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問題 のあ りか

「思考
」 の 「言語』 との関係の あ り方

「,悪考」 の反映 としての 「言 語」

「思考」 と 「言語」 は全 く別 物 とい う見方

「思考
」 の 「表現」 として 「利用」

日本語の ヒダを さぐる一 心情表現 の優越一

日本人性 の成 立

言語 と思 考の相 関関係

0.問 題のありか

「日本語 と.日本人の思考」 という標題は・ 日本語 と目本人の思考との聞

に或る関係があるとい うことを前提にして,そ の内実を見ていこうとする

もののように誤解 される悪れがある。

たとえば

A.我 々目本人は目本語でものを考えてレ.・る

という類の言い方がある。

Xな いしはX民 族g言 語 とそのX国 人ないしなX民 族の思考 とり間

に緊密な関係があるとする見方について・一体そうい うことができるのか

否かンできるとしたらそれはどうとらえ るべきなのか,ま た,そ の内実は

どんなものなのかを明らかにするのが本稿の狙いである。

命題Aは 地球上に多 くの国ないし民族,及 びその言語の存在する情況

の中で我々の属する所からの発想 とい う意味で個別的な言い方をしたもの
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で あ るが,こ れ を同 様 にX国 語 とX国 人 の思 考,Y国 語 とY国 人 の 思

考 と普 遍 化 し て言 うこ とも ま たで き る。

しか し,こ の よ うな言 い方 を して お け ぱ ま だ間 題 は 小 さい が,こ こか ら,

「従 って
,

B・ 日本 人 の思 考 は 日本 語 で しか表 わ せ な い の だ 」 と した らど うな る

か。・

問題 は新 た な局 面 を見 せ て くるが,こ う した,命 題Aか ら命 題Bへ の

飛 躍 が 飛躍 と して 意 識 され ず,ほ ぼ同 様 の こ と の よ うに考 え られ 論 じ られ

てい る実状 が あ りは しな い か 。

Aか らBへ 飛 ぶ の は,間 に,X・Yと 見 て来 た結 果 と して

C.国 ・民 族 に よ り言 語 が違 う

とい う命題 を通 り

D,国 に よ り考 え方 ・思 考が違 う

とい う と ころへ 行 った もの と思 わ れ る。 この短 絡 はCと い う事 実 に対 し,

Dな る一 般 常 識 が強 く意 識 に あ った 結 果 な され た もの と言 うべ き だ ろ う。

として も,一 方 で 問題 に な るの が,Bを 導 い て し ま っ たAに は 「日本

語 で」 と して言 語 と思 考 を結 びつ けた こ の語 の 解 され 方 とい う問題 も孕 ま

れ て い る と見 る必 要 が あ る だ ろ う。

この辺 に 目 をす え な が ら考 察 を進 め て い くこ とに し よ う。

1.「 思考 」 の 「言 語 」 と の 関係 の あ り方

ま ず,一 般 的 に言 わ れ て い る と した命 題bを 問題 に す る と,こ の 言 い

方 は実 に大 ざっ ば で あ り,こ の 「思 考 」 とか 「考 え方 」 な る語 に は実 際 に

は多 くの 意 味 が こ め られ てい る と考 え るべ き で あ る。

「国」 とい う言 い方 も 厳 密 に は 自然 力 で作 られ た民 族 と,武 力 で作 られ

た国 家 との違 い が は じめ に あ る とい うこ とが全 地 球 的 視 点 か ら は言 わ れ ね

ば な らない はず だ し,長 い歴 史 の 中 で血 統 ・生 活 ・言 語 ・宗 教 ・風 習 等 が

共 有 ざれ て き た社 会 を広 い意 昧 で 「国」 と よぶ な ら,一 口に 言 っ て同 」 文
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化圏 と言 い か え る こ とが で き るだ ろ う。

そ して,「 思 考 」 とか 「考 え方 」 とい う もの は今 β分析 哲 学 等 で い ろ い

ろ考 え られ 始 め て は い る 瓜 そ れ と文化 との 開 係 が 明 確 に され て い る とい

う事 実 は ま だ な い。

に も拘 ず,「 国 に よ って考 え方 が違 う」 と言 われ る の は,で は,な ぜ な

の か。.

