。  

第 ２ 言 語 (英 語 )の 習 熟 度 と 翻 訳 時 間  

低 習 熟 度 群 で は ，翻 訳 方 向（ 日 本 語（ L 1）か ら 英 語（ L 2），英 語（ L 2）

か ら 日 本 語（ L 1））に か か る 時 間 の 違 い は 見 ら れ な か っ た 。（ F 1 ( 1 , 1 5 )  

=  0 . 2 3， p  > . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  0 . 4 8， p  > . 1 0）。 ま た ， リ ス ト の 違 い  
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図 ３ － ４  日 英 群 に お け る 平 均 音 読 時 間  

4  

 

 

 

 

                                                   
５ L 1 は 日 本 語 ， L 2 は 英 語 を 指 す ． ま た L e s s  p r o f i c i e n t は 低 習 熟 度

群 ， M o r e  p r o f i c i e n t は 高 習 熟 度 群 で あ る ．  
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も 翻 訳 時 間 に は 影 響 し て い な か っ た （ F 1  ( 1 , 1 5 )  =  0 . 0 0， p  > . 1 0 ;  F 2  

( 1 , 1 2 7 )  =  2 . 8 8， p  > . 0 5）。 さ ら に ， リ ス ト の 種 類 と 呈 示 言 語 の 交 互

作 用 も な か っ た（ F 1 ( 1 , 1 5 ) = 0 . 0 8，p  > . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  2 . 1 5， p  > . 0 5）。

こ れ ら の 結 果 か ら ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， 翻 訳 過 程 は

語 彙 レ ベ ル を 介 し て 生 起 し て い る と 考 え ら れ る 。  

 一 方 ， 高 習 熟 度 群 の 翻 訳 時 間 の 傾 向 は ， 低 習 熟 度 群 と は 大 き く 異

な る も の で あ っ た 。 リ ス ト の 種 類 と 翻 訳 方 向 に は 有 意 な 交 互 作 用 が

あ っ た （ F 1  ( 1 , 1 5 )  =  5 . 9 2， p  <  . 0 5 ;  F 2  ( 1 , 1 2 7 )  =  6 . 2 6， p  < . 0 5）。

カ テ ゴ リ ー リ ス ト と ラ ン ダ ム リ ス ト の 翻 訳 時 間 の 差 は ， 日 本 語 か ら

英 語 に 翻 訳 す る 条 件 の 方 が ， 英 語 か ら 日 本 語 へ 翻 訳 す る 条 件 よ り も

大 き か っ た 。 こ れ は ， 日 本 語 か ら 英 語 へ 翻 訳 で は ， カ テ ゴ リ ー リ ス

ト の 影 響 を 受 け た 意 味 的 干 渉 が 生 起 し て い る と 考 え ら れ る 。 つ ま り

日 本 語 の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と の 結 び つ き が ， 英 語 の 語 彙

シ ス テ ム よ り も 強 固 で あ る こ と を 示 唆 し た も の で あ る 。 日 本 語 か ら

英 語 へ の 翻 訳 条 件 で ， リ ス ト の 種 類 に 主 効 果 が あ り ， カ テ ゴ リ ー リ

ス ト の 翻 訳 は ラ ン ダ ム リ ス ト の 翻 訳 よ り も 時 間 が か か っ て い た

（ F 1 ( 1 , 3 0 )  =  4 . 9 8， p  <  . 0 5 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  2 . 8 8， p  < . 0 5）。 一 方 ，

英 語 か ら 日 本 語 の 翻 訳 で は そ の よ う な 違 い は な か っ た 。 こ の 結 果 か

ら も ， 日 本 語 か ら 英 語 へ の 翻 訳 で は ， カ テ ゴ リ ー 干 渉 が 生 じ ， 概 念

シ ス テ ム の 活 性 化 が 起 こ っ て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
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図 ３ － ５  日 英 群 に お け る 平 均 翻 訳 時 間  
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３ － ５  実 験 的 考 察 ４ ： 単 語 認 知 過 程 に お け る 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性

の 検 討 （ 日 本 語 － 韓 国 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

 本 実 験 で は ， 親 近 性 の 高 い 言 語 と し て の 日 本 語 ― 韓 国 語 の 翻 訳 過

程 が ， 第 ２ 言 語 (韓 国 語 )の 習 熟 度 の 影 響 を ど の よ う に 受 け て い る の

か 検 証 す る こ と を 目 的 と す る 。 実 験 パ ラ ダ イ ム は 実 験 ３ と 同 様 で あ

る 。  

【 方 法 】  

実 験 参 加 者 :親 近 性 の 高 い 言 語 と し て ，日 本 語（ 第 １ 言 語 ）－ 韓 国 語

（ 第 ２ 言 語 ） 話 者 を 対 象 と し た 。 第 ２ 言 語 の 低 習 熟 度 群 は ， 韓 国 の

大 学 の 語 学 コ ー ス に 在 籍 し（ 平 均 学 習 年 数 2 . 2 年 ），初 級 レ ベ ル の 学

生 1 6 名 と し た 。 日 本 語 能 力 を 1 0 ポ イ ン ト と し た 場 合 の ， 韓 国 語 の

能 力 の 自 己 評 定 の 結 果 は ， 話 す 4 . 4， 聞 く 4 . 8， 読 む 3 . 8， 書 く 3 . 8

で あ っ た 。 第 2 言 語 高 習 熟 度 群 は ， 韓 国 の 大 学 の 語 学 コ ー ス で 上 級

レ ベ ル ，あ る い は 大 学 院 で 学 ぶ 学 生 (平 均 学 習 年 数 5 年 ，平 均 滞 在 年

数 2 年 )の 学 生 1 6 名 で あ る 。 韓 国 語 の 能 力 に つ い て は ， 話 す 6 . 8，

聞 く 7 . 3， 読 む 7 . 2， 書 く 6 . 0 で あ っ た 。  

刺 激 ： 韓 国 語 と 日 本 語 刺 激 に つ い て は ， 6 7 名 の 韓 国 人 学 生 に 熟 知 度

に つ い て は ， １ か ら ５ ， 典 型 性 に つ い て は ， １ か ら ７ の 尺 度 で 評 定

を 求 め た 。韓 国 語 単 語 の 平 均 熟 知 度 は 3 . 9，日 本 語 は 3 . 2 で あ っ た 。

典 型 性 の 評 定 平 均 値 は ， 韓 国 語 2 . 2， 日 本 語 2 . 3 で あ っ た 。 カ テ ゴ

リ ー リ ス ト と ラ ン ダ ム リ ス ト の 選 定 方 法 は ， 実 験 3 と 全 く 同 じ で あ

る (刺 激 の 例 は 付 録 ２ 参 照 )。  

方 法 :手 続 き と 方 法 に つ い て も ，第 ２ 言 語 の 刺 激 は 英 語 か ら 韓 国 語 に
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変 更 さ れ た こ と を 除 い て ， 実 験 ３ と 同 じ こ と が 繰 り 返 さ れ た 。  

【 結 果 と 考 察 】  

低 習 熟 度 ， 高 習 熟 度 群 の デ ー タ の 算 出 方 法 は ， 実 験 ３ の 方 法 を 踏

襲 し ，平 均 反 応 時 間 を 求 め た 。平 均 音 読 時 間 と 翻 訳 時 間 を 図 ３ － ６ ，

３ － ７ に 示 す 。 両 群 の 反 応 時 間 の 傾 向 は 類 似 し ， 音 読 時 間 が 翻 訳 時

間 よ り も 速 く ， 音 読 課 題 で は ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 の 方 が 韓 国 語

よ り も 速 い 傾 向 で あ っ た 。 こ の 傾 向 は ， 実 験 参 加 者 群 と 刺 激 の ４ 要

因 の 分 散 分 析 に お い て も 示 さ れ ， 課 題 と 呈 示 言 語 の 主 効 果 が と も に

有 意 で あ っ た  （ 課 題 :  F 1  ( 1 , 3 0 )  =  6 4 9 . 2 9， p  <  . 0 1 ;  F 2 ( 1 , 2 5 4 )  =  

2 2 9 4 . 4 8，p  <  . 0 0 1，呈 示 言 語 :  F 1 ( 1 , 3 0 )  =  5 7 . 2 7，p  <  . 0 1 ;  F 2 ( 1 , 2 5 4 )  

=  4 8 9 . 7 2 7， p  <  . 0 0 1）。 次 に ， 実 験 3 と 同 じ 手 続 き で ， そ れ ぞ れ の

実 験 参 加 者 群 の 各 課 題 に つ い て ，リ ス ト の 種 類 (カ テ ゴ リ ー リ ス ト ・

ラ ン ダ ム リ ス ト )と 呈 示 言 語（ 日 本 語・韓 国 語 ）の ２ 要 因 の 分 散 分 析

を 行 っ た 。  

第 ２ 言 語 (韓 国 語 )の 習 熟 度 と 音 読 時 間  

低 習 熟 度 群 も 高 習 熟 度 群 も ， 日 本 語 の 音 読 時 間 は 韓 国 語 よ り も 有

意 に 短 か っ た （ 低 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 )  =  5 8 . 4 6， p  <  . 0 1 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  3 5 0 . 5 7 ， p  <  . 0 0 1 ;  高 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 )  =  2 6 . 3 8 ， p  <  . 0 1 ;  

F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  2 6 7 . 9 5， p  <  . 0 0 1）。 リ ス ト の 種 類 に つ い て は ， 両 群 と

も に 反 応 時 間 へ の 影 響 は 見 ら れ な か っ た （ 低 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 )  =  

6 . 4 0， p  >  . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  = 4 . 3 5， p  >  . 1 0 ;  高 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 )  

=  0 . 1 1， p  >  . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  1 . 9 5， p  >  . 1 0）。  リ ス ト の 影 響 が

な か っ た こ と は ， 音 読 の プ ロ セ ス に は ， 概 念 シ ス テ ム へ の ア ク セ ス

を 必 要 と し な か っ た こ と を 示 し て い る 。 む し ろ ， 日 本 語 の 語 彙 シ ス  

テ ム で ， 音 韻 表 象 の み 活 性 化 し た こ と が 考 え ら れ る 。 実 験 参 加 者 群  
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図 ３ － ６  日 韓 群 に お け る 平 均 音 読 時 間  
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６ L 1 は 日 本 語 ， L 2 は 韓 国 語 を 指 す ．  
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で 音 読 時 間 は 同 じ 傾 向 を 示 し た こ と か ら ， 習 熟 度 が 上 が っ て も ， 依

然 と し て 第 1 言 語 の 方 が 新 し く 習 得 し た 言 語 よ り も 速 く 処 理 さ れ る

こ と が 明 ら か と な っ た 。  

 実 験 ３ の 日 本 語 － 英 語 群 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と 呈 示 言 語 の 交

互 作 用 が あ り ， 高 習 熟 度 群 に な る と ， 日 本 語 と 英 語 の 音 読 時 間 の 差

が 減 少 す る と い う こ と が 示 さ れ た 。 し か し ， 日 本 語 ― 韓 国 語 群 で は

そ の よ う な 交 互 作 用 は 見 ら れ な か っ た 。 日 本 語 ― 英 語 群 で は ， 習 熟

度 が 上 が る と ， 英 語 の 音 読 は 速 く な っ て い た が ， 日 本 語 ― 韓 国 語 群

で は 習 熟 度 の 影 響 は 受 け て い な か っ た 。 こ の 結 果 は ， 読 み の 速 さ に

は ， 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 場 合 (日 本 語 ― 英 語 )は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟

度 に よ る 効 果 が あ り ，言 語 間 の 親 近 性 が 高 い 場 合 (日 本 語 ― 韓 国 語 )，

第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 変 化 に よ る 影 響 は 受 け に く い こ と が 示 さ れ た 。  

 こ れ ら の 結 果 が 生 起 し た 要 因 に ， 第 ２ 言 語 と し て 使 用 さ れ た 言 語

の 書 記 シ ス テ ム が 考 え ら れ る 。英 語 と 韓 国 語 は ，と も に ，書 記 素（ 文

字 ） は 音 素 （ 発 音 ） に 対 応 す る と い う ア ル フ ァ ベ ッ ト の 規 則 を 共 有

す る 。 し か し な が ら ， 韓 国 語 の ハ ン グ ル 文 字 は ， 英 語 の ア ル フ ァ ベ

ッ ト と 比 べ る と ， 画 数 (１ か ら ８ ま で )が 多 く ， よ り 複 雑 な 視 覚 処 理

を 要 す る こ と が 考 え ら え る 。 さ ら に ， ハ ン グ ル 文 字 の 形 態 的 特 徴 と

し て ， 直 線 的 な 配 列 で は な く ， 左 か ら 右 へ ， 上 か ら 下 へ と 書 い て い

く （ W a n g， P a r k  a n d  L e e， 2 0 0 6）。 こ の よ う な 形 態 的 特 徴 が 音 読 の プ

ロ セ ス に 影 響 し た 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， 日 本 語 ― 韓 国 語 群 で は

高 習 熟 度 群 に お い て も ， 韓 国 語 の 複 雑 な 書 記 シ ス テ ム が 視 覚 処 理 に

負 荷 を 与 え ， 韓 国 語 よ り も 日 本 語 の 方 が 速 く 音 読 さ れ た と 考 え ら れ

る 。  
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図 ３ － ７  日 韓 群 に お け る 平 均 翻 訳 時 間  

 

 

 

 

 

 

 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

L1→L2 L2→L1 L1→L2 L2→L1

M
e
an

 t
ra

n
sl

at
in

g 
la

te
n
c
ie

s 
(m

se
c
)

Categorized lists

Randomized lists

Type of list

Less  proficient            More proficient
       Mean translating latencies

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

L1→L2 L2→L1 L1→L2 L2→L1

M
e
an

 t
ra

n
sl

at
in

g 
la

te
n
c
ie

s 
(m

se
c
)

Categorized lists

Randomized lists

Type of list

Less  proficient            More proficient
       Mean translating latencies

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

L1→L2 L2→L1 L1→L2 L2→L1

M
e
an

 t
ra

n
sl

at
in

g 
la

te
n
c
ie

s 
(m

se
c
)

Categorized lists

Randomized lists

Type of list

Less  proficient            More proficient
       Mean translating latencies



90 

 

第 ２ 言 語 (韓 国 語 )の 習 熟 度 と 翻 訳 時 間  

翻 訳 時 間 の 傾 向 は ， 高 習 熟 度 群 も 低 習 熟 度 群 も 類 似 し た 傾 向 を 示

し た 。 日 本 語 か ら の 韓 国 語 へ の 翻 訳 よ り も ， 韓 国 語 か ら 日 本 語 へ の

翻 訳 の 方 が 速 か っ た 。 こ れ は ， 両 群 と も に ， 翻 訳 の 方 向 性 の 有 意 な

主 効 果 が あ っ た こ と か ら 確 認 さ れ た（ 低 習 熟 度 群 : F 1 ( 1 , 1 5 )  =  1 9 . 4 0，

p  <  . 0 0 1 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  =  1 1 4 . 1 5， p  <  . 0 0 1 ;  高 習 熟 度 群 :  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  2 6 . 3 0， p  <  . 0 0 1）。 し か し な が ら ， リ ス ト の 種 類 の 影 響 は ， ど ち

ら の 群 で も 見 ら れ な か っ た 。 ま た ， 翻 訳 方 向 と リ ス ト の 種 類 の 交 互

作 用 も な か っ た （ 低 習 熟 度 群 : F 1  ( 1 , 1 5 )  =  0 . 2 4， p  > . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  1 5 2， p  >  . 1 0 ;  高 習 熟 度 群 :  F 1 ( 1 , 1 5 )  =  0 . 6 6，  p  >  . 1 0 ;  F 2 ( 1 , 1 2 7 )  

=  2 1 4， p  >  . 1 0）。   

こ の 結 果 は ， 両 群 に 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 は 生 じ た が ， カ テ ゴ リ ー

干 渉 は 生 起 し な か っ た こ と を 示 唆 す る 。 さ ら に ， 日 本 語 か ら 第 ２ 言

語 の 翻 訳 時 間 の 方 が 第 ２ 言 語 か ら 日 本 語 へ の 翻 訳 よ り も 短 い と い う

結 果 は ， 先 の 研 究 で 示 さ れ た 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 の 翻 訳 に よ り 時

間 を 要 す る と い う 結 果 と は 相 反 す る も の で あ っ た ( K r o l l  a n d  C u r l y，

1 9 8 6 ;  K r o l l  a n d  S t e w a r t， 1 9 8 9， 1 9 9 4 )。   

【 全 体 的 考 察 】  

本 研 究 の 目 的 は ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ 言 語 の 語 彙 と 概 念 構

造 を 検 証 す る こ と と ， 単 語 認 知 過 程 に お け る 習 熟 度 の 影 響 と 言 語 間

の 親 近 性 の 効 果 を 測 る も の で あ っ た 。 実 験 ３ で は ， 言 語 間 の 親 近 性

が 低 い 言 語 と し て ， 日 本 語 （ 第 １ 言 語 ） － 英 語 (第 ２ 言 語 )， 実 験 ４

で は ，親 近 性 が 高 い 言 語 と し て ，日 本 語（ 第 １ 言 語 ）－ 韓 国 語 (第 ２

言 語 )と 対 象 と し ，第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル が 異 な る 群 を 設 定 し て ，分

析 を 行 っ た 。  
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第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 影 響  

日 本 語 ― 英 語 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ， 英 語 よ り も 日 本 語 を 速 く 音 読

し ， 英 語 の 読 み は ， 習 熟 度 が 上 が る と よ り 速 く 音 読 す る よ う に な っ

た 。 つ ま り ， 英 語 を 習 得 す る に つ れ て ， そ の 音 韻 情 報 は よ り 速 く 符

号 化 さ れ る よ う に な る こ と を 示 す 。 翻 訳 過 程 の 場 合 ， 習 熟 度 が 低 い

段 階 で は ， 意 味 的 文 脈 の 影 響 や 翻 訳 方 向 の 違 い も 見 ら れ な か っ た こ

と か ら ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 語 彙 レ ベ ル で の 直 接 的 な 結 び つ き に

基 づ い た 翻 訳 が 行 わ れ て い る と 考 え ら れ る 。 そ れ に 対 し て ， 習 熟 度

が 高 く な る と ， 翻 訳 方 向 に 非 対 称 性 が 生 じ ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語

の 翻 訳 の 方 は よ り 時 間 を 要 し ，意 味 的 干 渉 を 受 け て い る の に 対 し て ，

第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 の 翻 訳 は 速 く ， 意 味 的 影 響 は 受 け て い な い こ

と が 示 さ れ た 。  

親 近 性 が 高 い 日 本 語 － 韓 国 語 群 で は ， 音 読 課 題 で も 翻 訳 課 題 で も

習 熟 度 の 違 い は 反 応 時 間 に 影 響 し て い な か っ た 。 ど ち ら の 群 も 第 1

言 語 を よ り 速 く 音 読 し て い た 。 習 熟 度 が 上 昇 し て も ， 第 １ 言 語 へ の

語 彙 的 ア ク セ ス が 優 位 で あ る と 解 釈 さ れ る 。 ま た ， 翻 訳 課 題 で は ，

ど ち ら の 群 も 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 の 翻 訳 に よ り 時 間 が か か る 非 対