それ は,考 え 方 とい う よ りは考 え て い る こ と,つ ま り,そ の内 容 であ り,

また,価 値 観 で あ 鋤,そ れ は習 潰 とか 心 情 とか 広 義 の 文 化 に起 因 す る もの

が違 う,と い うこ とで あ ろ う。 そ うで あ る とす るな ら,こ れ らの こ と と思

考 との 関 連 及 び 区 別 が考 え られ ね ば な らな い 。

そ し て,そ う した内 容 が こ とば に よ っ て語 られ る とい う形 で表 現 され る

ことが 多 い た め に,「 国 に よっ て考 え方 が 違 う」 とい う言 い方 が 「言 語 に

よっ て,思考 が 異 な る」 とい う言 い方 を も引 き 出 して きた の で は な い だ ろ う

かP

こ こで,ま ず,思 考 を基 軸 に据 え,こ れ の 言語 との 開係 につ い て考 え て

い くこ とに し よ う。 そ れ にば,ま ず,こ の両 術 語 の概 念規 定 を してか ら始

め るの が 順序 の よ うだ が,そ の こ と自体 が本 稿 の最 終 目的 と重 な り合 っ て

い る と言 わ ね ば な ら ない 。

言 語 に つ い て は,ご く一般 的 な,ラ ン グ とい う静 態 的槻 念 か ら進 め て い

き,矛 盾 が 露 呈 した ら,そ の原 因 を考 え,新 た に概 念 を作 り出 して い く こ

とに し よ う。

思 考 につ い て は本 章 で 一 般概 念 を少 し批 判 して 方 向 付 け だ け は して あ る

の で後 述 部 で次 第 に明 らか に して い く こ とに す る。r

1.1「 思 考 」 の 反 映 と し ての 「言語 ゴ

思 考 の言 語 との関 係 で まず 第 一 に考 え られ るの は 思 考 が そ の ま ま言 語 の

形 で外 界 に反 映(広 義 の,一 般 的 な)さ れ て い る とい う見方 で あ る。 こ こ に

は,逆 の関 係 と し て考 え られ る,言 語 に よっ て 思 考 の 形 を見 る こ とも で き
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る とい う見 方 も含 めて考 え る。

こ こに属 す る もの と して は,た と え ば,

頂 本 人 の考 え は あ い ま い で あ る。 これ は,日 本 語 の構 造,即 ち,叙 述

が末 尾 に来 る形 か ら・考 え方 が 拘 束 され て い るの で あ る。 途 中 ま で述

べ た段 階 で相 手 の顔 色 を窺 っ て最 後 の叙 述 の部 分 を変 え て しま うこ と

が 可能 で あ る 日本 語 の構 造 に 由来 す る。1》

とい う言 い方 で・ 日本 人 の考 え方 と結 び つ け る よ うな見 方 を挙 げ る こ とが

で き る。 こ の言 い方 は 日本 語 を特 に そ の シ ン タ ッ クス の面 か ら 日本 人 の,悪

考 の あ い ま い性 とい う見 方 と結 び っ け る行 き方 で あ る、

こ れ は,思 考 が言 語 に よ り制 約 され てい る とい う,焦 点 を しぽ った論 述

を可 能 にす るか に見 え る もの であ る が ・ この 事 実 か らは,思 考 と言 語 を直

接 結 び つ け る見 方 の ほ か に・ これ に対 立 す る見 方,即 ち,思 考 を言 語以 外

の目も の に よ り制 約 ・影 響 され る とす る もの が成 立 つ であ ろ う。 そ の 時,今

述 ぺ た シ ン タ ック ス の問題 は 日本 語 の偶 有 す る そ の磯 能 をr利 用 」 して

「表現
Jす る とい う方 向 か ら考 え られ る こ とに な る。 これ に つ い て は1.3

で詳 し く見 てい くo

1・2「 思 考 」 と 「言 語 」 は 全 く別 物 とい う見 方

次 に 考 え られ るの は ・1・1の 思 考 と言 語 の 直接 的 閑係 とい う見 方 と全 く

逆 に,思 考 は 思 考 で あ り,言 語 は言 語 で あ り,全 く別 物 だ とい う見 方 で あ

る。

ア メ リカ ・イ ンデ ィア ンの ナ パ ホ族 で は英 語 の`black7が5色 に細 分

化 され てい るが,英 語 の`blue'と`9=eeゴ は1語 で 表 わ され て お り,こ

の 点 は 日本 語 と同様 で あ る。 しか し,

だ か ら と言 っ て ・ ナバ ホ族 や 日本 人 が,青 と緑 を区別 で き ない わ け で

は な い。 視 覚 的 に は もち ろ ん区 別 で き る が,色 の言 語 的 な捉 え方 とし

て 両者 を区別 しな い の で あ る。 通 常 の生 活 に は,区 別 す る必 要 が な か

った の だ ろ う2)。(下 線:氏 家)

とい う よ うな事 は,外 界 の事 実 に対 す る 「意 識 」 が あ る に も拘 ず,言 語 と

し てそれ が な い。 言 語 に は 「言 語 的 な捉 え方 」 とい う,自 律 した 別 の 鍛 界
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が あ る とい う こ とで あ る。

今,「 意 識 」 とい う語 を使 っ た が,二 こに お け る 「視 覚 」 の よ うな 「感

覚 」,続 い て 「意 識 」 とい うよ うな も の は,後 述 す る.「心 情 」 な ど と共 に,

後 に規 定 す る 「思 考 」の下 限 を なす も の とし て位 置 づ け るべ き だ と考 え る.