称 性 が み ら れ た 。 こ の 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 は ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言

語 の 翻 訳 時 間 が 遅 く な る と い う ， こ れ ま で 研 究 成 果 と は 反 対 方 向 の

非 対 称 性 で あ る 。  

こ の 結 果 が 生 じ た 要 因 と し て は ， 韓 国 語 の 書 記 シ ス テ ム を 考 慮 し

な け れ ば な ら な い 。 韓 国 語 の 表 音 文 字 で あ る ， ハ ン グ ル 文 字 の 音 節

は ， 正 方 形 の ブ ロ ッ ク の よ う な 形 を と り ， 各 音 節 は ２ か ら ４ つ の 書

記 素 の 組 み 合 わ せ で 構 成 さ れ る （ W a n g ,  P a r k  &  L e e ,  2 0 0 6）。 ま た ，

音 節 の ブ ロ ッ ク は １ か ら ８ の 画 数 か ら 成 り ， こ の 書 記 シ ス テ ム は ，
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視 覚 的 複 雑 性 が 高 い 。そ の た め に ，韓 国 語 を 習 得 中 の 日 本 語 話 者 は ，

音 読 課 題 に お い て ， 第 ２ 言 語 で あ り ， さ ら に 複 雑 な 書 記 素 の 組 み 合

わ せ を 持 つ ハ ン グ ル 文 字 の 形 態 ， 音 韻 処 理 に 時 間 を 要 し た と 考 え ら

れ る 。 翻 訳 課 題 に お い て も ， こ の よ う な 特 徴 を 持 つ ハ ン グ ル 文 字 の

語 彙 処 理 の 段 階 で 負 荷 が か か っ た た め ， 第 ２ 言 語 の 語 彙 活 性 化 が 困

難 と な り ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 の 翻 訳 の 方 が 第 ２ 言 語 か ら の 翻 訳

よ り も 速 く な っ た と 結 論 づ け ら れ る こ と が 可 能 で あ ろ う 。  

言 語 間 の 親 近 性  

 本 研 究 で は ， 文 化 的 ， 言 語 的 特 徴 か ら 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 親 近

性 が 異 な る 言 語 が 選 択 さ れ た 。 日 本 語 － 英 語 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ，

音 読 課 題 と 翻 訳 課 題 に て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル に よ っ て 異 な る 結

果 が 得 ら れ た 。 そ れ と は 対 照 的 に ， 親 近 性 の 高 い 日 本 語 ― 韓 国 語 バ

イ リ ン ガ ル 群 で は ， 両 群 と も に 結 果 は 類 似 し た 傾 向 で あ っ た 。 つ ま

り ， 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 場 合 に は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル の 違 い

は 音 読 課 題 や 翻 訳 課 題 に 強 い 影 響 を 持 つ こ と が わ か る 。 し か し ， 言

語 間 の 親 近 性 が 高 い 言 語 同 士 で は ， 習 熟 レ ベ ル は ど ち ら の 課 題 に も

効 果 を 示 さ な い 。 こ れ ら の 結 果 か ら ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の

習 熟 度 と い う ２ つ の 要 因 は ， 単 語 認 知 過 程 に 独 立 し て 働 き か け る わ

け で は な い こ と は 明 ら か と な っ た 。 一 方 の 要 因 （ 例 え ば ， 言 語 間 の

親 近 性 ）が 強 く 影 響 す る 場 合 に は ，も う 一 方 の 要 因 (第 ２ 言 語 の 習 熟

度 )の 効 果 は 弱 め ら れ る の で あ る 。  

バ イ リ ン ガ ル の 階 層 モ デ ル の 検 証  

実 験 ３ で は ， 日 本 語 － 英 語 の 高 習 熟 度 群 に の み 翻 訳 方 向 の 非 対 称

性 が 生 じ て い た の に 対 し て ， 日 本 語 － 韓 国 語 を 対 象 と し た 実 験 4 で

は ， 習 熟 度 が 低 い 群 で も 高 い 群 に も 非 対 称 性 は 見 ら れ た 。  
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 日 英 － 高 習 熟 度 群 の 結 果 は 翻 訳 の 非 対 称 性 を 示 し た バ イ リ ン ガ ル

の 階 層 モ デ ル の 結 果 と 一 致 し ， 第 ２ 言 語 の 発 達 仮 説 を 支 持 す る 。 英

語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で 翻 訳 プ ロ セ ス に カ テ ゴ リ ー リ ス ト の 効 果 が

み ら れ な か っ た の は ， 英 語 か ら 日 本 語 へ の 翻 訳 は ， 概 念 レ ベ ル の 結

び つ き が な く ， 語 彙 レ ベ ル で 行 わ れ る と い う ル ー ト に 基 づ く こ と を

示 し て い る 。  

低 習 熟 度 群 に お け る 日 本 語 と 英 語 の 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ ル の 翻

訳 過 程 を 示 し た モ デ ル を 図 ３ － ８ に 示 す 。  

 ま ず ， 英 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 に お け る ， 英 語 か ら 日 本 語 へ の 翻

訳 過 程 を 考 え て み る 。例 え ば ，英 語 の“ ap p l e” と い う 単 語 は ，英 語

の 心 的 辞 書 で 語 彙 表 象 が 活 性 化 さ れ ， 直 接 ， 語 彙 レ ベ ル で 日 本 語 へ

と 変 換 さ れ ， 日 本 語 の 翻 訳 同 義 語 で あ る “ り ん ご ” を 産 出 す る と い

う 反 応 を と る 。 英 語 習 得 の 途 中 段 階 で あ り ， 概 念 シ ス テ ム と 英 語 の

リ ン ク の 形 成 は 未 熟 で あ る 。 そ の た め ， 英 語 単 語 の 刺 激 が 概 念 シ ス

テ ム を 介 す る 可 能 性 は 低 く ， カ テ ゴ リ ー リ ス ト の 影 響 も ほ と ん ど 見

ら れ ず ， 英 語 の 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る カ テ ゴ リ ー 項 目 の 干 渉 も

生 じ な い 。  

 日 本 語 か ら 英 語 へ の 翻 訳 プ ロ セ ス を 見 て み る と ， 第 1 言 語 と 概 念  

シ ス テ ム の 結 び つ き は 形 成 さ れ て い る た め ， 刺 激 は 概 念 シ ス テ ム へ

ア ク セ ス す る 。“ り ん ご ” と い う 日 本 語 単 語 は ， 概 念 シ ス テ ム 内 で ，

そ の 上 位 カ テ ゴ リ ー で あ る“ 果 物 ”と い う 概 念 や ，“ 桃 ” や“ ス イ カ ”

と い う 項 目 も 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 活 性 化 す る 。 し か し ， そ

れ ら に 対 応 す る 英 語 の 概 念 表 象 は ， 十 分 に 獲 得 さ れ て い な い た め ，

英 語 の 翻 訳 同 義 語 は 活 性 化 さ れ に く い 。 ま た ， 日 本 語 と 英 語 で は ，   

言 語 間 の 距 離 も あ る た め ， 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 意 味 的 特 徴  
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a .  り ん ご  m e a n s  a p p l e  i n  E n g l i s h .  

         b .  桃  m e a n s  p e a c h  i n  E n g l i s h .  

         c .  ス イ カ  m e a n s  w a t e r m e l o n  i n  E n g l i s h .  
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も 共 有 し た も の は 少 な い 。 そ の た め ， 英 語 の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク 内

で ， 日 本 語 の リ ン ゴ や そ れ に 関 連 し た 項 目 を 活 性 化 す る ま で の 結 び

つ き の 強 さ は な い と 考 え ら れ る 。  

つ ま り ， 日 本 語 の 概 念 表 象 の 活 性 化 は 見 ら れ る が ， 英 語 の 意 味 的

ネ ッ ト ワ ー ク や 概 念 表 象 の 活 性 化 は 生 起 し な い た め ， カ テ ゴ リ ー 項

目 の 干 渉 は 生 じ に く い 。 そ の 結 果 ，“ ap p l e” と い う 単 語 は ， 日 本 語

か ら 英 語 の 心 的 辞 書 に 構 築 さ れ た 語 彙 的 ア ク セ ス に よ っ て ， 活 性 化

さ れ る こ と に な る 。 そ の た め に ， 日 本 語 か ら 英 語 の 翻 訳 と 英 語 か ら

日 本 語 へ の 翻 訳 時 間 の 間 に は 違 い が 生 じ な か っ た と 考 え ら れ る 。  

 次 に ， 高 習 熟 度 群 に お け る 日 本 語 と 英 語 の 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ

ル の 翻 訳 過 程 を 示 し た モ デ ル を 図 ３ － ９ に 示 す 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度

が 上 が る こ と で ， 英 語 の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と の リ ン ク が

形 成 さ れ る こ と が ， こ の 群 の 特 徴 で あ る 。 日 本 語 か ら 英 語 へ の 翻 訳

で は ， 概 念 表 象 は 活 性 化 さ れ ， 刺 激 に 関 連 し た 項 目 の 活 性 化 も 意 味

ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 生 じ る 。 例 え ば ， 日 本 語 の “ り ん ご ” と い う

単 語 は ， 日 本 語 の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て ， リ ン ゴ に 関 連 し た

他 の 果 物 の 項 目 だ け で な く ， 英 語 の 項 目 も 活 性 化 さ せ る 。  

英 語 の 習 得 が 進 む に つ れ ， 英 語 の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と

の 結 び つ き が 形 成 さ れ る が ， ２ 言 語 間 の 語 彙 レ ベ ル の 結 び つ き は 習

得 の 初 期 段 階 で 形 成 さ れ て い る た め 強 固 で あ る 。 英 語 か ら 日 本 語 へ

の 翻 訳 の 場 合 ，英 語 の“ a p p l e”と い う 単 語 は ，語 彙 レ ベ ル で 日 本 語

の 翻 訳 同 義 で あ る“ り ん ご ”を 活 性 化 し 産 出 す る 。実 験 デ ー タ で は ，

こ れ ら の 翻 訳 プ ロ セ ス に お い て ， 翻 訳 方 向 で 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ

ル の 結 び つ き の 強 さ の 非 対 称 性 を 示 し て い た 。 こ れ は ， 第 1 言 語 か  

ら 第 ２ 言 語 の 翻 訳 で は ， 概 念 レ ベ ル で ， 日 本 語 と 英 語 の 意 味 的 ネ ッ  
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ト ワ ー ク の つ な が り を 通 じ ， 刺 激 の 概 念 表 象 や そ れ に 関 連 し た 項 目

の 活 性 化 が 伝 播 す る こ と を 示 し て い る 。 そ の 結 果 ， カ テ ゴ リ ー 干 渉

が 強 く 生 起 す る 。  

 こ の よ う に ， 日 本 語 － 英 語 の 高 習 熟 度 群 と 低 習 熟 度 群 で は ， 翻 訳

の パ タ － ン が 異 な っ て い る 。 し か し ， 翻 訳 の 非 対 称 性 を 示 し た 高 習

熟 度 群 の 翻 訳 の プ ロ セ ス の 解 釈 は ， こ れ ま で の 研 究 で 示 さ れ た ， 典

型 的 な 語 彙 － 概 念 の 階 層 モ デ ル に お け る 概 念 表 象 の 構 造 化 と は 異 な

る （ K r o l l， 1 9 9 3 ;  K r o l l  &  S t e w a r t， 1 9 9 4 )  。 こ れ ら の モ デ ル で

は ， 概 念 構 造 で ２ 言 語 の 親 近 性 の 違 い に つ い て は 検 証 さ れ ず ， 概 念

の 構 造 化 が ど の よ う に 行 わ れ て い る か と い う 問 題 に つ い て は ， 追 究

さ れ て い な い 。 本 研 究 の 結 果 で は ， 概 念 構 造 に お い て ， ２ つ の 言 語

は そ れ ぞ れ 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ら

の ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 の 程 度 は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 に よ っ て 変 化 す

る と い う 発 達 仮 説 の 見 解 と 一 致 す る も の で あ っ た（ P a r a d i s， 1 9 9 7 ;  

G r o s j e a n， 1 9 9 8 ;  P a l v e n k o， 1 9 9 9 ;  F r a n c i s， 1 9 9 9）。   

実 験 ４ で は ， 日 本 語 － 韓 国 語 話 者 は ， 第 ２ 言 語 で あ る 韓 国 語 の  

習 熟 度 に か か わ ら ず ， 翻 訳 方 向 の プ ロ セ ス は 類 似 し た 傾 向 を 示 し

た 。 も っ と も 明 確 な 特 徴 と し て は ， 日 本 語 の 単 語 は ， 韓 国 語 の 単

語 よ り も 速 く 翻 訳 さ れ ， 意 味 的 文 脈 の 影 響 を 受 け て い な い こ と で

あ る 。 こ れ ま で の 研 究 で 用 い ら れ て き た 刺 激 リ ス ト は ， カ テ ゴ リ

ー リ ス ト と ラ ン ダ ム リ ス ト で ， 一 般 名 詞 の 具 体 語 か ら 構 成 さ れ て

い た 。  

D e  G r o o t  ( 1 9 9 2 )は ， 具 体 語 は ， 比 較 的 速 く 認 識 さ れ ， 翻 訳 さ

れ る と い う 具 体 性 効 果 を 挙 げ て い る 。 日 本 語 と 韓 国 語 の 特 徴 を み

て も ， 言 語 学 的 ， 文 化 的 視 点 か ら の 類 似 性 は 高 く ， 具 体 語 の 刺 激
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リ ス ト が 用 い ら れ た こ と か ら も ， 概 念 構 造 に お け る 表 象 の 共 有 性

や 関 連 性 は 高 か っ た と 考 え ら れ る 。 日 本 語 － 韓 国 語 群 で カ テ ゴ リ

ー 干 渉 が 見 ら れ な か っ た の は ， 親 近 性 の 高 い 言 語 間 で 行 わ れ ， さ

ら に 具 体 語 は 共 通 の 概 念 表 象 を 有 し ， 日 本 語 単 語 は ， リ ス ト の 種

類 に か か わ ら ず ， こ れ ら 共 通 の 概 念 表 象 に ア ク セ ス し た た め だ と

考 え ら れ る 。 そ の 結 果 ， 親 近 性 の 高 い 言 語 間 で の 第 １ 言 語 か ら の

第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は ， 具 体 語 刺 激 に よ る 促 進 効 果 が 生 じ た と 結 論

づ け ら れ る 。  

 K r o l l  &  S t e w a r t  ( 1 9 9 4 )の モ デ ル で は ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 間

の 翻 訳 方 向 に つ い て 干 渉 が 生 じ る と 提 案 さ れ た の に 対 し ， 本 研 究

で は ， 言 語 間 の 親 近 性 が 高 く ， 共 通 の 特 徴 を 持 つ 言 語 の 場 合 ， 第

1 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は ， 概 念 シ ス テ ム へ の ア ク セ ス は 促

進 効 果 を も た ら す こ と が 示 さ れ た 。 日 本 語 刺 激 の “ り ん ご ” は ，

語 彙 レ ベ ル を 経 由 し ， 概 念 レ ベ ル で は 日 本 語 と 韓 国 語 で 共 通 す る

概 念 表 象 や 関 連 項 目 を 活 性 化 す る 。 そ の 過 程 を 経 た 後 ， 韓 国 語 の

語 彙 レ ベ ル で ， 翻 訳 同 義 語 で あ る “ 사 과 ” を 決 定 す る の で あ る 。 

こ の モ デ ル に 基 づ い て ， 韓 国 語 か ら 日 本 語 へ の 翻 訳 過 程 を 検 証

す る （ 図 ３ － １ ０ 参 照 ）。 第 ２ 言 語 と し て の 韓 国 語 は ， 語 彙 的 結

び つ き で 第 １ 言 語 の 日 本 語 に ア ク セ ス す る た め ， 結 果 が 示 し た よ

う に ， 意 味 的 影 響 は 受 け な い 。 ま た ， 両 言 語 は ， 文 化 や 言 語 的 特

徴 は 共 通 点 が 多 い が ， 書 記 体 系 に つ い て ， 形 態 的 特 徴 に 違 い が あ

る 。 韓 国 語 の ハ ン グ ル 文 字 は ， 音 韻 に 対 応 し た 表 記 シ ス テ ム で あ

り ， 視 覚 的 に 文 字 の 複 雑 性 を 備 え て い る 。 一 方 ， 日 本 語 は ， 漢 字

と 仮 名（ ひ ら が な・カ タ カ ナ ）を 使 用 し ，仮 名 は 音 節 を 表 示 す る 。  
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         c’ .   사 과  ( K o r e a n )  m e a n s  a p p l e  i n  E n g l i s h .  
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t a n g e r i n e  i n  E n g l i s h .  

 

   図 ３ － １ ０  日 韓 群 に お け る 翻 訳 過 程 の 階 層 モ デ ル  
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し か し ， 漢 字 の 場 合 は ， 表 意 文 字 で あ り ， 例 え ば ，“ w o o d” を 示

す 。“ 木 ” と い う 漢 字 は ， 発 音 を 知 ら な く て も ， w o o d と い う 意 味

を 理 解 す る こ と は 可 能 で あ る 。  

 単 語 の 翻 訳 プ ロ セ ス に は ， 語 彙 レ ベ ル で の 形 態 情 報 や 音 韻 情 報

の 処 理 ， 意 味 情 報 の 活 性 化 ， も う 一 方 の 言 語 の 心 的 辞 書 に お け る

翻 訳 同 義 語 の 検 索 ， 適 切 な 語 彙 情 報 の 産 出 と い っ た 過 程 が 含 ま れ

る 。 阿 部 ・ 桃 内 ・ 金 子 ・ 李 ( 1 9 9 4 )に よ れ ば ， 単 語 認 知 処 理 に は 書

記 素 － 音 素 の 直 接 変 換 と ， 音 韻 情 報 が 心 的 辞 書 を 経 て 語 彙 処 理 を

行 う ２ つ の 方 略 が あ る と い う 。 趙 ( 1 9 9 7 )は ， ハ ン グ ル 文 字 の 認 知

処 理 は ， 直 接 的 な 書 記 素 － 音 素 変 換 で は な く ， 心 的 辞 書 を 介 し て

行 わ れ る た め ， 音 読 時 間 が 長 く な る と 述 べ て い る 。 例 え ば ， 韓 国

語 の “ 사 과 ”（ り ん ご ） は ， 語 彙 表 象 に ア ク セ ス し ， 記 号 の 組 み

合 わ せ が 形 態 ， 音 韻 情 報 レ ベ ル で 分 析 さ れ る 。 そ の 後 ， 日 本 語 の

語 彙 表 象 と し て “ り ん ご ” が 活 性 化 さ れ る 。 視 覚 認 知 処 理 の 段 階

で ， 日 本 語 か ら 韓 国 語 の 翻 訳 と は 対 照 的 に ， ハ ン グ ル 文 字 の 形 態

や 音 韻 処 理 に 負 荷 が 生 じ る 。   

 つ ま り ， 第 ２ 言 語 と し て の 韓 国 語 か ら 第 １ 言 語 と し て の 日 本 語

へ の 翻 訳 過 程 は ， 刺 激 の 入 力 段 階 で の 語 彙 表 象 の 処 理 に 時 間 を 要

す る こ と に な る 。 そ の 結 果 ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 は よ

り 長 く な り ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 の 翻 訳 よ り も 反 応 時 間 を 要 す

る と い う 非 対 称 性 が 生 じ た と 考 え ら れ る 。  

 本 研 究 で は ， 刺 激 は す べ て コ ン ピ ュ ー タ ー の 画 面 に 呈 示 さ れ る 視

覚 呈 示 で の 課 題 で あ っ た 。 刺 激 を 音 声 呈 示 す る こ と で ， 語 彙 表 象 の

処 理 プ ロ セ ス が ど の よ う に 変 化 す る か 検 討 す る こ と は 今 後 の 課 題 で

あ る 。 形 態 表 象 の 処 理 の 負 荷 が 軽 減 さ れ る こ と で ， 韓 国 語 か ら 日 本
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語 へ の 語 彙 処 理 が 速 く な り 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 が 消 失 す る こ と ， ま

た 、 高 習 熟 度 群 で は 韓 国 語 の 語 彙 シ ス テ ム か ら 概 念 シ ス テ ム へ の ア

ク セ ス が 可 能 と な り 、 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 が 生 じ る こ と な

ど が 予 想 さ れ る 。  

 総 合 的 に ま と め る と ， 日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 の 結 果 か ら 得 ら れ た

知 見 は ， K r o l l  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 9 4 )， D e  G r o o t， D a n n e n b u r g  &  V a n  

H e l l ( 1 9 9 4 )  a n d  A l t a r r i b a  &  M a t h i s ( 1 9 9 7 )  ら の 結 果 と 一 致 し た も

の で あ り ， バ イ リ ン ガ ル の 記 憶 構 造 の 非 対 称 階 層 モ デ ル を 支 持 す

る も の で あ っ た 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る と ， 機 能 的 結 び つ き

の 変 化 を 示 唆 し ，日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ，単 語 連 合 モ デ ル か ら ，

非 対 称 階 層 モ デ ル へ と 翻 訳 過 程 が 変 遷 す る こ と を 明 ら か に し た 。

つ ま り ， こ の 階 層 モ デ ル は ， 親 近 性 の 低 い 言 語 に 関 す る 言 語 シ ス

テ ム に も 適 用 さ れ る と い え る 。  

そ れ に 対 し て ， 日 本 語 と 韓 国 語 と い う 類 似 し た 言 語 で は ， 異 な

る 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 モ デ ル が 提 案 さ れ た 。 こ れ は ， 書 記 シ ス テ

ム や 形 態 情 報 が ， 語 彙 処 理 に 重 要 な 意 味 を 持 つ こ と と 関 係 し て い

る 。 本 研 究 で は ， 言 語 間 の 親 近 性 は ， 言 語 の 系 統 や 言 語 類 型 学 的

視 点 か ら の 定 義 を 行 い ， 音 韻 情 報 に つ い て は ， 刺 激 レ ベ ル で 類 似

し な い よ う 統 制 し た 。 し か し ， 語 彙 レ ベ ル ， 概 念 レ ベ ル で の 処 理

過 程 を 検 証 す る 場 合 に は ， さ ら に 単 語 の 形 態 情 報 も 考 慮 し な け れ

ば な ら な い こ と を 課 題 と し て 示 す も の で あ っ た 。  

  

３ － ６  語 彙 － 概 念 レ ベ ル に お け る 単 語 認 知 過 程 の 実 験 の ま と め  

 

ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い た 実 験 １ ， ２ で は ， 日 本 語 － 英 語 群 ， 日 本
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語 － 韓 国 語 群 の 両 群 に つ い て ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い に 関 わ ら な

い ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル の 階 層 モ デ ル を 用 い て ， ス ト ル ー プ 干 渉 の プ

ロ セ ス を 説 明 し た 。 翻 訳 課 題 を 用 い た 実 験 ３ ， ４ で は ， 習 熟 度 や 親

近 性 の 違 い に よ っ て ， 翻 訳 方 向 の プ ロ セ ス や 非 対 称 性 の 生 起 す る 傾

向 は 異 な る こ と が 示 さ れ た 。 日 本 語 － 英 語 群 に お い て ， 低 習 熟 度 群

で は カ テ ゴ リ ー 干 渉 は み ら れ な か っ た 。 高 習 熟 度 群 に お い て の み カ

テ ゴ リ ー 干 渉 が 生 じ ， 翻 訳 過 程 に お け る 方 向 の 非 対 称 性 が 認 め ら れ

た 。 日 本 語 － 韓 国 語 群 で は ， 習 熟 度 の 違 い は ， 結 果 に 影 響 せ ず ， 第

１ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 の 方 が そ の 逆 方 向 よ り も ， 速 く 翻 訳 さ れ る 非 対

称 性 が 示 さ れ た 。   

実 験 １ か ら 実 験 ４ ま で の 実 証 的 研 究 に お い て ， ２ つ の 言 語 間 の 特

徴 や 第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル が ， ど の よ う に 語 彙 － 概 念 レ ベ ル の 認 知

処 理 に 影 響 し た の か 考 察 す る 。 実 験 １ ， ２ で は ， ス ト ル ー プ 課 題 と

い う ４ つ の 色 名 単 語 の イ ン ク の 色 を 答 え る と い う 概 念 レ ベ ル の 影 響

が 小 さ く 、 語 彙 レ ベ ル が 主 に 関 与 す る 課 題 で あ っ た こ と か ら ， 第 ２

言 語 の 習 熟 度 の 違 い に 関 わ ら ず ， 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 に 違 い

が み ら れ な か っ た こ と が 示 さ れ た 。   

一 方 ，実 験 ３ ，４ で は ，８ カ テ ゴ リ ー ，計 2 5 6個 の 単 語 に つ い て の

翻 訳 課 題 で あ り 概 念 を 用 い た 処 理 が 求 め ら れ る 。 そ の た め ， 概 念 シ

ス テ ム に お け る 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 へ の 影 響 が 示 唆 さ れ た 。   

実 験 ３ に お け る 日 本 語 － 英 語 低 習 熟 度 群 は ， 長 期 海 外 滞 在 経 験 は

な い も の の ， 日 本 に お け る 長 期 に わ た る 英 語 の 学 習 経 験 を 持 つ こ と

か ら 広 義 で の 初 期 バ イ リ ガ ル と と ら え ら れ る 。 英 語 の 習 熟 度 が 高 く

な る に し た が っ て ， 概 念 シ ス テ ム で 日 本 語 に 対 応 す る 概 念 か ら 英 語

に 対 応 す る 概 念 へ の 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ ， 心 内 辞 書 の 活 性
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化 が 日 本 語 の 概 念 と と も に 英 語 の 概 念 に も 伝 播 さ れ る よ う に な る 。  

低 習 熟 度 群 で は 日 本 語 に 対 応 す る 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク が 活 性 化 さ れ

た の に 対 し ， 高 習 熟 度 群 で は 日 本 語 と 英 語 の 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク の 活

性 化 が み ら れ た 。 日 本 語 － 英 語 高 習 熟 度 群 に お け る ， カ テ ゴ リ ー リ

ス ト の 日 本 語 か ら 英 語 の 翻 訳 に み ら れ る カ テ ゴ リ ー 干 渉 は ， 日 本 語

の 概 念 的 ネ ッ ト ワ ー ク と 英 語 の 概 念 的 ネ ッ ト ワ ー ク と い う ２ 言 語 の

ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 と そ れ に 対 応 す る 複 数 の ノ ー ド の 活 性 化 に よ

っ て 反 応 決 定 が 困 難 に な っ た こ と に よ る も の で あ ろ う 。 翻 訳 過 程 に

お い て 干 渉 が 生 じ る メ カ ニ ズ ム は 次 の よ う に 考 え ら れ る 。 ま ず 視 覚

的 処 理 の 後 ， 日 本 語 の 言 語 シ ス テ ム を 経 て ， 単 語 が 属 す る 概 念 が 活

性 化 さ れ ， 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て そ れ に 関 連 す る い く つ か の

項 目 が 興 奮 す る 。 次 に 概 念 の 興 奮 が 関 連 す る 項 目 を 活 性 化 し て ， 英

語 の 心 内 辞 書 に 伝 播 し ， そ れ ぞ れ の 意 味 と 対 応 す る 音 韻 や 綴 り が 活

性 化 さ れ る 。 最 終 的 に ， 活 性 化 さ れ た 音 韻 や 綴 り の う ち 一 番 活 性 レ

ベ ル の 高 い も の が 選 択 さ れ 産 出 さ れ る 。  

 実 験 ４ の 日 本 語 － 韓 国 語 群 で は ， 習 熟 度 が 高 い 場 合 で も 低 い 場 合

で も ， 第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 が 速 く 行 わ れ ， さ ら に 概 念 レ

ベ ル で の 意 味 的 文 脈 が 影 響 し て い な い と い う 結 果 で あ っ た 。 意 味 的

影 響 が 見 ら れ な か っ た 理 由 は ，日 本 語 と 韓 国 語 の 親 近 性 の 高 さ か ら ，

概 念 構 造 で は ， ２ つ の 概 念 表 象 は 共 有 さ れ ， 共 通 の ネ ッ ト ワ ー ク が

活 性 化 し ， 促 進 効 果 を も た ら し た た め と 考 え ら れ る 。  

 そ れ に 対 し て ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 へ の 翻 訳 で は ， 単 語 の 語 彙

処 理 の 段 階 で ， ハ ン グ ル 文 字 の 形 態 的 複 雑 さ が ， 形 態 情 報 や 音 韻 情

報 の 処 理 に 負 荷 と な る 。 そ の た め ， 翻 訳 の 反 応 時 間 が 長 く な る と い

う ， 非 対 称 性 を 生 み 出 す 原 因 と な る こ と が 示 さ れ た 。  
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K r o l lら ( 1 9 9 4 )は ，第 １ 言 語 か ら 第 ２ 言 語 の 翻 訳 に 時 間 を 要 す る と

い う ２ 言 語 に お け る 翻 訳 の 方 向 の 非 対 称 性 を 主 張 し た モ デ ル を 提 案

し た 。 し か し ， 今 回 の 実 験 で は 日 本 語 ― 韓 国 語 の 低 習 熟 度 群 に お い

て ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語 の 翻 訳 の 方 が よ り 時 間 が か か る と い う 逆

方 向 の 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 が み ら れ た 。  

さ ら に カ テ ゴ リ ー 干 渉 が 生 じ る 時 の 概 念 シ ス テ ム の 活 性 化 は ， ど

の 言 語 を 第 ２ 言 語 と し て 習 得 す る か に よ っ て ， 一 様 で は な い こ と が

示 さ れ た 。 非 対 称 性 が み ら れ る 翻 訳 過 程 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の

違 い が 概 念 シ ス テ ム で の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 に 影 響 し て い

る こ と も 示 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と 意 味 ネ ッ ト

ワ ー ク の 活 性 化 と の 関 係 を よ り 詳 し く 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え ら

れ る 。  

習 熟 度 の 違 い に よ っ て ， 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 が ど の よ う に

生 じ る の か 検 証 す る 方 法 と し て ， カ テ ゴ リ ー 群 化 を 用 い た 実 験 が 考

え ら れ る 。カ テ ゴ リ ー 群 化 と は 意 味 的 類 似 性 と い う 観 点 に 基 づ い て ，

典 型 性 の 高 い も の が 群 化 し ， 同 じ カ テ ゴ リ ー の も の は ひ と ま と ま り

で 再 生 さ れ や す い と い う 現 象 で あ る 。 低 習 熟 度 群 で は 日 本 語 に お い

て の み カ テ ゴ リ ー 群 化 が み ら れ る が ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な っ

た 群 で は ２ 言 語 で も カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ る と 予 想 さ れ る 。  
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４ － １  概 念 レ ベ ル に お け る 単 語 認 知 過 程 の 検 討  

 

単 語 認 知 シ ス テ ム に つ い て よ り 詳 細 な 検 証 を 行 な う た め に ， 単 語

認 知 過 程 で は 最 も 深 い レ ベ ル に 属 す る 概 念 シ ス テ ム に お い て ， 様 々

な カ テ ゴ リ ー が ど の よ う に 構 造 化 さ れ て い る の か ， カ テ ゴ リ ー 群 化

を 指 標 と し て 実 験 ５（ 日 本 語 － 英 語 の バ イ リ ン ガ ル ），実 験 ６（ 日 本

語 － 韓 国 語 の バ イ リ ン ガ ル ） を 行 な う 。  

 ２ － ３ で 指 摘 し た よ う に ， ２ つ の 言 語 の 概 念 構 造 に 関 す る 実 験 で

は ， 言 語 の 特 徴 や 共 通 性 を 考 慮 に 入 れ た 実 験 パ ラ ダ イ ム で 検 証 さ れ

て こ な か っ た 。 そ の た め ， 言 語 間 の 特 徴 の 類 似 性 と い う 視 点 に お い

て ， ２ つ の 概 念 表 象 の 構 造 が 共 通 な の か ， そ れ ぞ れ 独 立 し て 形 成 さ

れ る の か と い う 問 題 は 未 解 決 の ま ま で あ る 。  

そ こ で ， 第 ４ 章 で の 第 １ の 目 的 と し て ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 間 の

親 近 性 の 違 い に よ っ て カ テ ゴ リ ー 群 化 が ど の よ う に 生 起 す る の か 検

証 す る 。 言 語 の 系 統 と 言 語 類 型 論 的 観 点 に 基 づ き ， 言 語 間 の 親 近 性

が 遠 い と 判 断 さ れ る ２ 言 語 と し て ， 日 本 語 － 英 語 ， 親 近 性 が 近 い と

考 え ら れ る 言 語 と し て ，日 本 語 － 韓 国 語 を 本 研 究 の 対 象 言 語 と す る 。 

ま た ， こ れ ま で の 研 究 か ら ， 第 ２ 言 語 を 習 得 す る と ２ 言 語 の カ テ

ゴ リ ー 構 造 が 変 化 す る こ と が わ か っ て い る 。 二 つ の カ テ ゴ リ ー 構 造

を 検 証 す る た め に は ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た ２ 言 語 間 の 親 近 性 だ

け で な く ，第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル の 違 い も 考 慮 し な け れ ば な ら な い 。

し か し ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と 言 語 間 の 親 近 性 の 二 つ の 要 因 を 独 立 変

数 と し ， 概 念 構 造 の 形 成 や 知 識 の 体 制 化 ， あ る い は カ テ ゴ リ ー 群 化

の 生 起 に つ い て ， 実 験 に よ る の 検 証 は な さ れ て こ な か っ た 。  

そ こ で ， 第 １ の 目 的 で あ る ， 言 語 間 の 親 近 性 と い う 要 因 に 加 え ，
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第 ２ の 目 的 と し て ， 第 ２ 言 語 の 習 得 度 の 違 い が カ テ ゴ リ ー 群 化 に 与

え る 影 響 に つ い て 調 べ る 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る と ， カ テ ゴ リ

ー 群 化 に お け る 第 １ 言 語 呈 示 の 優 位 性 が 失 わ れ ， 第 ２ 言 語 呈 示 で も

同 様 の カ テ ゴ リ ー 群 化 が 起 こ る の か 検 討 す る 。  

こ れ ま で の 研 究 で は ， 実 験 に 用 い ら れ る ２ つ の 言 語 の 特 徴 に つ い

て 注 目 さ れ て こ な か っ た 。例 え ば ，言 語 間 の 親 近 性 が 高 い 言 語 で は ，

項 目 の 典 型 性 に つ い て も 共 通 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。し か し な が ら ，

典 型 性 が 概 念 表 象 の 体 制 化 に 与 え る 影 響 に つ い て ， 言 語 間 の 親 近 性

や 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 を コ ン ト ロ ー ル し た 検 討 は 行 わ れ て い な い 。  

そ こ で 本 研 究 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル や ， 第 １ 言 語 と し て の

日 本 語 と 親 近 性 が 異 な る ２ つ の 言 語 に つ い て ， 典 型 性 の 異 な る リ ス

ト を 用 い た カ テ ゴ リ ー 群 化 が ど の よ う に 生 じ る の か 検 証 す る 。 実 験

参 加 者 の 第 ２ 言 語 は ， 言 語 の 系 統 論 的 観 点 ， 類 型 論 的 観 点 か ら ， 第

１ 言 語 (日 本 語 )と 共 通 し た 特 徴 が 少 な い と 考 え ら れ る 第 ２ 言 語 （ 英

語 ） と ， 類 似 し た 特 徴 を 持 つ 言 語 （ 韓 国 語 ） の ２ つ を 対 象 と し た 。

実 験 ５ で は ， 日 本 語 － 英 語 話 者 に つ い て ， 実 験 ６ で は ， 日 本 語 ― 韓

国 語 話 者 に 対 し て ， カ テ ゴ リ ー 群 化 課 題 を 実 施 す る 。  

第 ２ 言 語 と し て の 英 語 と 韓 国 語 の 習 得 レ ベ ル が 異 な る 日 本 語 話 者

の カ テ ゴ リ ー 群 化 課 題 か ら ， ２ 言 語 間 の 知 識 の 体 系 化 に つ い て ， 以

下 の 仮 説 を 設 定 し た 。  

言 語 間 の 親 近 性 が カ テ ゴ リ ー 群 化 に 与 え る 影 響 に つ い て ， 項 目 間

の ネ ッ ト ワ ー ク を み て み る と ， 親 近 性 が 低 い 言 語 （ 日 本 語 ― 英 語 ）

の 場 合 ， 意 味 的 特 性 の 共 有 部 分 は 言 語 間 で 少 な い と 考 え ら れ ， 同 じ

カ テ ゴ リ ー で も ２ 言 語 で 共 通 す る 概 念 表 象 ， つ ま り ， ノ ー ド の 数 や

内 容 も 異 な る こ と が 予 想 さ れ る 。 例 え ば ， 野 菜 カ テ ゴ リ ー で イ メ ー
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ジ さ れ る 項 目 が ， 日 本 語 で は “ 大 根 ” や “ タ マ ネ ギ ” で あ る の に 対

し て ，英 語 で は“ c o r n”や“ s p i n a c h”が 連 想 さ れ る と い っ た こ と で

あ る 。 そ の た め ， カ テ ゴ リ ー の プ ロ ト タ イ プ と な る よ う な 項 目 に つ

い て ， ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ ， 典 型 性 の 高 い 項 目 の み に カ テ ゴ リ

ー 群 化 が 生 じ る と 考 え ら れ る 。  

一 方 ， 親 近 性 が 高 い 言 語 間 で は ， 文 化 的 に 共 通 す る 特 徴 も 多 く ，

意 味 的 関 連 性 も 強 い と 思 わ れ る 。 そ れ ぞ れ の 言 語 の ネ ッ ト ワ ー ク で

ノ ー ド を 結 ぶ リ ン ク の 強 度 も 高 く な り ， 表 象 同 士 が 近 接 し て 結 び つ

く 。 そ の 結 果 ， 典 型 性 の 高 い 項 目 に 加 え て ， 低 い 項 目 も つ な が り を

持 っ て い る と 考 え ら れ ， 典 型 性 の 低 い 項 目 に つ い て も カ テ ゴ リ ー 群

化 が 生 起 し や す く な る と 予 想 さ れ る 。   

次 に ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 に よ る 表 象 の 体 制 化 に つ い て ， 習 熟 度 が 低