さて,こ の よ うに外 界 に事 実 が あ り,そ れ が意 識 され てい な が ら も・ 言

語 に定 着 し てい ない とい うこ とは

日本 で は な お 男 女別 々の道 徳 が行 な わ れ て い る の に,日 本 語 に は英 語

のdoublestandard(男 女 別 の道 徳)と い う言 葉 は な い 。3!

の よ う な論 述 に も見 られ る し,長 幼 の序 の本 家 で あ る中 国 に お い て 日本 語

にお け る よ うな 待 遇 語 法 の発 達 が見 られ な い とい う よ うな 例 な ど存 外 多 い

ので は なか ろ うか 。

L3r思 考」 のr表 現 」 と してr利 用 』.

1・1の 末尾 で ・L1と 逆 の方 向 か ら考 え られ る も の と して触 れ た見 方 で

あ る。 言 語 に基 点 を置 い て み る と,「 表 現 」 とい う,言 語 の あ り方 と して

目浮 か び上 が っ て くる もの で あ る が,思 考 の側 か らみ れ ば思 考 を直裁 に表 わ

す の で な く,外 界 に存 在 す る ラ ング(こ の 場 合 は,そ の うち の 言 い方 をさ

す)を,そ の場 に あ っ た形 の もの を利用 す る とい う形 の あ り方 で あ る.

これ は慣 用 化 され た挨 拶 に近 い言 い方 の場 合 な どに特 に そ の原 初 的 な形

で 多 く見 られ る が,思 考 が言 語 に直 接 結 びつ い た も の で は な く,そ の閲 に

ワ ンク ッシ ョン が あ り,そ の上 で そ の言 語 が選 び取 られ,利 用 され た とい

う意 味 で,「 言 い 方 」 で あ 弘 「表 現 」 で あ る わ け で あ る。

考 え方 の違 い とい う もの が 国 に よ る よ りも 同 じ言 語 を話 す 人 間 の 中 で,

何 か他 の 要 因 に よ りな され る例 と もな る の で こ こ に一 例 を 引 く。 板 坂 元 氏

「日本 人 の論 理 構 造
J4ン第 一 章 の 文 章 の展 開 の仕 方 で あ るが,こ.こ で は

芥 川 の言 葉 じゃ な い が,人 生 は一 行 の ボ ー ド レール に も しか な い

とい う言 い方 にっ い て分 析 し,他 の 同様 の言 い方 とし て い くっ か の も の を

挙 げ て.いる。
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まず,そ の分 析 で あ る が,氏 は この 言 い方 は論 理 的 に 矛盾 して い る よ う

に 見 え る が,慣 用以 前 及 び現 在 も表現 の底 には合 理 的 な思 考 が存 在 す る は

ず だ と して,通 時 面 を さ ぐ り,南 方 熊 楠 の文 章 か ら 「吾 が身 じ ゃ ない が 」

とい う前 置 の必 要 の 習慣,及 び 「お れ が事 で は なy・が 震 を き られ て 」 とい

う 『傾 城 色 三 味 線 』 の例 を挙 げる。

これ は形 式 的 に は 「N+じ ゃな い が」 とい う こ とでr部 通 じ る。 そ し

て,類 似 表 現 と し て,

ll灘野 　 卜
な ど をあ げ る。 そ の理 由 は 「悪い 」 とか 「ない 」 とか 否 定 的 な語 が 用 い ら

れ る とい う こ とが 「一 じ ゃ ないが 」 と同 じ く,以 前 は ま じな い言 葉 で あ っ

た こ と を示 す か ら とい うこ と であ る。

更 に,こ うした 伝 統 的 な言 語習慣 に密接 して,形 式 的 ・心 理 的 に,近 い

関 係 の表 現 とし て,

襲籔 絃賑1の
な どを あ げ る。 そ して,類 似 表現(1)の い くつ か の例 が話 し手 の 罪 悪 感 軽

減 の た め の免 罪 符,聡 を前 も って 防止 す る煙 幕 的役 割 で あ る の と同様 に,

今 あ げ た類 似 表 現(2)の 例 も責任 回避 ・相 手 が怒 るか も しれ な い こ と に対

し予 防 線 を張 る気 持 と して ま とめ られ て い る。

とこ ろ が,私 に言 わせ れ ば,ま ず 問題 の も と'にな っ て い る 「芥 川 の言 葉

じ ゃな い が」 に つ い て は 「芥 川 じ ゃな い が 」 と使 うこ とが多 い 。(72年6

月 の 日本 語 教 育 セ ミナ ー に お いて 受 講 者 の方 の 意 見 を 聞 い た と ころ,10

人 の うち,1人 だ け が,「 言葉 じゃな い が 」 と言 う場 合 もあ る と言 い,9人

は私 と同 意 見 で あ った。)
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そ し て,そ の 気持 は

芥 川 が 言 っ たか ら言 う,の で はな い が

芥 川 の こ と ばが あ るか ら言 う,の で は ない が

とい うこ とで あ り,こ れ が

先 生 もお っ し ゃ っ てい る よ うに,そ ん な に あ なた の病 気 は重 くない

の よ うな形 が成 立 す るに も拘 ず,

芥 川 が言 っ た よ うに

とは言 わ な い ゆ え ん で あ ろ う。

芥 川 が 言 っ た よ うに

とい う肯 定 表 現 は強 す ぎ る とい う,使 い手 の感 受 性 とも関 連 して,こ の よ

うな言 い回 しが で き た も の と思 われ る。

』方 のr我 が身 じゃ な い が
」はrN+じ ゃ な い が」 の形 で は あ る が,rN」

と 「じゃ な いが 」 の 関係 は 今述 べ た も の の場 合 と違 っ てお り,「 じゃ な い

が 」の み が,「 芥 川 の こ と ぱ」,「 我 が 身」 に続 くもの と して一 致 して い る

が,形 式,と い うよ り現 象 的 類 似 に す ぎな い。

板 坂 氏 は 「じゃな い が 」 のみ に注 目 し,勉 人 の こ とば をそれ だ け そ の ま

ま繰 返 す の は タ ブ ー とされ てい た とい う言 語 習 慣 で 「芥 川 の 」,及 び,類

似 表現(1〉 ・(2)を ひ っ く くった わ け で あ る。

私 の見 方 か ら言 え ば,

さっ き の話 じゃ な い け ど

な どに通 じる ・ タブ ー とは無 関 係 な 言 い ま わ し とい う こ とに な る。 氏 は,

現 代 入 の気 持 と して は

芥 川 の こ とば をそ の ま ま引用 す る の は気 がひ け る けれ ど も

とか

ぴ っ た り適 合 す る表 現 で は な い が・ 芥 川 の こ と ば をかPて 言 え ば

で ある とい うよ うに内 省 して い な が ら・ 気 持 よ り形 に,し か も,そ の 一 部

に のみ注 意 を向 け・ 内 省 との関 係 を追 求 しな か った 。

また,類 似 表 現(1)・(2)を 氏 が結 び つ けた の は,こ の 話 の 引用 の も と と
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な っ た,.「 あ る言 い方 を利 用 す る」 と い う思 考 と言 語 の 開係 に よ って 結 ぴ

つ けた と私 は解 釈 す るの であ るが,こ れ ら類 似 表 現 にっ い て私 自身 内 省 し

て み る と,本 当 に

こん な こ とあん ま り言 い た くない け ど

と思 う時,こ う言 う。 また,

間違 ってい るか も しれ ませ ん が.

の よ うな言 い ま わ しをす る揚 合 も同 様 で あ る。 氏 は こ うした言 い 方 に っ い

て

自己 の行 なわ ん とす る こ とや 自分 の持 っ て い る 情 報 ・意 見 にっ い て,

そ の性 質 限 界 な どを明 らか に す る とい う点 で は ・緻 密 な物 の 考 え 方 を

反 映 して い る よ うに見 え る し・ 事 実 そ うい う場 合 も ない で は な い が ・

と述 ぺ て レ}る。 氏 の 結 論 は 先 に述 べ た責 任 回避 ・予 防線 とい うこ とに な る

の だ が・ この引用 に 見 る よ.うに・ 性 質 限 界 を明 らか に す る とい う こ とを認

識 しな が らも,こ れ に っ い て は

そ うレ、う揚合 もな レ、で 矛よな レ、

と し,結 論 に導 い た ほ うに つ い て は

予 防 線 を張 る気持 が働 い て い る場 合 が大 部 分 で あ ろ う

と,根 拠 を挙 げず に量 的表 現 を し,そ れ に よ り自分 の感 覚 の正 当性 を主 張

して い る よ うに 見 え る。

と言 うの は ・ 私 自身 の 内 省 は・ 氏 が 「な い で もな い」 と した 方 そ の もの

な の であ り,同 じ く言 語 に は 思 考 ・感 情 そ の ま ま を表現 した も の と して,

い み じ くも

す み ませ ん 恐 れ 入 ります

の よ うな言 い ま わ しが存 在 して い る こ とを 同 時 に思 い うか べ て よい の で は

な いか と思 うの で あ る。 即 ち,

す み ま せ ん

と

ご め ん な さ い
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の違 い で あ る。前 者 は 自分 のす る こ と,ま た は,し た こ と,あ る い は,し