い 段 階 で は ， ま だ 第 ２ 言 語 の 語 彙 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 は 十 分 で は な

い 。 ネ ッ ト ワ ー ク 内 の ノ ー ド の 数 や リ ン ク の 強 度 も ま だ 弱 く ， カ テ

ゴ リ ー 群 化 の 程 度 は 低 い と 考 え ら れ る 。  

第 ２ 言 語 の 習 得 が 進 む と ， 新 し い 言 語 の 語 彙 や ， そ れ に 対 応 す る

概 念 表 象 も 形 成 さ れ る 。 次 第 に ， カ テ ゴ リ ー の 下 位 項 目 間 の リ ン ク

も 構 築 さ れ ， 第 ２ 言 語 の ネ ッ ト ワ ー ク も で き る 。 そ れ ら の ネ ッ ト ワ

ー ク を 利 用 し て ， 第 １ 言 語 と 同 様 ， 第 ２ 言 語 も カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生

じ る と 考 え ら れ る 。  

こ れ ら の 仮 説 か ら ， 日 本 語 － 英 語 話 者 群 と 日 本 語 － 韓 国 語 話 者 に

つ い て ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い が 概 念 の 構 造 化

に 与 え る 影 響 を 検 討 し ， 概 念 表 象 の モ デ ル を 提 案 す る 。  

 

 



109 

 

４ － ２  実 験 的 考 察 ５ ： 概 念 構 造 で の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 検 証  

（ 日 本 語 － 英 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

実 験 ５ で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 や 単 語 の 典 型 性 が カ テ ゴ リ ー 群 化

に ， ど の よ う な 効 果 を も た ら し て い る の か 明 ら か に す る こ と を 目 的

と し た 。 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い と 考 え ら れ る 日 英 バ イ リ ン ガ ル を 対

象 に ， 自 由 再 生 課 題 を 用 い て 検 討 し た 。  

【 方 法 】  

実 験 参 加 者：日 本 語 を 第 １ 言 語 と し ，英 語 を 習 得 し た 学 生 4 8 名 。英

語 の 学 習 経 験 に つ い て ， 長 期 海 外 滞 在 経 験 や 習 得 環 境 ， 習 得 年 数 に

基 づ き ， 次 の ２ 群 を 設 定 し た 。 低 習 熟 度 群 は 日 本 の 教 育 課 程 で 英 語

を 学 習 し (平 均 7 . 9 年 )，海 外 滞 在 経 験 の な い 学 生 2 4 名 で あ っ た 。日

本 語 能 力 を 1 0 ポ イ ン ト と し ，英 語 の ４ つ の 基 本 的 能 力 (話 す ，聞 く ，

読 む ， 書 く )に つ い て １ か ら 1 0 の 尺 度 で 自 己 評 定 を 求 め た 結 果 は 次

の と お り で あ る 。 話 す 3 . 6，  聞 く 4 . 1，  読 む 5 . 9， 書 く 4 . 7． 高 習

熟 度 群 は 長 期 海 外 滞 在 経 験 (平 均 7 . 3 年 )の あ る 学 生 (す べ て 帰 国 生

で あ り ， 英 語 の 平 均 学 習 年 数 は 9 . 2 年 ) 2 4 名 で ， 英 語 の 基 本 的 能 力

に つ い て 自 己 評 定 の 結 果 は ， 話 す 7 . 6， 聞 く 8 . 4， 読 む 7 . 2， 書 く 7

で あ っ た 。  

刺 激：日 本 語 ，英 語 に つ い て ，６ つ の カ テ ゴ リ ー（ 野 菜 ，鳥 ，果 物 ，

道 具 ， 乗 り 物 ， 家 具 ） の 事 例 か ら ， 典 型 性 の 評 定 平 均 値 の 高 い 項 目

と 低 い 項 目 を ６ 個 ず つ 選 択 し た 。 事 例 の 選 択 に あ た っ て は ， 予 備 調

査 と し て 日 本 人 学 生 2 0 名 に 日 本 語 ，英 語 の 項 目 に つ い て ，ど の く ら

い 知 っ て い る か と い う 程 度 を 示 す 熟 知 度 を ５ 段 階 で 評 定 を 求 め た 。
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英 語 の 典 型 性 に つ い て は R o s c h ( 1 9 7 5 )， 日 本 語 の 項 目 に つ い て は 石

毛 ・ 箱 田 （ 1 9 8 3） に て 評 定 さ れ た デ ー タ を 使 用 し た 。 熟 知 度 が 偏 ら

な い よ う 考 慮 し ，６ カ テ ゴ リ ー ×６ 項 目 の 計 3 6 項 目 か ら な る 記 銘 リ

ス ト を 呈 示 言 語 (日 本 語 ，英 語 )×典 型 性 (高 ，低 )の ４ 種 類 作 成 し た 。

記 銘 リ ス ト は 7 4 m m× 1 0 5 m m の 用 紙 3 6 ペ ー ジ か ら な る 小 冊 子 で ，各 ペ

ー ジ の 中 央 に ラ ン ダ ム 順 で １ 項 目 ず つ 単 語 が 印 刷 さ れ た 。 実 験 で 用

い ら れ た 刺 激 の 例 は 付 録 ３ に 示 す 。  

手 続 き ： 自 由 再 生 課 題 を 以 下 の 手 続 き で 行 な っ た 。 ４ 種 類 の 記 銘 リ

ス ト で 用 い ら れ た 項 目 に つ い て ， 日 本 語 と 英 語 間 で 典 型 性 の 程 度 が

同 等 の 場 合（ 両 言 語 と も に 高 典 型 性 の 項 目 の 場 合 な ど ），共 通 の 翻 訳

同 義 語 が 含 ま れ て い る た め ， 再 生 課 題 へ の 影 響 が 考 え ら れ る 。 そ の

た め ， 高 習 熟 度 群 ， 低 習 熟 度 群 を そ れ ぞ れ ２ 群 に 分 け ， 日 本 語 と 英

語 の 翻 訳 同 義 語 が 重 複 し な い よ う に 統 制 し た 刺 激 リ ス ト の 組 み 合 わ

せ を 割 り 当 て た 。実 際 の リ ス ト の 組 み 合 わ せ は ，日 本 語 － 高 典 型 性 ，

英 語 － 低 典 型 性 あ る い は 日 本 語 － 低 典 型 性 ， 英 語 － 高 典 型 性 で あ っ

た 。 そ れ ぞ れ の 組 み 合 わ せ に 2 0 名 ず つ 実 験 参 加 者 を 割 り 当 て た 。  

実 験 参 加 者 に は 日 本 語 と 英 語 が 印 刷 さ れ た 小 冊 子 を 一 冊 ず つ と 再

生 用 紙 (２ 枚 )が 配 布 さ れ た 。 実 験 参 加 者 は ５ 秒 毎 に 行 な わ れ る 合 図

に し た が っ て 単 語 を １ つ ず つ 黙 読 し ， 3 6 項 目 す べ て 黙 読 し た 後 ，で

き る だ け 多 く の 項 目 を 自 由 な 順 序 で 再 生 す る よ う 教 示 を 受 け た 。 再

生 課 題 は ， ど ち ら か の 言 語 の 小 冊 子 を 黙 読 し た 後 ， ５ 分 間 の 再 生 時

間 を と り ， ３ 分 間 の 休 憩 を は さ ん で ， も う 一 方 の 言 語 の 再 生 課 題 を

行 な っ た 。再 生 す る と き の 言 語 は 呈 示 言 語 と 同 じ で あ っ た 。日 本 語 ，

英 語 の 記 銘 リ ス ト の 実 施 順 は カ ウ ン タ ー バ ラ ン ス を と っ た 。   
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【 結 果 】  

日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 に つ い て ， 習 熟 度 が 異 な る 群 ご と に 実 験 参 加

者 の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 指 標 と し て ， M o d i f i e d  r a t i o  o f  r e p e t i t i o n

（ M R R， M u r p h y， 1 9 7 9 )と 再 生 数 を 算 出 し た 。 M R R は 同 じ カ テ ゴ リ ー

に 属 す る 項 目 が 連 続 し て 再 生 さ れ た 程 度 を 示 し た も の で あ り ， 0 か

ら 1 の 間 の 数 値 を と る 。 数 値 が 高 い ほ ど ， 同 一 カ テ ゴ リ ー の 項 目 が

連 続 し て 再 生 さ れ た こ と を 示 す 。 M R R と そ の チ ャ ン ス レ ベ ル は 次 の

公 式 に て 算 出 さ れ る 。  

 

 

n： 再 生 数 ， c： 再 生 リ ス ト に 出 現 す る カ テ ゴ リ ー 数  

r： 同 じ カ テ ゴ リ ー に 属 す る 項 目 が 連 続 し て 再 生 さ れ た 数 （ 例 え ば ，

同 一 カ テ ゴ リ ー の 項 目 が 三 つ 連 続 し て 再 生 さ れ た 場 合 は ２ と 数 え る ） 

 

  

た だ し ， Ｅ ： カ テ ゴ リ ー ご と の 事 例 数 （ 6）， Ｎ ： 記 銘 リ ス ト の 長 さ

（ 3 6） で あ る 。  

 

再 生 数 は 記 銘 リ ス ト 内 の 項 目 か ら 再 生 さ れ た 単 語 の み を 分 析 対 象

と し ， 記 銘 リ ス ト 以 外 か ら の 項 目 は 算 出 の 対 象 か ら は ず し た 。 典 型

性 の 程 度 ご と に M R R と 再 生 数 の 平 均 値 お よ び チ ャ ン ス レ ベ ル を 示 し

た も の が 表 ４ － １ で あ る 。  

  

M R R（ チ ャ ン ス レ ベ ル ） ＝  
    ( E - 1 ) ( n - 1 )   

 ( n - c ) ( N - 1 )  

M R R＝  
     r   

 n－ c  
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表 ４ － １  

日 英 群 に お け る カ テ ゴ リ ー 群 化 の 程 度  (MRR)と 再 生 数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
７ L 1 は 日 本 語 ，L 2 は 英 語 を 指 す ．H i g h  t y p i c a l i t y は 高 典 型 性 項 目 ，

L o w  t y p i c a l i t y は 低 典 型 性 項 目 で あ る ． ま た L e s s  p r o f i c i e n t は 低

習 熟 度 群 ， M o r e  p r o f i c i e n t は 高 習 熟 度 群 で あ る ． M R R は カ テ ゴ リ ー

群 化 の 指 標 で あ り ， そ の チ ャ ン ス レ ベ ル ( c h a n c e  o f  M R R )と 再 生 数

（ r e c a l l） を 示 す ．  

  

    L1       L2       

    High typicality Low typicality High typicality Low typicality  

Less proficient         

 MRR 0.764  0.459  0.479  0.371  

 chance of MRR 0.184  0.187  0.190  0.224  

 recall 23.7  21.4  21.4  15.3  

More proficient         

 MRR 0.558  0.434  0.524  0.362  

 chance of MRR 0.189  0.241  0.203  0.206  

  recall 21.3   15.2   19.3   16.9   
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カ テ ゴ リ ー 群 化 の 生 起  

典 型 性 （ 高 ， 低 ）， 習 熟 度 （ 高 ， 低 ）， 呈 示 言 語 （ 日 本 語 （ L 1）， 英  

語（ L 2））に よ っ て カ テ ゴ リ ー 群 化 の 生 起 に 違 い が 見 ら れ る か ど う か

検 証 す る た め に ， 各 条 件 と チ ャ ン ス レ ベ ル の １ 要 因 分 散 分 析 を 行 な

っ た 。 そ の 結 果 す べ て の 条 件 で 5％ の 有 意 差 が あ り ， カ テ ゴ リ ー 群

化 が 生 じ て い る こ と が 示 さ れ た 。  

典 型 性 効 果  

 M R R に つ い て ，第 ２ 言 語 の 習 熟 度 ご と（ 低 習 熟 度 ，高 習 熟 度 ）に ，

典 型 性 （ 高 ， 低 ） ×呈 示 言 語 （ 日 本 語 ， 英 語 ） の ２ 要 因 の 分 散 分 析

を 行 い ， 典 型 性 の 程 度 が カ テ ゴ リ ー 群 化 に 及 ぼ す 影 響 を 検 証 し た 。  

低 習 熟 度 群 で は ， 典 型 性 の 効 果 が 有 意 で あ っ た ( F ( 1 , 4 4 ) = 1 5 . 0 ，      

p < . 0 0 1 ) 。 ま た ， 呈 示 言 語 に つ い て も 有 意 な 主 効 果 が 見 ら れ

（ F ( 1 , 4 4 ) = 1 2 . 3， p  <  . 0 0 5 )， 英 語 よ り も 日 本 語 の 方 が ， 同 じ カ テ ゴ

リ ー の 項 目 が 連 続 し て 再 生 さ れ て い た 。 高 習 熟 度 群 に お い て も ， 典

型 性 の 主 効 果 が 有 意 で あ り （ F ( 1 , 4 4 ) = 5 . 2， p  < . 0 5 )， こ れ ら の 結 果

か ら ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 に 関 わ ら ず ， 典 型 性 の 高 い 項 目 の 方 が ， 低

い 項 目 よ り も ま と ま っ て 再 生 さ れ や す い と い う 典 型 性 効 果 が 見 ら れ

た 。 一 方 ， 高 習 熟 度 群 で は 呈 示 言 語 の 主 効 果 は 見 ら れ ず ， 日 本 語 と

英 語 の カ テ ゴ リ ー 群 化 は 同 程 度 で あ っ た 。  

第 ２ 言 語 (英 語 )の 習 熟 度  

 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い が カ テ ゴ リ ー 群 化 の パ タ ー ン に ど の よ

う に 影 響 す る の か 検 証 し た 。再 生 数 と M R R に つ い て 典 型 性 の 程 度（ 高 ，

低 ） ご と に ， 呈 示 言 語 （ 日 本 語 ， 英 語 ） ×第 ２ 言 語 の 習 熟 度 （ 高 ，

低 ） の ２ 要 因 の 分 散 分 析 を 行 な っ た 。  

再 生 数 に つ い て は ， 典 型 性 の 高 い 項 目 の 場 合 ， 呈 示 言 語 の 種 類 の
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主 効 果 に 有 意 傾 向 が あ り ， 習 熟 度 の 違 い に 関 わ ら ず 日 本 語 の 方 が 英

語 よ り も 多 く 再 生 さ れ る 傾 向 を 示 し た（ F ( 1 , 4 4 ) = 3 . 4 0， p  < . 1 0）．一

方 ， 典 型 性 の 低 い 項 目 が 呈 示 さ れ た 場 合 に 呈 示 言 語 と 習 熟 度 の 交 互

作 用 が 有 意 で あ っ た （ F ( 1 , 4 4 ) = 1 5 . 5， p  < . 0 0 5 )。 下 位 検 定 を 行 な っ

た と こ ろ ， 習 熟 度 が 低 い 群 で は ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 の 方 が 英 語

よ り も 再 生 数 は 有 意 に 多 か っ た の に 対 し（ F ( 1 , 4 4 ) = 1 8 . 8，p  < . 0 0 1 )，

第 2 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る と 日 本 語 と 英 語 の 両 言 語 で 同 程 度 の 再 生

で あ っ た 。  

M R R に つ い て は ， 典 型 性 の 高 い 項 目 に お い て ， 呈 示 言 語 と 第 ２ 言

語 の 習 熟 度 の 有 意 な 交 互 作 用 が 得 ら れ た ( F ( 1 , 4 4 ) = 4 . 2， p  < . 0 5 )。下

位 検 定 を 行 な っ た と こ ろ ， 低 習 熟 度 群 で 呈 示 言 語 の 種 類 が 有 意 で あ

り ( F ( 1 , 4 4 ) = 1 0 . 8， p  < . 0 0 5 )，日 本 語 呈 示 の 方 が 英 語 で 呈 示 さ れ 再 生

す る 場 合 よ り も 強 く カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ て い た 。高 習 熟 度 群 で は ，

カ テ ゴ リ ー 群 化 の 程 度 に 言 語 間 の 違 い は 見 ら れ な か っ た ( p  > . 1 0 )．

典 型 性 の 低 い 項 目 に つ い て は ， 有 意 な 主 効 果 や 交 互 作 用 は み ら れ な

か っ た 。  

【 考 察 】  

単 語 の 再 生 数 や カ テ ゴ リ ー 事 例 の 再 生 に 項 目 の 典 型 性 や 第 ２ 言 語

の 習 熟 度 の 違 い が ど の よ う に 影 響 す る の か ， M R R と 再 生 数 を 分 析 対

象 と し て 検 証 し た 。 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い と 考 え ら れ る 日 本 語 － 英

語 話 者 の 場 合 ， M R R と 再 生 数 の い ず れ に お い て も 習 熟 度 の 違 い が 影

響 す る と い う 結 果 が 得 ら れ た 。  

再 生 数 に つ い て み て み る と ， 記 銘 リ ス ト を 探 索 し 照 合 す る 再 生 の

プ ロ セ ス は 典 型 性 の 程 度 に よ り ， 習 熟 度 の 与 え る 影 響 は 異 な っ て い

た 。 典 型 性 の 高 い 項 目 の 場 合 ， 習 熟 度 の 程 度 に 関 わ ら ず 第 １ 言 語 で
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あ る 日 本 語 の 方 が 第 ２ 言 語 の 英 語 よ り も 多 く 再 生 さ れ る 傾 向 で あ っ

た 。 日 本 語 話 者 に と っ て ， 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク が す で に 形 成 さ れ て

い る 日 本 語 は ， 親 近 性 の 低 い 英 語 の 単 語 よ り も ， カ テ ゴ リ ー の 典 型

的 な 項 目 は 再 生 し や す い と 考 え ら れ る 。 そ れ に 対 し て 典 型 性 の 低 い

項 目 で は ， 英 語 の 習 熟 度 の 上 昇 に 伴 い ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 優 位

の 再 生 数 か ら ２ 言 語 間 で 再 生 数 は 同 程 度 へ と 変 化 し て い た 。  

 次 に ， 詳 細 な 再 生 の プ ロ セ ス を 検 討 す る た め ， 同 じ カ テ ゴ リ ー の

項 目 が ど れ く ら い 連 続 し て 再 生 さ れ る の か を 示 す 結 果 に つ い て 考 察

す る 。 典 型 性 効 果 は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 が 低 い 段 階 で も 高 い 段 階 で も

生 じ て い た 。 こ の こ と か ら ， ２ 言 語 の 概 念 表 象 は ， 典 型 性 の 高 い 項

目 が カ テ ゴ リ ー の 中 心 部 分 に 位 置 す る 構 造 と な っ て い る と 考 え ら れ

る 。  

ま た ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 上 昇 に 伴 い ， 呈 示 言 語 に よ り ， カ テ ゴ