て も ら った こ とが相 手 に対 し て何 か 申 し訳 な い こ との よ うに思 われ,自 分

の心 が 済 ま ない とい う気 持 を表 明す る もの で あ り,許 して下 さい の意 の後

者 とは,表 現 主 体 か らそ の こ とば が 出 る時 の 意識 に於 て た いへ ん違 っ て い

る と,思う。

後 者 の方 が相 手 に対 す るよ び か け 度 が 高 い が,前 者 は一 方 的 な意 思 表 明

で あ る。 だ か ら,相 手 との 関係 が 疎 で あ ウ,緊 張 度 が 高 け れ ば 前者 が選 ば

れ,親 で あ った り,そ の 関 係 が あ ま り意 識 され ない 程 度 の 緊張 度 で あ る場

合 は後 者 が選 ばれ る だろ う。 とっ さの 時 口 をつ い て 出 るの は少 な く と もそ

うな る だ ろ う。

そ し て,単 な る意 、思表 明 とい う形 の 言 語 表 現 が 存 在 す る こ と を思 え ば,

、間 違 っ て い るか も しれ ませ ん が

が ど う して 同様 に使 われ ない はず が あ ろ う。(論 の運 び方 と して は,ゴ メ

ンナ サ イ とス ミマセ ン とが 「利 用 」 と単 な る意 思 表 明 との違 いに あた るの

で は な く,少 しズ レた感 じ もあ るが,意 思 表 明 のみ の表 現 も あ る とい うこ

と を出 した か っ た為 に この よ う な進 め方 に な っ た。)

根 本 的 な使 われ 方 と し ては,こ の 言 い方 をス ミマ セ ン と同 じタイ プ の も

の と して ま とめ て考 え る の で よい と思 う。 た だ,二 次 的 にそ れ が 利 用 と い

う使 わ れ方 が され る とい うこ と は あ るの で あ っ て,そ れ は 言 語 のみ な ら

ず,人 問 生 活 に あ る,諸 々 の,形 を もっ もの全 て に言 え る こ とで あ ろ う。

私 自身 は一 次 的 な使 い方 をす る人 問 で あ り,そ れ は入 生 経 験 の質 な どに

も よ り,そ れ が ひ い て は人 問 の考 え方 に どの程 度 か の違 い を も た らす の で

あ ろ うが,そ れ は と もか く,そ うい う人 問 で あ っ て も,「 利 用 』 とい.うこ

とはrさ わ り」 と して わ か る とい う感 じが す る。 今,相 手 は私 が こ う言 う

こ とを期 待 してい るの で あ ろ う し,そ れ を言 わ な い とた い へ ん な こ とに な

る,あ る い は,ま ず い こ とに な る とい う切 実感 が あ る時 の み,や む を得 ず

使 うの で あ り,目ア クテ ィブ な 「利 用 」 で は な いが 。

こ うい う形 のわ か り方 しか で きな い の は,r利 用」 を大 部 分 と し・ 論 を
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展 開 し結 論 づ け て い っ た板 坂 氏 とは 恐 ら く人 生 経 験 の質 とか 量 が違 う し,

それ に関 係 して,世 代 も違 っ てい る。 つ ま り,生 きた 時 代 背 景,考 え方 を

規 制 す る もの,が 違 う。

だ か ら,現 実 に 「利 用 」 が あっ て もそ れ を私 は必 要 を感 じな い か らほ と

ん ど意 識 して い な い の か も しれ な い し,氏 は そ れ こそ が この 言 い 方 の 本 質

で あ る と して論 を進 め な けれ ばな らな か った ・ と考 え る こ とが で き る。

氏 の ま とめ方 ・ 論 の展 開 の しか た と私 の そ れ とが 違 った 主 な原 因 の一 つ

と して,氏 が思 考 と言 語 の関 係 に お い て 「利 用 して 表現 す る」 とい うあ り

方 に注 目 して い た か らで あ ろ うとい う例 で あ る。

2ユ 日本語 の ヒ ダを さ ぐ る一 心 情 表 現 の優 越 一

思 考 を基 軸 に言 語 との関 係 を三通 り見 て来 た の で あ るが,そ の1と3と

は直 接 にせ よ,間 接 にせ よ・ 言 語 と開係 ・ しか も緊 密 な 関係 を もっ とい う

もの で あ っ た。

こ こで は・ 逆 に 目本 語 を い くつ か の点 か ら取 り上 げ な が ら,そ こか ら何

が引 き出 せ るか を通 じて,思 考 との 関係 に近 づ い て い くこ とに し よ う。

どん な形 で はい って い くか とい え ば,日 本 語 が外 界 の 事物 と対 応 して い

る よ うな もの か らで は な く,言 っ て み れ ば 日本 語 の ひ だ の よ うな もの,そ

れ ら を さ ぐる こ とか ら して い くこ とが有 効 な の で は な い か と考 え る。

つ ま 窮 「ひ だ』 と は平 面 的 な意 味 を表 わ す の で は な く,時 間 的 空 問 的

な思 惟 の過 程 を含 んで い る の意 とな る。

た とえ ば,私 達 が ほ とん ど意識 せ ず に使 っ て い る 日本 語 に つ い て,外 国

人 学 生 に教 え るた めに あ る語 の使 い方 に つ い て い くつ か の場 合 に分 け て 考

え て い く と,時 と して,意 識 の表 面 に は全 くな か っ た よ うな も の が結 論 と

して帰 納 され て くるの に驚 くこ とが あ る。

先 述 の ス ミマ セ ン とゴ メ ンナ サイ も一 例 だ が ・ふ だ ん使 い方 に っ い て 全

く意 識 は して いな い もの め,と っ さ の場 合 に そ の湯 に応 じた一 つ の 語 が ロ

をっ いて 出 て くる とい うこ とは,意 識 して い な い だ け で あ っ て,内 省 して
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いけ ば そ の違 い に到 達 で き るこ とを意 味 す る。

外 界 に,言 語 に対 応 す る事 物 が存 在 して い る場 合 な どは とも か く・ 意 識

して い な い言 い 方 ・言 葉 に つ い て使 い方 を説 明 す る段 に な る と,そ の無 意

識 の 世界 が暗 く広 く横 た わ っ て い る よ うに思 われ る。 い く ら辞 書 を引 い て

も普通 の 国語 辞 典 は言 い か え の語 が循 環 的 に 出 て くる のが オ チ だ か ら・ そ

の違 い を説 明 す る作 業 も強 い られ る結 果 に な る。

い わ ば 日本 語 の ヒダ の.ような も の,そ の複 雑 さ に気 付 い て ア然 とす る。

先 目の体 験 に こん な こ とが あ る。 タ レン トが司 会 者 のイ ン タ ビ ュ ー に答

える形 の テ レ ビ番 組 を見 終 っ た あ とで,一 人 の人 が

この タ レ ン トの話 に は 内容 が ない 。 「や っぱ り」 「や っ ぱ り」 ばか り言

っ て い て,_

と言 っ た。 実 際 は そ の も とに な っ た話 を出 す べ き だ が,実 は私 は この テ レ

ビを い い加 減 に見 て い て ・ こ の発 言 を聞 い て急 に考 え出 した の で・ そ れ 以

後考 え た こ とに つ い て述 べ る しか ない 。 が,一 例 を挙 げれ ば,テ レビ ドラ

マの 出演 と映 画 の場 合 と どち らが 面 白 い です か とい う類 の 問 が出 され て い

た。

ヤ ハ リ とか ヤ ッパ リな る語 は は じめ に 或 る考 え方 ・考 え た 内容 が あ り,

今,或 る事 態 に及 ん で考 え てみ 左結 果,そ の,は じめ にあ る考 え ・内 容 と

一 致 した とい うこ とで あ 窮 こ の語 の使 用 自体 は 「話 に内 容 が な い
」 ど結

論 づ け させ る直 接 の原 因 に な る に は少 し弱 い の で は ない か と思 われ る。

しか し,そ の人 に そ う思 わせ た の は,は じめ か ら自分 の 頭 の 中 に あ る こ

とか ら進展 せ ず,や は り同 じだ とい う頭 の働 き が そ の タ レ ン トか ら感 じ ら

れ た とい うこ とで あ り・ しか も それ が何 回 も続 い た た め にそ の タ レン.ト自

身 が そ の揚 で,或 る事 懇 の 中 で考 え た とい う独 自性,そ の 人 の そ の時 の意

見 と して の必 然 性 が な い とい うこ とが・「内容 の な さ」 とい う感 じを導 い た

もの と、思わ れ る。

もち ろ ん,こ う した揚 合 で も,は じめ に そ の人 の頭 の中 に あ る考 え方 自

体 が どん な も の で あ るか も夫 々 の場 合 に よ り異 な る し,ま た,そ の こ と と
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切 離 せ な い 関係 に あ る も の で あ ろ うが,ど う考 え て も そ の は じめ の考 え と.目