リ ー 群 化 が 生 起 す る 傾 向 は 異 な っ て い た 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 が 低 い 段

階 で は ， 日 本 語 と 英 語 で 典 型 性 効 果 が あ り ， 典 型 性 が 高 い 項 目 で カ

テ ゴ リ ー 群 化 が よ り 強 く 生 起 し て い た 。 つ ま り ， 両 言 語 の 概 念 構 造

と も に ，カ テ ゴ リ ー 内 で プ ロ ト タ イ プ と な る 項 目 が 相 互 に 結 び つ き ，

典 型 性 の 低 い 項 目 が そ の 周 辺 に リ ン ク を 形 成 し て い る と 考 え ら れ る 。

さ ら に ， 日 本 語 の 方 が 英 語 よ り も 強 い カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ て い た

こ と か ら ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 は ， カ テ ゴ リ ー を 代 表 す る 項 目 を

中 心 と し た 構 造 が 形 成 さ れ て い る の に 対 し て ， 英 語 は そ の よ う な 構

造 化 は ま だ 脆 弱 で あ る と 考 え ら れ る 。  

第 ２ 言 語 の 習 得 が 進 む と ，２ 言 語 と も 典 型 性 効 果 は 生 じ て い た が ，

典 型 性 の 高 い 項 目 に お け る 言 語 間 の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 差 異 は 消 失 し ，

日 英 両 言 語 で 同 じ 程 度 に な っ て い た 。 英 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で ，
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日 本 語 の み に み ら れ た カ テ ゴ リ ー の 典 型 的 な 項 目 間 の ネ ッ ト ワ ー ク

は ， 習 熟 度 が 上 が る と ， 英 語 に 対 し て も 形 成 さ れ ， 日 本 語 と 類 似 し

た パ タ ー ン と な っ た こ と が 示 さ れ た 。 つ ま り ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の

上 昇 に よ り ， 言 語 間 の 概 念 構 造 が 変 遷 し た こ と が 明 ら か と な っ た 。  

 

４ － ３  実 験 的 考 察 ６ ： 概 念 構 造 で の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 検 証  

（ 日 本 語 － 韓 国 語 バ イ リ ン ガ ル ）  

 

【 目 的 】  

言 語 間 の 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 日 韓 バ イ リ ン ガ ル を 対 象 に 実

験 ５ と 同 じ パ ラ ダ イ ム を 用 い て ， 自 由 再 生 課 題 を 実 施 し た 。 実 験 ５

で 得 ら れ た 日 英 バ イ リ ン ガ ル の デ ー タ と 総 合 的 に 比 較 す る こ と で ，

言 語 間 の 親 近 性 や 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い が ， 言 語 習 得 過 程 に お け

る 概 念 表 象 の 構 造 化 に ど の よ う に 影 響 し て い る の か 検 証 す る 。  

【 方 法 】  

実 験 参 加 者：日 本 語 を 第 １ 言 語 と す る 韓 国 語 学 習 者 4 8 名 。韓 国 語 の

学 習 経 験 に つ い て 実 験 ５ と 同 様 の 質 問 項 目 を 用 い て ， 韓 国 語 の 習 熟

レ ベ ル の 異 な る ２ 群 に 分 け た 。  

低 習 熟 度 群 は ， 韓 国 の 大 学 付 属 の 韓 国 語 コ ー ス の 初 級 レ ベ ル に 在 籍

中 の 日 本 人 2 4 名 （ 韓 国 語 の 平 均 学 習 年 数 2 . 3 年 )で あ っ た 。 韓 国 語

の 話 す ，聞 く ，読 む ，書 く 能 力 に つ い て の 自 己 評 定 結 果 は ，話 す 4 . 1，

聞 く 4 . 7， 読 む ， 4 . 5， 書 く 3 .  9 で あ っ た 。 高 習 熟 度 群 と し て ， 韓

国 の 大 学 院 ま た 韓 国 語 コ ー ス の 上 級 レ ベ ル に 在 籍 中 の 日 本 人 2 4 名

（ 平 均 韓 国 語 学 習 年 数 4 . 4 年 ） が 参 加 し た 。 韓 国 語 の 能 力 に つ い て

の 自 己 評 定 結 果 は ，話 す 6 . 8，聞 く 7 . 1，読 む 7 . 1，書 く 6 で あ っ た 。  
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刺 激：実 験 ５ と 同 じ 手 法 で 刺 激 リ ス ト を 作 成 し た 。石 毛・箱 田（ 1 9 8 3）

と 同 様 の 方 法 を 用 い ， 6 7 名 の 韓 国 人 学 生 が ，日 本 語 と 韓 国 語 の 項 目

に つ い て 典 型 性 を ７ 段 階 で 評 定 し た 。 熟 知 度 に つ い て は ， 日 本 語 を

第 １ 言 語 と す る 韓 国 語 学 習 者 2 4 名 が ５ 段 階 の 評 定 を 行 な っ た 。刺 激

リ ス ト の 例 は 付 録 ３ に 示 す 。  

手 続 き ： 実 験 の 手 続 き に つ い て は ， 記 銘 リ ス ト が 日 本 語 と 韓 国 語 で

作 成 さ れ ， そ れ ぞ れ 日 本 語 ， 韓 国 語 で 呈 示 ， 再 生 さ れ た 点 を 除 い て

実 験 ５ と 同 じ で あ っ た 。  

【 結 果 】  

デ ー タ の 分 析 方 法 は 実 験 ５ と 同 じ 方 法 で 実 施 し た 。 習 熟 度 の 異 な

る 群 ご と に M R R と 再 生 数 の 平 均 値 ， チ ャ ン ス レ ベ ル を 表 ４ － ２ に 示

す 。  

カ テ ゴ リ ー 群 化 の 生 起  

 典 型 性 と 習 熟 度 ， 呈 示 言 語 (日 本 語 （ L 1）， 韓 国 語 （ L 2） )ご と の

M R R の 平 均 値 と チ ャ ン ス レ ベ ル に つ い て １ 要 因 の 分 散 分 析 を 行 な っ

た 。 典 型 性 の 高 い 項 目 に つ い て は ， 習 熟 度 や 呈 示 言 語 の 違 い に 関 わ

ら ず ， 全 て の 条 件 で チ ャ ン ス レ ベ ル と M R R に 有 意 差 が 見 ら れ た （ p  

< . 0 5 )。典 型 性 が 低 い 項 目 に つ い て は ，日 本 語 呈 示 の 場 合 ，習 熟 度 の

低 い 群 で は 有 意 差 が あ り（ p  < . 0 1 )，習 熟 度 の 高 い 群 に 有 意 差 の 傾 向

が あ っ た（ p  < . 1 0 )。韓 国 語 呈 示 で は ど ち ら の 群 に も M R R と チ ャ ン ス

レ ベ ル に 有 意 な 差 は 生 じ ず ， カ テ ゴ リ ー 群 化 を 示 す 結 果 は 得 ら れ な

か っ た 。  

典 型 性 効 果  

 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 別 に 典 型 性 （ 高 ， 低 ） ×呈 示 言 語 （ 日 本 語 ， 韓

国 語 ） の ２ 要 因 の 分 散 分 析 に て 検 証 し た 。 そ の 結 果 ， 第 ２ 言 語 の 習  
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表 ４ － ２  

日 韓 群 に お け る カ テ ゴ リ ー 群 化 の 程 度  (MRR)と 再 生 数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

                                                   
８ L 1 は 日 本 語 ， L 2 は 韓 国 語 を 指 す ．                                                 

 

    L1       L2       

    High typicality Low typicality High typicality Low typicality  

Less proficient         

 MRR 0.513   0.448   0.563   0.298   

 chance of MRR 0.199   0.215   0.200   0.238   

 recall 19.3   16.8   16.4   12.2   

More proficient         

 MRR 0.599   0.418   0.480   0.248   

 chance of MRR 0.193   0.244   0.194   0.216   

  recall 20.4    13.1    19.3    14.6    
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熟 度 の 程 度 に 関 わ ら ず ， 典 型 性 の 有 意 な 主 効 果 が あ っ た （ 低 習 熟 度

群；( F ( 1，4 4 ) = 8 . 5，p  < . 0 1；高 習 熟 度 群；（ F（ 1，4 4 ) = 1 0 . 2，p  < . 0 0 5 )．

典 型 性 が 高 い 項 目 の 方 が M R R の 値 が 高 く ， 典 型 性 効 果 が 生 じ て い る  

こ と が 示 さ れ た 。                       

第 ２ 言 語 (韓 国 語 )の 習 熟 度  

第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が カ テ ゴ リ ー 群 化 に 与 え る 影 響 に つ い て 検 証 す

る た め ， 典 型 性 の 程 度 （ 高 ， 低 ） 別 に M R R と 再 生 数 に つ い て 分 析 を

し た 。呈 示 言 語 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の ２ 要 因 の 分 散 分 析 を 行 な っ た 。

そ の 結 果 ， M R R に つ い て は ， 典 型 性 の 高 い 項 目 に 有 意 な 主 効 果 や 交

互 作 用 は 得 ら れ ず ，呈 示 言 語 や 習 熟 度 に よ る 影 響 は み ら れ な か っ た 。

一 方 ， 典 型 性 の 低 い 項 目 に つ い て ， 呈 示 言 語 の 種 類 の 主 効 果 が 有 意

で あ り ， 韓 国 語 の 習 熟 度 が 高 い 場 合 で も 低 い 場 合 で も ， 第 １ 言 語 で

あ る 日 本 語 の 方 が 韓 国 語 よ り も カ テ ゴ リ ー 群 化 が よ り 強 く 生 じ て い

た （ F ( 1 , 4 4 ) = 6 . 5， p  < . 0 5 )。     

再 生 数 の 分 析 で は ， M R R の 結 果 と 同 様 に 典 型 性 の 高 い 場 合 主 効 果

や 交 互 作 用 は 得 ら れ な か っ た が ， 典 型 性 の 低 い 項 目 で 交 互 作 用 が 有

意 で あ っ た （ F ( 1 , 4 4 ) = 9 . 9， p  < . 0 0 5 )。 下 位 検 定 の 結 果 ， 日 本 語 の リ

ス ト が 呈 示 さ れ た 場 合 ， 低 習 熟 度 群 の 方 が 高 習 熟 度 群 よ り も 再 生 数

は 多 か っ た （ F ( 1 , 4 4 ) = 7 . 3， p  < . 0 1 )。 ま た ， 低 習 熟 度 群 は 韓 国 語 よ

り も 日 本 語 の 方 を よ り 多 く 再 生 し て い た の に 対 し （ p  < . 0 0 5）， 高 習

熟 度 群 に な る と ，両 言 語 の 再 生 数 は 同 程 度 に な っ て い た（ p  ＞ . 1 0 )。  

【 考 察 】  

第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 日 韓 バ イ リ ン ガ

ル 群 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 に よ る 違 い は 典 型 性 の 低 い 項 目 の 再 生

数 に の み 生 起 し ， 日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 と は 異 な る 傾 向 を 示 し た 。  
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カ テ ゴ リ ー 群 化 に つ い て み て み る と ， 典 型 性 の 高 い 項 目 で は ， チ

ャ ン ス レ ベ ル よ り も 有 意 に 高 い M R R 値 が 得 ら れ ， カ テ ゴ リ ー ご と に

ま と ま っ た 構 造 を し て い る こ と が 示 さ れ た 。 一 方 ， 典 型 性 が 低 い 項

目 で は ， 第 ２ 言 語 の 項 目 で チ ャ ン ス レ ベ ル と M R R の 平 均 値 と の 有 意

差 が な く ， カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 起 し て い な か っ た 。  

 典 型 性 効 果 は 韓 国 語 の 習 熟 度 に 関 わ ら ず 生 起 し ， 典 型 性 が 高 い 項

目 で は ， 同 じ カ テ ゴ リ ー が ま と ま っ て 再 生 さ れ る と い う 傾 向 が 日 本

語 で も 韓 国 語 刺 激 で も 同 様 に 示 さ れ た 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 低 い 段

階 か ら ， 韓 国 語 の 典 型 的 な カ テ ゴ リ ー の 事 例 は ， 日 本 語 の 単 語 の 凝

集 性 と 同 じ 程 度 で ， カ テ ゴ リ ー の 中 心 に ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し ， 内

的 表 象 を 構 造 化 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

典 型 性 の 低 い 項 目 に つ い て は ， 単 語 の 再 生 数 は 韓 国 語 の 習 熟 度 が

上 昇 す る と ， 日 本 語 優 位 の 再 生 か ら 日 本 語 と 韓 国 語 間 で 再 生 数 の 差

が み ら れ な く な っ た 。 さ ら に 単 語 が ど の よ う な パ タ ー ン で 再 生 さ れ

る の か ， M R R の 数 値 か ら よ り 詳 細 な 分 析 を 行 な っ た と こ ろ ， 典 型 性

効 果 が 生 じ て い た こ と か ら ， カ テ ゴ リ ー の プ ロ ト タ イ プ と な る よ う

な 典 型 性 の 高 い 項 目 が カ テ ゴ リ ー の 中 心 に あ り ， そ の 周 囲 に 典 型 性

の 低 い 項 目 が 位 置 す る と い う 構 造 に な っ て い る と 考 え ら れ る 。ま た ，

典 型 の 低 い 項 目 の M R R は チ ャ ン ス レ ベ ル と の 有 意 差 が な か っ た 。 こ

れ は ， カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ な か っ た ， つ ま り ， 項 目 間 の ま と ま り

が み ら れ な か っ た と い う こ と を 示 す 。 典 型 性 の 低 い 項 目 は ， 習 熟 度

が 上 が っ て も カ テ ゴ リ ー 構 造 に 配 置 さ れ る が ， 項 目 間 の ネ ッ ト ワ ー

ク が 構 築 さ れ ず ，ノ ー ド の 活 性 化 も 起 こ り に く い こ と が 考 え ら れ る 。

つ ま り ， カ テ ゴ リ ー の 中 心 的 事 例 の 周 辺 に リ ン ク が 形 成 さ れ ず に 点

在 す る 構 造 に な っ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。   
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【 全 体 的 考 察 】  

本 研 究 で は ， 典 型 性 に 基 づ い た カ テ ゴ リ ー 群 化 が ど の よ う に 行 な

わ れ て い る の か 自 由 再 生 課 題 を 用 い て 検 討 し た 。 自 由 再 生 の プ ロ セ

ス に お い て ， 言 語 間 の 親 近 性 や 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 概 念 構 造 に 与 え

る 影 響 に つ い て 考 察 を 行 な う 。  

第 ２ 言 語 と し て 英 語 と 韓 国 語 の ど ち ら を 習 得 す る か に よ っ て ， ２

言 語 間 の カ テ ゴ リ ー 群 化 の 傾 向 は 異 な り ， 概 念 構 造 に 言 語 間 の 親 近

性 が 影 響 す る こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 効 果 は ，

日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 に 強 く 生 じ て い た が ， 日 韓 バ イ リ ン ガ ル 群 で は

ほ と ん ど 影 響 し て い な か っ た 。  

ま た ， 日 英 ， 日 韓 の 両 群 と も に 典 型 性 効 果 が 生 じ ， 典 型 性 の 程 度

に よ っ て カ テ ゴ リ ー 群 化 の 様 相 が 異 な る こ と が 示 さ れ た 。 こ の 結 果

は 記 銘 リ ス ト の 符 号 化 の 段 階 で ， 情 報 の ま と ま り と し て 捉 え ら れ る

チ ャ ン ク が 典 型 性 の 高 い 項 目 を 中 心 に 生 じ た た め と 考 え ら れ る 。 こ

れ は ， A n d e r s o n ( 1 9 7 2 )が 示 し た カ テ ゴ リ ー 群 化 に は 項 目 の チ ャ ン キ

ン グ が 関 与 す る と い う 結 果 や ， 石 毛 ・ 箱 田 （ 1 9 8 4） ら の カ テ ゴ リ ー

名 に よ る チ ャ ン キ ン グ が 典 型 性 効 果 に 影 響 す る と い う 結 果 と 一 致 す

る 。  

項 目 同 士 が チ ャ ン キ ン グ さ れ る た め に は ， そ れ ぞ れ の 概 念 表 象 が

い く つ か の 記 憶 ユ ニ ッ ト に ま と ま ら な け れ ば な ら な い 。 日 英 と 日 韓

の 両 群 で カ テ ゴ リ ー 群 化 を 示 す 結 果 が 得 ら れ た こ と か ら ， 習 得 し た

二 つ の 言 語 の 概 念 表 象 は ， カ テ ゴ リ ー ご と に 結 び つ き を 持 ち ， ユ ニ

ッ ト を 形 成 し て い る と い え る 。 カ テ ゴ リ ー 群 化 の 生 起 と チ ャ ン キ ン

グ と い う 二 つ の 特 徴 か ら ， 意 味 的 関 連 性 と い う 特 性 を 持 つ 活 性 化 拡

散 モ デ ル を も と に ， ２ 言 語 の 概 念 構 造 を 検 証 す る 。  
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日 本 語 － 英 語 の 概 念 構 造  

 ２ 言 語 間 の 関 連 性 が 弱 い と 考 え ら れ る 日 英 バ イ リ ン ガ ル 群 の 概

念 形 成 の プ ロ セ ス に つ い て 考 察 す る 。 典 型 性 効 果 が 見 ら れ た こ と か

ら ， カ テ ゴ リ ー の 典 型 的 な 事 例 を 中 心 と し た ネ ッ ト ワ ー ク 構 造 を 形

成 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ は ， 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 言 語 間

で は ， 共 有 す る 特 徴 が 多 い と 考 え ら れ る 典 型 性 の 高 い 項 目 で ， よ り

強 い カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 じ る と い う 仮 説 を 支 持 す る 結 果 で あ っ た 。  

第 ２ 言 語 の 習 熟 度 も カ テ ゴ リ ー 群 化 に 影 響 し ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度

が 低 い 段 階 で は ， 典 型 性 の 高 い 項 目 は 日 本 語 優 位 で あ り ， 英 語 の 意

味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 は 日 本 語 と 比 べ る と 脆 弱 で あ る こ と が 示 さ

れ た 。 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な る と ， 日 本 語 と 英 語 の カ テ ゴ リ ー

群 化 は 同 程 度 に 変 化 し た 。 こ の こ と か ら ， 第 １ 言 語 優 位 の カ テ ゴ リ

ー 群 化 か ら 両 言 語 で 同 じ レ ベ ル の カ テ ゴ リ ー 群 化 に 変 化 す る と い う

仮 説 も 支 持 さ れ た 。  

こ れ ら の 考 察 を も と に ， 日 本 語 － 英 語 の 概 念 構 造 に つ い て ， 実 験

で 用 い た 刺 激 を 用 い た ネ ッ ト ワ ー ク を イ メ ー ジ 化 し た も の が 図 ４ －

１ で あ る 。 日 本 語 － 英 語 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ， 典 型 的 な 項 目 が 上 位

概 念 を 中 心 的 位 置 に お い て ま と ま り を 持 ち ， 典 型 性 の 低 い 項 目 が そ

の 周 辺 を 形 作 る と い う 明 確 な 構 造 化 が 行 な わ れ て い た 。  

英 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， カ テ ゴ リ ー の 中 心 と な る 項 目 は 日