一 致 す る.とい うこ とは あ り う る。

しか し,と も か く,そ の,は じめ に頭 に あ っ た考 え方 自体 の内 容 性 と係

わ って の こ とだ が,思 考 の 飛 翔 面 の ネ ガテ ィ ヴ な あ り方 を表 現 し て い る語

と考 え られ ち。 また,3章 と関 連す る こ とで あ る が,感 清 の開 放 が な けれ

ば思 考 の飛 翔 もお こ りえ な い とい う一 面 も あ る。

今 だ った ら車 で行 くよ り歩 い て行 っ た方 が か え っ て早 い で す よ。

の よ うな 「か え っ て」 は辞 書 に 「逆 に」 とあ る が,た だ 「逆 に」 「反 対 に」

な の で はな く・ 普遍 一 般 の 考 え方 とか 価 値観 とか が一 方 に あ 窮 そ れ に反

す る揚 合 の 「逆 に 」 「反 対 にJの 意 で あ ろ う、

あ ん な,わ けの わ か ら な い人,放 って お きな さい 。

「てお く
」 は,上 の よ う な意 味 で 健 わ れ始 め た の が,今 多 く漢 わ れ るの

は,あ の将 来 の一 時 点 を頭 に お い て,そ のた め の準 備 を前 以 てす る の意 で

あ る。

あ の人 に電 話 を か け て お き ま した。

日本 語 に こ う した,時 問 につ い て,過 程 を含 み こん だ意 識 が 見 出 され る と

い うこ とで あ るD

この よ うに して 日本 語 の ひ だ を さ ぐっ て い くと,目目本 語 の場 合,思 考 ・

論 理 の中 に 心情 が一 緒 に こ め られ て未 分 化 の状 態 に な っ て い るも の が 多 い

こ とに気付 くD

即 ち,

財 布 をな くし て しま っ た

の よ うな 「て しま う」 には ・ 財 布 をな くした ・残 念 だ,と い う,事 実 と心

情 の両 方 の情 報 が一 つ に こ め られ て い る。

な ま じ手 を出 さな い方 が い い で す よ

「な ま じ」 につ い て は
,板 坂 氏が 「小 さな プ ラス が 大 きな マ イ ナ ス を導

くとい う論 理 」 とま とめ て い るが,そ れ だけ で な く,

しな い ほ うが い い の に,す る とよ.くな い
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とい う・ あ る行 為 をす る前 に,そ れ を見 る人 間 の ・ 多分 に感 情 と宋 分 化 な

価 値観 ・判 断 が入 っ て,や めた 方 が よい と し てい る考 え方 だ と思 う。.

ま た,

ど うに も恥 ず か し くて...

ど うに も困 っ た

な どは,

とて も恥 ず か し くて

とて も困 った

な ど と は違 う,心 理 の 曲折 が 窺 え る。 後 者 の副 詞 の よ うに単 に程 度 を表 わ

した も の で は な い前 者 の よ うな も のに な る と和 英 辞 典 の類 を捜 し て も項 目

す ら見 当 た らな い こ とに な る。

軽 く,大 ま か な推 量 を表 わ す の に使 わ れ る副 詞 「多 分 」 に対 し,「 恐 ら

くJの 方 は深 く考 え た結 果 とか 慎 重 な推 量 を表 わ す の に旋 わ れ る。

せ め て電 話 だ け で もか け て くれ れ ば よか った の に

の 「せ め て」 は 「不 十 分 で は あ るが,そ れ な りに で き る最高 の こ と と して 」

の意 で あ ろ うが・ こ の場 合,心 理 的 「不 十 分 」 意 識 か らこ の表 現 が成 立 し

た と い え る で あ ろ う。

こ うし た こ とに関 係 して,目71年 に土 居 健 郎 氏 の出 した 「甘 え の構 造 」5)

には,Culturalshockか ら 自分 の 日本 人 と し ての 心 理 に気 付 き,そ の 後

精神 分 析 医 と して の 氏 の立 場 か ら,甘 え概 念 が 患 者 の心 理 の 理 解 に極 め て

有用 で あ る と 確 信 す る よ う,にな っ た,と あ る。 日本 人 の そ の特 徴 は 「甘

え」 自体 が 日本 語 独 特 の 語 で あ り,ス ネ ル ・ヒガ ム ・ヒネ ク レル ・ウ ラ ム

な ど・ 甘 え た くて も甘 え られ な い心 理 な ど を表現 し た語 が 発 達 して い る こ

とに も明 らか で あ る とい う。

よ く・ フ ラ ン ス語 は論 理 的 で 日本 語 は 非 論 理 的 だ な ど とい う言 い方 も さ

れ る が,勿 論,論 理 とは何 か を厳 密 に規 定 して か らで な い と結 論的 に は 言

えな い こ と だが ・ この 言 い 方 は そ れ な りに は わ か るの で あ?て,日 本 語 に
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いわゆる論理だけでな く同時に心情がこめられていることがその一っの大