本 語 の 方 が 英 語 よ り も 密 接 な ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ て い た こ と が

示 さ れ た 。 日 本 語 の 項 目 は カ テ ゴ リ ー の 典 型 的 な 項 目 を 中 心 と し た  

ノ ー ド が ， リ ン ク を 通 し て ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る 。 第 １ 言 語 と し

て の 日 本 語 は ， 項 目 同 士 の 結 び つ き も 強 く 活 性 伝 播 も 高 い と 考 え ら

れ る 。 そ れ ら の 周 辺 に ， 典 型 性 の 低 い 項 目 が 長 い リ ン ク で つ な が り  
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英 語 の 習 熟 度 が 低 い 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英 語 の 習 熟 度 が 高 い 場 合  

 

図 ４ － １  日 英 群 の 概 念 構 造 の モ デ ル  
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を 作 る 。例 え ば ，“ に ん じ ん ”や“ 大 根 ”と い っ た 野 菜 と い う カ テ ゴ

リ ー の 典 型 と し て 挙 げ ら れ る 項 目 は ， 上 位 概 念 と し て の 野 菜 カ テ ゴ

リ ー の 近 く に ノ ー ド を 形 成 す る 。 こ れ ら の 概 念 表 象 は 相 互 の 意 味 的

関 連 性 も 強 く ， ノ ー ド 間 の リ ン ク も 短 い の に 対 し て ， 典 型 性 の 低 い

“ 大 豆 ” や “ き の こ ” と い っ た 単 語 の ノ ー ド は よ り 長 い リ ン ク で つ

な が っ て い る 。そ の た め ，典 型 性 の 高 い  “ に ん じ ん ”や“ 大 根 ”は

活 性 化 さ れ や す く ， カ テ ゴ リ ー ご と に 連 続 し て 再 生 さ れ ， 再 生 数 も

多 く な る 。  

英 語 の 概 念 表 象 は ， 言 語 間 の 親 近 性 か ら み て も 日 本 語 と の 共 通 点

が 少 な い 。 特 に 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， 第 ２ 言 語 で あ る 英 語 の 概 念

表 象 は 十 分 に 獲 得 さ れ て い な い 。 そ の た め 日 本 語 と 比 べ る と ， 英 語

の ノ ー ド の 数 は 少 な く リ ン ク の 強 度 も 弱 い 。 さ ら に ，“ c o c o n u t” や

“ l e e k” と い っ た 典 型 性 の 低 い 項 目 は ， カ テ ゴ リ ー の 中 心 か ら 距 離

的 に 離 れ た リ ン ク の た め ， 活 性 化 の 程 度 も 低 い と 考 え ら れ る 。  

再 生 の プ ロ セ ス と し て は ， ま ず ， 典 型 性 の 高 い 項 目 か ら リ ン ク を

通 じ て 活 性 化 さ れ る た め ，“ c a r r o t”と い っ た カ テ ゴ リ ー の よ い 例 と

な る 項 目 が 再 生 さ れ る 。 典 型 性 の 低 い 項 目 (例 と し て “ l e e k” )は カ

テ ゴ リ ー 名 か ら ノ ー ド が 遠 く に 位 置 し ， リ ン ク が 長 い た め ， 活 性 化

は 低 い と 考 え ら れ る 。 ま た ， 英 語 の 概 念 表 象 も 第 １ 言 語 の 日 本 語 ほ

ど 習 得 さ れ て い な い た め ， 再 生 数 も 日 本 語 の 方 が 多 く な る 。  

第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な る と ， 日 本 語 優 位 の ネ ッ ト ワ ー ク 構 造

か ら ， 両 言 語 の カ テ ゴ リ ー 群 化 は 同 じ レ ベ ル に な っ た 。 し か し ， こ

れ は 英 語 の 語 彙 獲 得 に よ っ て カ テ ゴ リ ー 項 目 の ま と ま り が 強 く な っ

た の で は な く ， 日 本 語 に お け る カ テ ゴ リ ー の 群 化 の 程 度 が 弱 ま っ た

こ と で 生 じ た 結 果 で あ っ た 。  
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２ － ２ － ５ で 示 し た ， 習 熟 度 の 上 昇 に よ り ， ２ 言 語 の カ テ ゴ リ ー

構 造 で プ ロ ト タ イ プ の 項 目 の 距 離 が 近 く な る と い う 知 見 （ A m e e l ,  

2 0 0 9） に 基 づ く と ， 高 習 熟 度 群 で は ， 日 本 語 と 英 語 間 の 上 位 概 念 や

プ ロ ト タ イ プ 同 士 が よ り 近 い 位 置 関 係 に な る 可 能 性 が あ る 。 日 本 語

と 英 語 間 で 概 念 の ノ ー ド が 近 く な る こ と で 、 カ テ ゴ リ ー 同 士 を 結 ぶ

リ ン ク は 短 く な り ， ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て ， ノ ー ド が 活 性 化 さ れ や

す く な る 。 そ の 結 果 ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 の 記 銘 や チ ャ ン キ ン グ

の 段 階 で ， 習 得 中 の 英 語 の 概 念 表 象 か ら の 干 渉 を 受 け る 。 そ の た め

に ， 日 本 語 単 語 の カ テ ゴ リ ー 群 化 が 抑 制 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

一 方 ， 典 型 性 が 低 い 項 目 は ， こ の よ う な 習 熟 度 の 効 果 は み ら れ な

か っ た 。 こ れ ら の 項 目 は プ ロ ト タ イ プ と な る 典 型 性 の 高 い 項 目 の 周

り に 位 置 し ， カ テ ゴ リ ー の 境 界 を 形 作 る よ う な 構 造 は 変 わ ら な い こ

と が 示 さ れ た 。  

日 本 語 － 韓 国 語 の 概 念 構 造  

言 語 間 の 親 近 性 が 強 い と 考 え ら れ る 日 韓 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ， 習

熟 度 の 違 い に 関 わ ら ず ， 両 言 語 と も に 典 型 的 な 項 目 が カ テ ゴ リ ー 名

の 近 く に ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 典 型 性 の 低

い 項 目 に つ い て は ， 日 本 語 の 場 合 は そ の 周 辺 に カ テ ゴ リ ー ご と に ま

と ま っ て い る の に 対 し て ， 韓 国 語 の 場 合 ， リ ン ク は 形 成 さ れ ず ， 点

在 し て い る と い う 構 造 で あ っ た 。  

韓 国 語 の 典 型 性 の 低 い 項 目 で ， カ テ ゴ リ ー 化 が 生 起 し な か っ た と

い う 結 果 は ， 親 近 性 の 高 さ や 共 有 す る 特 徴 の 多 さ か ら ， 典 型 性 の 程

度 に 関 わ ら ず ， カ テ ゴ リ ー を 中 心 と し た 表 象 の 構 造 化 は 行 な わ れ る

と い う 仮 説 と は 一 致 し な か っ た 。  

ま た ， カ テ ゴ リ ー 群 化 の 程 度 に ， 習 熟 度 の 高 低 に よ る 差 が 生 じ な
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か っ た と い う 結 果 も ， カ テ ゴ リ ー 群 化 は 習 熟 度 の 影 響 を 受 け る と い

う 仮 説 を 支 持 す る も の で は な か っ た 。 こ れ ら の 結 果 は 日 韓 群 に お け

る 再 生 数 の 低 さ に 起 因 す る と 考 え ら れ る 。 実 験 ３ の 日 英 群 の 再 生 数

と 比 較 す る た め ， 典 型 性 の 程 度 ご と に ， 実 験 参 加 者 群 ×第 ２ 言 語 の

習 熟 度 ×呈 示 言 語 の ３ 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 再 生 数

は 項 目 の 典 型 性 が 高 い 場 合 で も 低 い 場 合 で も ， 日 英 群 の 方 が 日 韓 群

よ り も 再 生 数 は 多 か っ た （ 高 典 型 性 ： F ( 1 , 1 2 0 ) = 1 2 . 7， p  < . 0 0 1， 低

典 型 性 ：（ F ( 1 , 1 2 0 ) =  2 5 . 2 4， p  ＜ . 0 0 1）。 日 韓 群 は ， 日 英 群 よ り 再 生

数 が 少 な く ， 典 型 性 の 低 い 項 目 に な る と さ ら に は 減 少 傾 向 を 示 し て

い る の に 対 し て ， M R R の チ ャ ン ス レ ベ ル が 上 が っ て い る た め ， M R R

と そ の チ ャ ン ス レ ベ ル に 有 意 な 差 が 生 じ な か っ た と 考 え ら れ る 。  

日 韓 群 で 再 生 数 が 減 少 し た 理 由 と し て は ， 日 本 語 と 韓 国 語 の 表 記

形 態 の 特 徴 が 挙 げ ら れ る 。 言 語 学 に お け る 系 統 論 的 観 点 や 類 型 論 的

観 点 か ら も ， 日 本 語 と 韓 国 語 で は 共 通 点 が 多 い こ と が 示 さ れ て き た

(松 本 ， 2 0 0 5 )。 そ の 一 方 で ， 日 本 語 は 漢 字 ・ 仮 名 表 記 を 使 用 し ， 韓

国 語 は ハ ン グ ル 表 記 と い う 異 な る 書 記 シ ス テ ム を 持 つ 。 日 本 語 話 者

に と っ て ハ ン グ ル 表 記 の 刺 激 の 記 銘 ， さ ら に 再 生 課 題 を 行 な う こ と

が 負 担 と な っ た 可 能 性 が あ る 。 韓 国 語 の 習 熟 度 が 高 く な っ て も ， 韓

国 語 単 語 の 持 つ 形 態 的 要 因 と ， カ テ ゴ リ ー の 中 心 的 項 目 か ら 距 離 の

あ る 典 型 性 の 低 い 項 目 と い う こ と か ら ハ ン グ ル 文 字 で の 再 生 が 容 易

で は な か っ た と 推 測 さ れ る 。  

も う １ つ の 理 由 と し て は ， 実 験 ５ に お け る 英 語 学 習 者 と 実 験 ６ の

韓 国 語 学 習 者 の 第 ２ 言 語 の 学 習 期 間 の 違 い が 考 え ら れ る 。 英 語 学 習

者 は 高 習 熟 度 群 が 7 . 9 年 ， 低 習 熟 度 群 が 7 . 3 年 で あ っ た の に 対 し ，

韓 国 語 学 習 者 は ，そ れ ぞ れ ， 2 . 3 年 ， 4 . 4 年 で あ っ た 。英 語 の 学 習 期
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間 の 長 さ が ， 第 ２ 言 語 の 書 記 体 系 へ の 熟 練 度 を 高 め ， 再 生 数 を 引 き

上 げ た 可 能 性 が あ る 。  

次 に 日 本 語 と 韓 国 語 の 概 念 の ネ ッ ト ワ ー ク を イ メ ー ジ 化 し た も の

を 図 ４ － ２ に 示 す 。 図 ４ － １ の 日 本 語 と 英 語 の 概 念 ネ ッ ト ワ ー ク と

比 べ る と ， 第 １ 言 語 で あ る 日 本 語 の 概 念 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て ， そ

れ ぞ れ の カ テ ゴ リ ー で 典 型 性 の 程 度 に よ り 抽 出 さ れ る 項 目 が 若 干 異

な る こ と が わ か る 。 こ れ ら ２ 言 語 の よ う に 言 語 間 の 関 連 性 が 高 い 場

合 ， 意 味 的 特 徴 も 共 有 さ れ や す く ， 概 念 同 士 の 結 び つ き も 強 い 。 第

２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い が カ テ ゴ リ ー 群 化 に 与 え る 影 響 は 小 さ か っ た 。

つ ま り ， 第 ２ 言 語 で あ る 韓 国 語 学 習 の 初 期 段 階 か ら ， 日 本 語 を 通 し

て 韓 国 語 の 概 念 表 象 の ノ ー ド も 獲 得 さ れ ， 概 念 表 象 は 言 語 内 ， 言 語

間 で 活 性 化 さ れ た と い え る 。  

ま た ， ２ 言 語 と も に ， 典 型 性 効 果 を 示 す 結 果 が 得 ら れ た こ と か ら ，

カ テ ゴ リ ー の 典 型 的 な 項 目 の ノ ー ド が カ テ ゴ リ ー 名 を 中 心 と し て 位

置 し ， 典 型 性 の 低 い 項 目 は そ の 周 辺 に 点 在 し て い る 構 造 が 示 唆 さ れ

た 。日 本 語 で は ，“ み か ん ”や“ い ち ご ”と い っ た 果 物 の 典 型 な 項 目

は “ な つ め ” や “ 栗 ” と い っ た 項 目 に 比 べ ， 上 位 概 念 で あ る 果 物 や

項 目 間 の 距 離 も 近 く ， 相 互 に ま と ま っ て い る た め ， 活 性 化 も 促 進 さ

れ や す い 。  

韓 国 語 の 概 念 表 象 に つ い て も ， 習 得 の 初 期 段 階 か ら 典 型 性 が 高 い

項 目 （ 파 (ネギ ) ，사과 (りんご )）がカ テ ゴ リ ー ご と に ノ ー ド を 形 成 し

て い る と 考 え ら れ る 。一 方 ，典 型 性 が そ れ ほ ど 高 く な い 項 目（ 감 (柿 )， 

호박（かぼちゃ））に つ い て は ， ノ ー ド 同 士 の リ ン ク は ま だ 形 成 さ れ

ず ， 混 在 し た 構 造 と な っ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 つ ま り ， 日 本 語

と 韓 国 語 の 概 念 表 象 の 構 造 は ， 第 ２ 言 語 の 熟 達 の 影 響 よ り も ， 言 語  
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f. 야채  means vegetables in English. 

g. 배추  means Chinese cabbage in English. 

h. 감자  means potato in English. 

i. 파  means leek in English. 

     j .호박  means pumpkin in English. 

k. 과일 means fruits in English . 

l.감 means p e r s i m m o n  in English. 

 

図 ４ － ２  日 韓 群 の 概 念 構 造 の モ デ ル  

 

 

 

野 菜  
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間 の 文 化 的 背 景 や 単 語 の イ メ ー ジ の 共 通 性 の 高 さ が よ り 強 く 反 映 さ

れ て い る と い え る 。 韓 国 語 の 典 型 性 の 低 い 項 目 で カ テ ゴ リ ー 化 が 生

じ な か っ た こ と に つ い て は ， 言 語 の 表 記 形 態 や 音 声 刺 激 呈 示 と い う

実 験 方 法 が 語 彙 処 理 や 概 念 構 造 に 影 響 す る こ と も 考 え ら れ ， 今 後 の

検 討 課 題 で あ る 。  

 ２ 言 語 の カ テ ゴ リ ー が ど の よ う な 構 造 を 持 つ の か と い う 問 題 に つ

い て ， 本 研 究 で は ， 言 語 間 の 親 近 性 を 統 制 し て 自 由 再 生 課 題 を 行 な

っ た 。 そ の 結 果 ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 間 の 関 連 性 の 違 い に

よ っ て ， 概 念 構 造 の 構 築 は 異 な る こ と が 示 唆 さ れ た 。   

 日 本 語 － 英 語 の 概 念 構 造 は 習 熟 度 が 上 が る こ と で ， そ れ ぞ れ 独 自

の カ テ ゴ リ ー の ネ ッ ト ワ ー ク が 近 接 し た 構 造 に な る 。 一 方 ， 日 本 語

－ 韓 国 語 で は 習 熟 度 の 影 響 を 受 け ず ， 習 熟 度 が 低 い 段 階 か ら 意 味 的

特 徴 を 共 有 す る 概 念 の 結 び つ き が 強 く ， 日 本 語 を 通 じ た 韓 国 語 の 概

念 の 活 性 化 が 見 ら れ た 。 こ の 結 果 か ら ， 第 ２ 言 語 が 上 達 す る と ， 認

知 的 判 断 の シ フ ト や カ テ ゴ リ ー 構 造 が 変 化 す る  ( D u f o u r  &  K r o l l ,  

1 9 9 5； A t h a n a s o p o u l o s ,  2 0 0 6） の は ， 親 近 性 が 高 い 言 語 間 に 限 ら れ

る こ と が 示 さ れ た 。  

典 型 性 の 程 度 を 反 映 し た 概 念 表 象 の ネ ッ ト ワ ー ク は ， 言 語 間 の 親

近 性 が 高 い 場 合 ， 言 語 同 士 の リ ン ク を 通 じ た 結 び つ き に よ る 活 性 化

が 生 じ て い た 。 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 場 合 は 習 熟 度 に よ っ て ， 概 念

表 象 の 構 造 化 や 相 互 の 活 性 化 は 大 き く 変 遷 す る こ と が 明 ら か と な っ

た 。  
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４ － ４  概 念 レ ベ ル に お け る 単 語 認 知 過 程 の 実 験 の ま と め  

 

実 験 ５ ， ６ で は ， ２ つ の 言 語 の 単 語 認 知 過 程 に お い て ， 概 念 表 象

の 構 造 化 を 検 証 す る た め ， 自 由 再 生 課 題 を 行 っ た 。  

 項 目 の 再 生 が ど れ く ら い カ テ ゴ リ ー ご と に ま と ま っ て 生 じ る の か

カ テ ゴ リ ー 群 化 を 指 標 と し て 分 析 し た 結 果 ， 両 言 語 間 の 親 近 性 と 第

２ 言 語 の 習 熟 度 の ２ つ の 要 因 が 概 念 表 象 の 構 造 に 与 え る 影 響 は ， 一

様 で は な い こ と が 示 さ れ た 。 日 本 語 を 第 １ 言 語 と す る 話 者 が ， 第 ２

言 語 と し て 英 語 を 習 得 す る の か ， 韓 国 語 を 習 得 す る か に よ っ て ， カ

テ ゴ リ ー 群 化 が 生 起 す る 傾 向 は 異 な っ て い た 。 さ ら に ， 言 語 間 の 親

近 性 が 低 い 日 本 語 － 英 語 群 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 く な る と ，

２ 言 語 間 の 概 念 は 初 期 段 階 に 比 べ る と よ り 近 接 し た 構 造 へ と 変 遷 が

み ら れ る の に 対 し て ， 親 近 性 が 高 い 日 本 語 － 韓 国 語 群 で は ， 習 熟 度

の 違 い は 概 念 表 象 の 構 造 化 に 影 響 は し て い な か っ た 。  

ど ち ら の 群 で も カ テ ゴ リ ー 群 化 が 生 起 し た こ と か ら ， カ テ ゴ リ ー

の 項 目 が 意 味 的 関 連 性 や ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 構 造 化 さ れ て い る こ

と が 明 ら か と な っ た 。 日 本 語 － 英 語 ， 日 本 語 － 韓 国 語 の 概 念 構 造 に

つ い て ， そ れ ぞ れ 検 証 す る 。  

日 本 語 － 英 語 の 概 念 構 造 は ， 典 型 的 な カ テ ゴ リ ー 項 目 の 事 例 が 中

心 に ま と ま り ， ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し て い た 。 ま ず ， 第 ２ 言 語 の 習

熟 度 が 低 い 段 階 の 概 念 構 造 に つ い て 説 明 す る 。 日 本 語 の 項 目 は ， 典

型 的 事 例 を 中 心 に ， リ ン ク を 通 じ た ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ ， さ ら

に 第 １ 言 語 で も あ る こ と か ら ， 活 性 伝 播 も 高 く ノ ー ド 間 の 結 び つ き

も 強 い 。 こ れ ら の 典 型 的 な 項 目 の 周 辺 に ， カ テ ゴ リ ー 項 目 で 典 型 性

が 低 い 事 例 が 位 置 す る 。 典 型 性 の 低 さ か ら ， リ ン ク も 中 心 か ら 長 く
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な り ， そ の た め に 活 性 化 の 程 度 も 低 く な る 。 一 方 ， 英 語 の 概 念 構 造

は ， 日 本 語 と の 特 徴 の 共 有 性 も 低 く ， 言 語 習 得 も 十 分 で は な い こ と

か ら ， 日 本 語 に 比 べ る と ， 英 語 の ノ ー ド の 数 や リ ン ク も 強 度 も 十 分

に 形 成 さ れ て い な い 。  

次 に ， 英 語 の 習 得 が 進 む と ， 日 本 語 と 英 語 の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク

の 距 離 が 近 く な る 。 ２ 言 語 の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク が 近 接 し た 位 置 関

係 に 変 化 し た こ と で ， 日 本 語 の 典 型 的 事 例 の 構 造 に ， 英 語 の 意 味 ネ

ッ ト ワ ー ク が 影 響 し ， 日 本 語 の 項 目 の 再 生 に 干 渉 す る と い う 結 果 を

も た ら し た 。  

 ２ 言 語 間 の 親 近 性 が 高 い 日 本 語 ― 韓 国 語 の 概 念 構 造 は ， 習 熟 度 が

高 く な っ て も ， 日 本 語 と 韓 国 語 と も に ， カ テ ゴ リ ー の 代 表 的 な 事 例

が ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 カ テ ゴ リ ー の 典 型

性 が 低 い 項 目 に つ い て は ， 日 本 語 の 場 合 ， 長 い リ ン ク を 通 じ て ノ ー

ド が つ な が っ て い る も の の ， 韓 国 語 は ， リ ン ク に よ る 結 び つ き は な

く ， ノ ー ド が 典 型 的 な 事 例 の 周 辺 に 点 在 し て い る と い う 構 造 で あ っ

た 。 ２ 言 語 間 で 意 味 的 に 関 連 性 が 高 く ， 共 通 部 分 も 多 い こ と か ら ，

習 熟 度 が 低 い 段 階 か ら ， 韓 国 語 の 概 念 表 象 も 獲 得 も さ れ や す く ， 活

性 化 も 生 じ や す い と い え る 。 こ の よ う に ， 日 本 語 と 韓 国 語 の 場 合 ，

第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル よ り も ， 言 語 間 の 文 化 的 特 徴 や イ メ ー ジ の 共

通 性 が 高 か っ た こ と が ， 概 念 表 象 の ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 や 活 性 化 に

強 く 影 響 し た と 考 え ら れ る 。  
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５ － １  こ れ ま で の バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 に お け る 語 彙 ・ 概

念 構 造 モ デ ル  

 

 ２ つ の 言 語 を 習 得 し た バ イ リ ン ガ ル に つ い て ， 語 彙 情 報 や 概 念 情

報 が ど の よ う に 構 造 化 さ れ て い る の か と い う 問 題 に つ い て は ， 語 彙

シ ス テ ム は そ れ ぞ れ の 言 語 で 独 立 し ， 概 念 シ ス テ ム は ２ 言 語 で 共 有

す る と い う 説 が 支 持 さ れ て き た 。 さ ら に ， 第 ２ 言 語 の 発 達 の プ ロ セ

ス に 基 づ い て ， K r o l l  &  S t e w a r t  ( 1 9 9 4 )ら が 発 表 し た 語 彙 表 象 と 概

念 表 象 の 階 層 モ デ ル は ， そ の 後 の 単 語 認 知 研 究 に も 多 大 な 影 響 を も

た ら し ， 多 く の 追 試 実 験 や 検 証 実 験 が 行 わ れ た 。 こ の モ デ ル の 特 徴

は ， ２ 言 語 の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と の 結 び つ き の 強 さ に は

差 異 が あ り ， 翻 訳 す る と き に ， そ の 方 向 に 非 対 称 性 が 生 じ る と い う

こ と で あ る 。  

さ ら に ， 概 念 レ ベ ル に お け る ， 単 語 の 意 味 や 表 象 の 体 制 化 に つ い

て は ， ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル や 集 合 論 的 モ デ ル に よ っ て 検 証 さ れ て き

た 。 概 念 表 象 が ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し た り ， 意 味 的 属 性 が 集 合 し て

構 造 化 を 図 る た め に は ， 概 念 表 象 の 効 率 的 な 体 系 化 が 必 要 で あ る 。

概 念 構 造 で は ， 単 語 の イ メ ー ジ や 表 象 が バ ラ バ ラ に 混 在 し て い る の

で は な く ， 知 覚 的 特 徴 や 意 味 的 属 性 に よ る 体 制 化 が 行 わ れ ， こ の 現

象 は カ テ ゴ リ ー 化 と 呼 ば れ て い る 。  

 

５ － ２  言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と い う 要 因  

 

こ の よ う に ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル の 階 層 構 造 や ， 概 念 構 造 に お け る

表 象 の 体 制 化 は ， ス ト ル ー プ 課 題 や プ ラ イ ミ ン グ 課 題 ， 再 生 課 題 な
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ど 様 々 な 課 題 を 用 い て 検 討 さ れ て き た 。 バ イ リ ン ガ ル の 単 語 構 造 に

つ い て ， 語 彙 処 理 や 概 念 レ ベ ル と の 関 連 性 な ど を 検 証 す る 場 合 ， ２

つ の 言 語 を 用 い る と い う 条 件 に 付 随 す る ２ つ の 要 因 が あ る 。１ つ は ，

実 験 に 用 い ら れ る ２ つ の 言 語 の 関 係 性 （ ど の 言 語 を 習 得 し た 話 者 が

実 験 参 加 者 と な る の か ） で あ り ， も う 一 つ は ， 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ

ル と い う ２ つ の 要 因 で あ る 。 こ れ ら の 要 因 は ， ど の よ う な 課 題 を 実

施 す る 場 合 に も 変 数 と し て 関 わ っ て く る 。  

し か し ，２ － ３ で 述 べ た よ う に ，言 語 の 系 統 と 類 型 論 的 観 点 か ら ，

単 語 認 知 過 程 や ２ つ の 概 念 構 造 の 関 係 性 を 明 ら か に す る と い う 検 証

は 行 わ れ て こ な か っ た 。 一 方 ， 新 し い 言 語 を 習 得 す る こ と で ， 語 彙

と 概 念 シ ス テ ム の 結 び つ き が 変 化 す る と い う 発 達 仮 説 や ， ２ つ の 言

語 の 概 念 表 象 の 体 制 化 に 変 遷 が み ら れ る こ と は 示 さ れ て き た 。 つ ま

り ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 と い う ２ つ の 要 因 に つ い て

そ れ ぞ れ 独 立 し た 実 験 パ ラ ダ イ ム で の 検 証 で あ っ た 。 バ イ リ ン ガ ル

研 究 で は ， 同 時 に 生 起 す る こ れ ら の 要 因 が ， 単 語 認 知 過 程 に ど の よ

う に 影 響 す る の か ， 相 互 に 効 果 を 持 つ の か と い う こ と は 検 討 の 対 象

と は さ れ て こ な か っ た 。  

そ こ で ， 本 研 究 で は ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 を 要 因

と し て ， 単 語 処 理 レ ベ ル の 異 な る 課 題 を 設 定 し ， 語 彙 と 概 念 レ ベ ル

の 関 係 性 や 概 念 構 造 の 体 制 化 の 検 証 を 試 み た 。 実 験 参 加 者 と し て ，

親 近 性 が 低 い と 考 え ら れ る 日 本 語 － 英 語 の バ イ リ ン ガ ル と ， 言 語 間

の 親 近 性 が 高 い と 考 え ら れ る 日 本 語 － 韓 国 語 の バ イ リ ン ガ ル を 選 択

し た 。 さ ら に ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル に つ い て は ， 学 習 期 間 や 習 得

環 境 を 統 制 し ， 高 習 熟 群 と 低 習 熟 群 を 設 定 し た 。  

２ 言 語 の 単 語 を 刺 激 と し ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル で ， 語 彙 表 象 の 競 合
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と 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 の プ ロ セ ス に つ い て ， 概 念 レ ベ ル で カ テ ゴ リ

ー 群 化 を 検 証 し た 。 上 に 示 し た ２ つ の 要 因 が 及 ぼ す 影 響 と ， こ れ ま

で の 研 究 で 提 案 さ れ た 語 彙 ・ 概 念 モ デ ル が ど の よ う に 適 用 さ れ る の

か 総 合 的 に 考 察 す る 。  

 

５ － ３  語 彙 － 概 念 レ ベ ル に お け る 語 彙 表 象 の 競 合  

 

実 験 １ ， ２ で は ， ス ト ル ー プ 課 題 を 用 い て ， 語 彙 表 象 の 競 合 の プ

ロ セ ス に 言 語 間 の 親 近 性 と 言 語 習 熟 度 の ２ つ の 要 因 が ど の よ う な 効

果 を 持 つ の か 検 証 し た 。 そ の 結 果 ， 日 本 語 － 英 語 群 ， 日 本 語 ― 韓 国

語 群 の ど ち ら の 群 に お い て も ， ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 じ る 傾 向 は 変 わ

ら ず ， ま た ， 第 ２ 言 語 習 熟 度 に よ る 違 い も 見 ら れ な か っ た 。 第 １ 言

語 で あ る 日 本 語 で 反 応 す る 場 合 ， 日 本 語 刺 激 と 英 語 (韓 国 語 )刺 激 か

ら 同 等 の 干 渉 を 受 け る が ， 第 ２ 言 語 で 答 え る 場 合 に は ， 日 本 語 よ り

も 第 ２ 言 語 刺 激 か ら の 干 渉 を よ り 強 く 受 け て い た 。  

こ の 結 果 は ，２ － ２ － ５ で 述 べ た よ う に ，Mä g i s t e（ 1 9 8 4）の 実 験

で 示 さ れ た ， 第 １ 言 語 で 答 え る と き は ， 言 語 間 干 渉 と 言 語 内 干 渉 は

同 等 に な り ， 第 ２ 言 語 で 答 え る と き は ， 言 語 内 干 渉 の 方 が 言 語 間 干

渉 よ り も 大 き か っ た と い う 結 果 と 一 致 す る 。Mä g i s t e（ 1 9 8 4）の 実 験

で は ， こ の 結 果 は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 高 い 群 で 得 ら れ た も の で あ

っ た が ， 本 研 究 で は 低 習 熟 度 群 で も 同 じ 傾 向 を 示 し た 。  

一 方 ，言 語 間 の 親 近 性 を 検 証 す る 場 合 ，２ － １ － ４ で F a n g ,  T z e n g ,  

&  A l v a  ( 1 9 8 1 )が 述 べ た よ う に ，ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 起 す る 過 程 に は ，

刺 激 と し て 用 い ら れ る 言 語 の 形 態 や 音 韻 情 報 の 特 徴 が 影 響 す る 可 能

性 が あ る 。 本 研 究 で は ， 親 近 性 の 高 い 言 語 と し て ， 日 本 語 と 韓 国 語
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を 選 択 し た が ， こ れ ら の 言 語 は ， 漢 字 ・ 仮 名 と ハ ン グ ル 文 字 を そ れ

ぞ れ 使 用 し ， 形 態 レ ベ ル で の 特 徴 は 共 有 し て い な い た め ， F a n g ら

( 1 9 8 1 )の 指 摘 を 直 接 検 討 す る こ と は で き な い 。  

そ こ で ， 今 回 得 ら れ た ， ス ト ル ー プ 干 渉 の 結 果 に 言 語 間 の 親 近 性

も 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の ど ち ら も 効 果 を 示 さ な か っ た と い う 結 果 に 関

し て ， ス ト ル ー プ 課 題 が ， 単 語 認 知 過 程 で ど の よ う な 情 報 を 用 い て

処 理 さ れ る の か ， そ の 処 理 レ ベ ル の 位 置 づ け に 注 目 し て み た い 。 ス

ト ル ー プ 課 題 よ り も ，さ ら に 深 い 処 理 レ ベ ル を 要 す る 課 題（ ３ － ４ ，

３ － ５ ， さ ら に ４ － ２ ， ４ － ３ ） と の 比 較 を 試 み る 。  

ス ト ル ー プ 課 題 は ， ４ 色 の 限 ら れ た 色 名 単 語 が 刺 激 と し て 用 い ら

れ ， 色 名 呼 称 と い う 課 題 で あ る 。 そ こ で 用 い ら れ る 情 報 は ， 形 態 情

報 と 文 字 情 報 と 色 情 報 で あ り ， そ れ ら の 情 報 が 語 彙 レ ベ ル で 競 合 す

る た め に 干 渉 が 生 じ る 。実 験 ３ ，４ の よ う な ，８ カ テ ゴ リ ー ，計 2 5 6

個 の 翻 訳 課 題 や ， 実 験 ５ ， ６ の 典 型 性 の 異 な る 単 語 の 自 由 再 生 課 題

に 比 べ る と ， 色 概 念 の 活 性 化 は 生 起 す る が ， 語 彙 レ ベ ル で の 処 理 を

中 心 と し た 比 較 的 単 純 な 課 題 で あ る 。 そ の た め ， ス ト ル ー プ 課 題 を

実 施 し た 実 験 １ ， ２ で は ， 上 に 示 し た ２ つ の 要 因 は い ず れ も 影 響 し

な か っ た と 結 論 づ け ら れ る 。  

こ れ ら の 結 果 か ら ， ス ト ル ー プ 干 渉 が 生 じ る プ ロ セ ス に つ い て ，

語 彙 － 概 念 レ ベ ル の 階 層 モ デ ル に 基 づ い た 新 た な モ デ ル を 提 案 し た 。

２ 言 語 の 色 名 単 語 が 呈 示 さ れ た 後 ， 心 的 辞 書 で 刺 激 単 語 の 音 韻 情 報

と イ ン ク の 色 の 情 報 が ど の よ う に 競 合 す る の か ， 第 １ 言 語 と 概 念 レ

ベ ル の 結 び つ き の 強 さ ， 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 の 直 接 的 語 彙 翻 訳 の ル

ー ト な ど か ら 説 明 し た 。 言 語 の 違 い や 新 し い 言 語 の 習 得 レ ベ ル に 関

わ ら な い ， 普 遍 的 ， 基 本 的 な ス ト ル ー プ 干 渉 の プ ロ セ ス が 示 さ れ た
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こ と は ， 本 研 究 で の 新 た な 知 見 と い え る 。  

 

５ － ４  語 彙 － 概 念 レ ベ ル に お け る 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性  

 

バ イ リ ン ガ ル の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 シ ス テ ム と の 関 連 性 に お い て ，

語 彙 シ ス テ ム は そ れ ぞ れ の 言 語 で 独 立 し ， 概 念 シ ス テ ム は ， 言 語 で

共 通 す る と い う 共 有 説 に ， 新 し い 言 語 を 習 得 す る と き の 発 達 過 程 を

組 み 合 わ せ た K r o l l（ 1 9 9 4） ら の モ デ ル は ， バ イ リ ン ガ ル の 言 語 研

究 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し た 。 彼 ら の 実 験 で は ， 英 語 と オ ラ ン ダ 語 が

言 語 刺 激 と し て 使 用 さ れ ， そ の 後 の 関 連 し た 実 験 で も 同 様 に オ ラ ン

ダ 語 と 英 語 （ H e i j ,  H o o g l a n d e r ,  K e r l i n g  &  V e l d e n ,  1 9 9 6） や ， 英

語 と ス ペ イ ン 語 （ P a l m e r ,  H o o f  &  H a v e l k a ,  2 0 1 0）， 英 語 と ロ シ ア 語

（ K h a r k h u r i n ,  2 0 0 8） な ど 様 々 な 言 語 を 用 い て 検 証 さ れ て き た 。 ま

た ，第 2 言 語 の 習 熟 レ ベ ル に つ い て は ，K r o l l ( 1 9 9 4 )ら は ，比 較 的 習

熟 度 の 高 い バ イ リ ン ガ ル を 実 験 参 加 者 と し た が ， 習 熟 度 の 低 い バ イ

リ ン ガ ル の 場 合 ， 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 は さ ら に 増 大 す る こ と を 示 し

た 実 験 も あ る （ K r o l l ,  M i c h a e l ,  T o k o w i c z  &  D u f o u r ,  2 0 0 2 )。  

し か し ， こ れ ま で 述 べ て き た よ う に ， こ の モ デ ル が ど の 程 度 言 語

普 遍 的 な も の か ， あ る い は 特 定 の 言 語 に 特 有 な モ デ ル な の か は 解 明

さ れ て い な い 。 ま た ， 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 を 示 す 証 拠 と な っ た カ テ

ゴ リ ー 干 渉 に つ い て も ， 概 念 レ ベ ル で の 具 体 的 な 生 起 過 程 つ い て は

明 ら か に さ れ て い な い 。  

そ こ で ， 実 験 ３ ， ４ で は ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル で よ り 複 雑 な 活 性 化

を 要 す る プ ロ セ ス を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し ，K r o l l ら（ 1 9 9 4）

が 提 唱 し た 階 層 モ デ ル が ， 言 語 間 の 親 近 性 ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 異
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な る バ イ リ ン ガ ル 群 に も 適 用 さ れ る か 検 証 し た 。 ま た ， 第 １ 言 語 か

ら 第 ２ 言 語 へ の 翻 訳 は 概 念 シ ス テ ム を 介 し ， 第 ２ 言 語 か ら 第 １ 言 語

へ の 翻 訳 は 直 接 的 な 語 彙 レ ベ ル で 生 じ る と い う 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性

が ， 単 語 認 知 過 程 で 生 起 す る プ ロ セ ス を 明 ら か に し た 。  

親 近 性 や 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 の 違 い は ， 翻 訳 方 向 の プ ロ セ ス に 影 響

す る こ と が 結 論 づ け ら れ た 。 親 近 性 の 低 い 日 本 語 － 英 語 の バ イ リ ン

ガ ル 群 で は ， 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， 概 念 構 造 に お け る 意 味 的 文 脈

の 影 響 は 受 け ず ， 翻 訳 方 向 の 非 対 称 性 も 見 ら れ な か っ た 。 そ れ に 対

し て ， 習 熟 度 が 高 く な る と ， カ テ ゴ リ ー 干 渉 が 生 じ ， 言 語 間 で の 翻

訳 方 向 の プ ロ セ ス が 異 な る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

 一 方 ， 親 近 性 の 高 い 日 本 語 ― 韓 国 語 バ イ リ ン ガ ル 群 で は ， 習 熟 度

が 高 く て も 初 期 段 階 で の 翻 訳 の プ ロ セ ス に 違 い は 見 ら れ ず ， 第 １ 言

語 か ら 第 ２ 言 語 か ら の 翻 訳 が そ の 逆 方 向 よ り も 時 間 を 要 す る と い う ，

こ れ ま で の 研 究 と は 異 な る 結 果 で あ っ た 。  

 第 １ 言 語 と 第 ２ 言 語 間 の 翻 訳 過 程 や ， 概 念 レ ベ ル で の 意 味 的 ネ ッ

ト ワ ー ク の 活 性 化 の プ ロ セ ス を 説 明 す る と き ， K r o l l ら （ 1 9 9 4） の

階 層 モ デ ル の 汎 用 性 と 限 界 が 示 さ れ た 。 汎 用 性 と は ， ２ 言 語 間 の 翻

訳 過 程 は ， 基 本 的 に ， 語 彙 レ ベ ル と 概 念 レ ベ ル で 刺 激 単 語 の 表 象 が

処 理 さ れ 成 立 す る と い う こ と で あ る 。 一 方 ， こ の モ デ ル の 限 界 と し

て 示 さ れ た 点 は ， バ イ リ ン ガ ル が 習 得 し た 言 語 に よ っ て ， 翻 訳 の プ

ロ セ ス や 概 念 レ ベ ル で 表 象 の 活 性 化 が 異 な る こ と ま で は 説 明 で き な

い こ と で あ る 。  

そ こ で ， 本 研 究 で は ， 日 本 語 － 英 語 群 で は ， ２ 言 語 の 意 味 的 ネ ッ

ト ワ ー ク の 活 性 化 が 第 ２ 言 語 の 習 熟 に よ っ て 変 化 す る こ と が 示 唆 さ

れ た こ と か ら ， 習 熟 度 の 程 度 に 即 し た モ デ ル を 提 案 し た 。 一 方 ， 日
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本 語 ― 韓 国 語 群 に つ い て は ， 習 熟 度 の 違 い は 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の

活 性 化 に 影 響 を 与 え な い こ と ， 日 本 語 と 韓 国 語 の 書 記 シ ス テ ム の 違

い が 語 彙 処 理 に 負 荷 を 与 え ， 翻 訳 方 向 の プ ロ セ ス に 影 響 す る こ と を

明 ら か に し ， K r o l l ら （ 1 9 8 4） の モ デ ル を 修 正 し た 新 た な モ デ ル を

提 案 し た 。  

 

５ － ５  概 念 レ ベ ル に お け る 単 語 認 知 過 程  

 

 実 験 ３ ， ４ で は K r o l l ら （ 1 9 9 4） が 提 案 し た 階 層 モ デ ル に お け る

概 念 レ ベ ル で の 意 味 的 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 に つ い て 検 証 し た 。 彼

ら の モ デ ル は ， 単 語 構 造 と し て ， ２ つ の 語 彙 レ ベ ル と 共 通 の 概 念 レ

ベ ル を 想 定 し て い る が ， 概 念 レ ベ ル で 概 念 表 象 が ど の よ う に 結 び つ

い て い る の か ， ２ 言 語 間 の ネ ッ ト ワ ー ク は ど の よ う に 形 成 さ れ て い

る の か と い っ た 検 討 は な さ れ て い な い 。  

一 方 ， バ イ リ ン ガ ル の 知 識 構 造 に 関 す る こ れ ま で の 研 究 で は ， 知

覚 的 特 徴 な ど 類 似 し た 性 質 を 持 つ 項 目 は カ テ ゴ リ ー 化 さ れ ， 同 じ カ

テ ゴ リ ー に 属 す る 項 目 は ま と ま っ て 再 生 さ れ や す い と い う カ テ ゴ リ

ー 群 化 も ２ 言 語 で 異 な る こ と が 明 ら か に な っ て い る 。 ２ 言 語 の 体 制

化 に つ い て は ， 言 語 に 独 自 の カ テ ゴ リ ー が 形 成 さ れ る

（ D a l r y m p l e - A l f o r d  &  A a m i r y ,  1 9 6 9） と い う 知 見 や ， 言 語 に 共 通 の

意 味 カ テ ゴ リ ー が 形 成 さ れ る（ L a m b e r t , I g n a t o w  &  K r a u t h a m e r，1 9 6 8 )

と い う 結 果 な ど ， 実 験 で 使 用 さ れ る ２ 言 語 の 特 徴 な ど か ら ， 一 貫 し

た 結 果 は 得 ら れ て い な い 。ま た ，第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 上 が る こ と で ，

言 語 間 で 共 有 す る 概 念 の 特 徴 が 増 え ， カ テ ゴ リ ー 判 断 課 題 で ， 言 語

間 の 差 が 縮 小 す る こ と も 示 唆 さ れ い る ( S e g a l o w i t z ,  &  d e  A l m e i d a ,  
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2 0 0 2 )  。  

 実 験 ５ ， ６ で ， K r o l l ら （ 1 9 8 4） の モ デ ル で は ， 十 分 に 解 明 で き

な か っ た ， 概 念 構 造 に お け る 表 象 の 体 制 化 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。

彼 ら の モ デ ル で は ， ２ 言 語 に 共 通 の 概 念 レ ベ ル が 呈 示 さ れ た の み で

あ っ た が ，本 研 究 で は ，カ テ ゴ リ ー 群 化 が ど の よ う に 生 起 す る の か ，

よ り 詳 細 に ２ つ の 概 念 表 象 の 構 造 を 明 ら か に す る こ と が 目 的 で あ っ

た 。 自 由 再 生 課 題 の 結 果 ， 日 本 語 話 者 が ， 第 ２ 言 語 と し て 英 語 あ る

い は 韓 国 語 を 習 得 す る か に よ っ て ， カ テ ゴ リ ー 項 目 の 体 系 化 は 異 な

っ て い る こ と が 示 さ れ た 。 英 語 を 学 習 し た 場 合 は ， 習 得 が 進 む に つ

れ て ， 英 語 の ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 が 明 確 に 変 化 す る の に 対 し て ， 韓

国 語 の 場 合 は ， 習 熟 度 の 影 響 は 見 ら れ な か っ た 。  

 日 本 語 － 英 語 群 に お い て ， 英 語 の 習 熟 度 が 低 い 段 階 で は ， 日 本 語

に 比 べ る と 英 語 の ネ ッ ト ワ ー ク の 脆 弱 性 は 明 白 で あ っ た 。 習 得 が 進

む こ と で ， 英 語 の 概 念 表 象 も 獲 得 さ れ ， 日 本 語 と 英 語 の ネ ッ ト ワ ー

ク 間 の 距 離 も 近 接 す る と い う 構 造 に な る と い う ２ 点 の 変 化 が 示 さ れ

た 。  

 そ れ に 対 し て ， 日 本 語 ― 韓 国 語 群 で は ， 第 ２ 言 語 の 習 熟 度 が 低 い

段 階 か ら ， 日 本 語 と 同 様 に 韓 国 語 の ネ ッ ト ワ ー ク も 形 成 さ れ ， カ テ

ゴ リ ー の 代 表 的 事 例 が 中 心 に リ ン ク を 通 じ て 活 性 化 さ れ る こ と が 示

さ れ た 。  

  

５ － ６  言 語 間 の 親 近 性 ・ 第 ２ 言 語 の 習 熟 レ ベ ル と 言 語 表 記 の 問 題  

 

ス ト ル ー プ 課 題 ，翻 訳 課 題 ，自 由 再 生 課 題 の 結 果 か ら ，「 語 彙 － 概

念 」処 理 ，「 概 念 」処 理 を 総 合 的 に 検 証 す る 。言 語 間 の 親 近 性 ，第 ２
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言 語 の 習 熟 レ ベ ル が ， 処 理 レ ベ ル の 異 な る 単 語 認 知 処 理 に ど の よ う

な 影 響 を 与 え る の か 考 察 す る 。  

ス ト ル ー プ 課 題 は ， イ ン ク の 色 名 を 答 え る と い う 課 題 で あ り ， 文

字 情 報 と 色 情 報 の 競 合 の プ ロ セ ス に 関 わ る 処 理 で あ っ た 。 こ の 課 題

で は ， 上 に 示 し た ２ つ の 要 因 は い ず れ も 影 響 せ ず ， 日 本 語 － 英 語 ，

日 本 語 － 韓 国 語 群 で 共 通 の ス ト ル ー プ 干 渉 の プ ロ セ ス を 説 明 し た 。  

 そ れ に 対 し て ， 翻 訳 課 題 や 自 由 再 生 課 題 と い う ， 単 語 の 処 理 レ ベ

ル が 深 く な り ， よ り 複 雑 な 意 味 ネ ッ ト ワ ー ク の 活 性 化 や 表 象 の 体 制

化 が 求 め ら れ る 課 題 に な る と ， 言 語 間 の 親 近 性 の 違 い や ， 第 ２ 言 語

の 習 得 レ ベ ル が 影 響 す る こ と が 示 さ れ た 。 日 本 語 と 英 語 と い う ， 言

語 間 の 距 離 が 遠 い と 考 え ら れ る 言 語 間 の 単 語 認 知 処 理 で は ， 習 熟 度

が 上 が る こ と で ， 日 本 語 優 位 か ら ， 英 語 の 概 念 表 象 の 獲 得 ， さ ら に

英 語 の 語 彙 シ ス テ ム と 概 念 構 造 と の 結 び つ き が で き る と い う プ ロ セ

ス を と る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

さ ら に ， 概 念 構 造 に お い て も ， 日 本 語 と 英 語 の ネ ッ ト ワ ー ク が そ

れ ぞ れ 形 成 さ れ る こ と が 示 さ れ た 。一 方 ，日 本 語 と 韓 国 語 の 場 合 は ，

自 由 再 生 課 題 な ど ，概 念 レ ベ ル で の 活 性 化 を 要 す る 課 題 に お い て も ，

習 熟 度 の 違 い は 課 題 に 影 響 し な か っ た 。 こ れ は ， 韓 国 語 を 学 び 始 め

る 初 期 段 階 に お い て も ， 言 語 間 の 親 近 性 の 高 さ の 影 響 が よ り 強 か っ

た と 解 釈 さ れ る 。 韓 国 語 の 概 念 表 象 は 日 本 語 と 共 有 部 分 が 多 く ， 共

通 の ネ ッ ト ワ ー ク が 形 成 さ れ ， 表 象 の 体 制 化 が 行 わ れ て い る こ と を

示 し た 結 果 と い え る 。  

本 研 究 で は ， 言 語 間 の 親 近 性 と 第 2 言 語 の 習 熟 度 が バ イ リ ン ガ ル

の 語 彙 ・ 概 念 構 造 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て ， 単 語 の 処 理 水 準 の 異 な る

課 題 か ら 検 証 し て き た 。 単 語 を 刺 激 と し て そ の 認 知 過 程 を 解 明 す る
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場 合 ， 上 記 の 要 因 に 加 え ， 言 語 の 表 記 形 態 も 少 な か ら ず 影 響 し て い

る こ と が 明 ら か と な っ た 。 言 語 の 起 源 や 文 法 的 特 徴 か ら ， 言 語 間 の

親 近 性 が 高 い 言 語 と し て ， 日 本 語 と 韓 国 語 を 選 択 し た が ， 日 本 語 で

は 漢 字 や 仮 名 表 記 ， 韓 国 語 は ハ ン グ ル 文 字 が 用 い ら れ ， 表 記 形 態 の

共 通 性 は な い 。 こ の こ と が ， 実 験 ４ に お け る ， 翻 訳 課 題 で の 語 彙 ア

ク セ ス へ の 負 荷 や ， 実 験 ６ で の 自 由 再 生 課 題 で の 再 生 数 の 減 少 に つ

な が っ た 可 能 性 が 指 摘 さ れ た 。 語 彙 ア ク セ ス で の 形 態 情 報 が 単 語 認

知 過 程 で 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る こ と を 示 し た 。 形 態 情 報 や 音 韻 情

報 な ど ， 語 彙 レ ベ ル で の 情 報 が 単 語 認 知 過 程 に 与 え る 影 響 に つ い て

は ， 今 後 の 検 討 課 題 で あ る 。   

 一 連 の 実 験 結 果 か ら ， バ イ リ ン ガ ル の 単 語 認 知 過 程 や ， 概 念 構 造

は ， 習 得 す る ２ つ 言 語 の 関 係 や 第 ２ 言 語 の 習 得 レ ベ ル で 一 様 で は な

い こ と が 明 ら か と な っ た 。 言 語 間 の 親 近 性 が 低 い 場 合 に は ， 第 ２ 言

語 を 習 得 す る 段 階 で ， 語 彙 レ ベ ル や 概 念 構 造 の 変 遷 が 明 確 に 生 じ る

の に 対 し て ， 親 近 性 が 低 い 場 合 に は ， 語 彙 － 概 念 レ ベ ル の 結 び つ き

や 概 念 表 象 の ま と ま り は ， ２ 言 語 で 共 通 し ， 一 定 の 様 相 を 示 す こ と

が 結 論 づ け ら れ た 。  
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付 録 1   

英 語 の 学 習 経 験 に つ い て の 質 問 項 目  

氏 名 (        )  

 < 1 >  あ て は ま る も の に ○ を つ け て く だ さ い .      

 (性 別 )     男    女  

 (職 業 )  高 校 生  (        )  大 学 生 (        )  大 学 院 生 (        )   

会 社 員  (        )   そ の 他 (                   )    

(年 齢 )  1 5  -  1 8 (        )  1 9  -  2 2    (        )             

2 3  -  2 7 (        )  2 8  -  3 0    (        )         

3 0  -  4 0 (        )   

<２ >あ な た の 英 語 の 学 習 経 験 に つ い て 教 え て く だ さ い .  

 (１ )あ な た の 母 国 語 は 何 で す か .      (                  )  

 (２ )あ な た は 母 国 語 以 外 に ど ん な 言 語 を 話 せ ま す か .最 も 話 せ る と 思

う 順 番 に 書 い て く だ さ い .                               

1 (                  )    2 (                  )                   

 (３ ) (２ )で 最 も 話 せ る と 答 え た 言 語 (第 ２ 言 語 )に つ い て 答 え て く だ

さ い .    

 ( a )ど こ で 学 習 し 始 め ま し た か .  

あ て は ま る も の に ○ を つ け て く だ さ い .       

 日 本 (        )  日 本 以 外 の 国 (        )  国 名 (                  )    

( b )何 才 の 時 に 学 習 し 始 め ま し た か .  

あ て は ま る も の に ○ を つ け て く だ さ い .       

 0 才 -１ 才 (        )    6 才 -１ 2 才 (        )        

2 才 - 5 才  (        )   1 3 才 以 上    (        )   

  ・ 話 し 始 め て か ら ， こ れ ま で に ど こ で 何 年 間 学 習 し ま し た か .  
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日 本 以 外 の 国 に つ い て は 学 ん だ 順 に 国 名 ， 年 数 ， 教 育 課 程 で の  

年 数 も わ か る よ う に 書 い て く だ さ い       

( a )日 本    家 庭    (   )年 間      高 校 (       )年 間           

幼 稚 園 (   )年 間       大 学 (       )年 間            

小 学 校 (   )年 間        そ の 他 (    )で (    )年 間           

中 学 校 (   )年 間      計 (       )年 間         

( b )日 本 以 外 の 国      

(例 )ア メ リ カ で ５ 年 間 ， (２ 年 間 は 幼 稚 園 ， ３ 年 間 は 小 学 校 )そ の 後 ，       

３ 年 間 日 本 の 小 学 校 に 行 き ， イ ギ リ ス の 中 学 校 で ３ 年 間 過 ご し た .        

(                                                  )

・ 誰 か ら 学 習 し ま し た か .あ て は ま る も の を ○ で 囲 ん で く だ さ い .                    

家 族       友 人          教 師      そ の 他 (            )   

 ・ 現 在 ， 日 常 生 活 で ど の く ら い 使 い ま す か .番 号 で 答 え て く だ さ い .            

1 .ほ と ん ど い つ も 使 う   4 .た ま に 使 う  

   2 .し ば し ば 使 う      5 .ほ と ん ど 使 わ な い            

3 .と き ど き 使 う                                                      

(         )     

 (４ )あ な た の 第 １ 言 語 の 能 力 を 1 0， ま っ た く 話 せ な い 言 語 を 1 と し

て 第 ２ 言 語 の 能 力 を 話 す ， 聞 く ， 読 む ， 書 く に つ い て 1 か ら 1 0

の 尺 度 で 評 価 し て 下 さ い .                      

   話 す (           )    聞 く (         )                        

読 む (           )    書 く (         )  

(５ )英 語 の 能 力 を 示 す 資 格 を お 持 ち で し た ら ， お 答 え く だ さ い ．                    

・ 実 用 英 語 検 定 (英 検 )  (         )級  ・ T O E F L  (         )点                     

    ・ T O E I C           )点             ・ そ の 他 (             )                                                                        
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付 録 ２  

 

実 験 ３  日 本 語 と 英 語 の 刺 激 リ ス ト の 例  

日 本 語          英 語    

カ テ ゴ リ ー    ラ ン ダ ム        カ テ ゴ リ ー      ラ ン ダ ム  

リ ス ト        リ ス ト          リ ス ト        リ ス ト       

時 計         皿         h a w k     b a l o o n   

机   キ ュ ウ リ      s w a l l o w        m u s h r o o m   

い す   ガ チ ョ ウ      d u c k   p e a c o c k   

本 棚        黒 板     e a g l e   p e p p e r   

      

         

実 験 ４  日 本 語 と 韓 国 語 の 刺 激 リ ス ト の 例   

   日 本 語         韓 国 語    

カ テ ゴ リ ー    ラ ン ダ ム        カ テ ゴ リ ー     ラ ン ダ ム  

リ ス ト         リ ス ト          リ ス ト       リ ス ト  

 

り ん ご       蚊      감 자       자 전 거  

(ジ ャ ガ イ モ )    (自 転 車 )  

 

み か ん     カ ラ ス      배 추        참 새   

(白 菜 )        (ス ズ メ )  

 

ぶ ど う          地 下 鉄      당 근           선 반   

                      (人 参 )        (棚 )  

 

イ チ ゴ            机           양 파          나 비  

                           (タ マ ネ ギ )      (蝶 々 )  
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   付 録 ３  

 

実 験 ５  日 本 語 と 英 語 の 刺 激 リ ス ト の 例  

High Typicality            Low Typicality  

Japanese   English        Japanese    English  

い ち ご     peach          あ ん ず       fig 

の こ ぎ り    pencil          電 話      kettle 

自 転 車     train          馬 車         buggy 

大 根      corn          大 豆         mushroom  

         

    

 

   実 験 ６  日 本 語 と 韓 国 語 の 刺 激 リ ス ト の 例    

High Typicality           Low Typicality  

Japanese   Korean       Japanese     Korean 

み か ん       사과          や し の 実          밤  

(apple)                       (chestnut) 

は さ み        책상          は し ご        접시     

（ desk)                       (plate) 

船        비행기          除 雪 車         삼 륜 차  

   (airplane)                     (tricycle) 

き ゅ う り      배 추           た け の こ        호박  

(chinese cabbage)                (pumpkin) 
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