きなゆえんであろうし,こ れは日本語一 日本人の言語を特色づけるもの

として興味深い。

と言うのは,そ れが日本入の民族性に根 ざすと思われるからであ目る。

2・2日 本 人 性 の成 立

日本 人 の住 ん で い る 日本 列 島 の地 理 的 条 件 に 目を転 じてみ よ う。

従 来 これ に つ い て は モ ンス ー ン気 候 に 属 す る とい うこ と と農 耕 仕 会 で あ

る とい う こ とか ら 日本 人 の 国 民性 を論 じる こ とが多 くな され て き た 。

しか し,そ れ だけ で な く,特 に 日本 列 島 とい う とこ ろ に焦 点 をあ て て み

る と,イ ギ リス な ど と違 って,朝 鮮 半 島 と の 距 離 が,歴 史 の作 られ て き

た,航 海 技 術 の未 発 達 な時 代 に於 て,相 当 あ る・とい うこ と。 そ し て,海 流

の 関係 か ら吹 き だ ま り的 地 点1;あ る とい う こ とが注 目され ね ば な ら な い だ

ろ う。

こ うした 地 理 的 条 件 は 日本 を外 敵 の侵 入 を 受 けた こ との ない 国 に した 。

外 国か ら来 る人 問 は侵 略 を 目的 と して計 画 的 に大 量 に軍 事 力 を も っ て くる

の で は な く,そ うす る こ とは 不 可能 で あ っ て,'不 可抗 力 で漂 流 し て来 た者

の み で あ づ た。 そ し て,同 じ理 由 で,ま た,そ の入 問 達 は帰 っ て 行 くこ と

もで き なか っ た。

他 の土 地 か ら来 た 者 が武 力 で決 裁 して 支配 階級 と被 支 配 階級 と を作 り出

して い く とい うこ とを考 え る と,武 力叛 舌Lが起 りうる か ら支 配 の 永 続 化 は

不 可能 で あ り,"反 転 す る く らいな ら,支 配 をせ ず 略奪 して帰 った 方 が よい

とい うこ とに な る。 そ して,危 い時 に は 逃 げ る こ と を考 え る と,い っ も逃

げ られ るル ー トを確 保 してお くこ とが征 服 王 朝 作 りの条 件 と な る。

日本 列 島 の地 理 的 条 件 か ら,征 服 軍 が 来,ま た,王 朝 を作 る と い う こ と

は 不 可能 で あ っ た か ら・ 階 級 支 配 とい う政 治 文 化 の モ デ ル で 目本 社 会 に つ

い て考 え る こ は で き な い。

それ で は,と い うこ とに なれ ば,日 本 社 会 は高 い 文 化 を持 った 人 々が奉
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られ,押 し上 げ られ て で きた とい う購 造 に な るだ ろ う。

前者 の よ うな構 造 を基 礎 にす る政 治 文 化 で な され た の が ハ ー ドな支 配 と

みれ ば,後 者 の 場合 は ソフ トな支 配 とい うこ とに な る。

そ して ・ こ うした 形 で 異質 な も の が馴 化 され る とい う歴史 を辿 っ て きた

こ とが 日本 社 会 の特 性 と して あ げ られ るだ ろ うとい うわ けで あ る。 神 島一

郎 氏 が こ の よ うに説 く6〕と ころ は,こ うな る原 因 が あ っ て の,こ の経 過=

歴 史 で は あ るが,こ の歴 史 を通 っ て き た とい うこ とは重 く考 え られ ね ば な

らない。 必 然性 の強 力 な 固定 化 とい う意 味 に お い て で あ る。

中根 千 枝 氏 は 「タ テ社 会 の人 問 関係 」7)で,そ れ を決 定 す る重 要 な基 盤

と して 日本 入 の 単一 性 を強 調 す る が・ 神 島 氏 に よれ ぱ・ 純 粋 の単 一 社 会 で

は な く,馴 成 単一 社 会 だ とい うこ とが 目本 社 会 の特 性 で あ る。

この 目本 社 会 で は,日 本 入 の外 貌 の諸 種 類 が,外 国 に お け る,人 種 ・言

語 ・習 俗 の 諸種 類 を そ の ま ま示 す こ とに は な ら ない とい う こ とが あ るが,

文 化 の面 で も諸 種 の文 化 要 素 がす ぐに も変 貌 を とげ て 由来 は忘 却 され ると

.い うよ うに,翻 化 の規 制 が大 変 強 い。

そ し て,さ らに,ハ ー ドな政 治 文 化 を も っ た ヨー ロ ッパ 等 の社 会 は外 界

との間 の物 質 代 謝 に重 き がお か れ,従 っ て,個 体 の独 自性 が究 極 的 基礎 と

な って い る び,こ れ に比 べ,日 本 の よ うな ソ フ トな政 治 文 化 の社 会 は,人

問 が人 問 で あ る こ と,即 ち,人 問 を相 手 とし て い る こ とに よ って 成 立 して

い る社 会(っ ま り,精 神 代 謝 に重 き をお い た)で あ る,と い うこ と が あ る。

この よ うに神 島 弐 が説 く物 質 代 謝 ・精 神 代 謝 の いず れ に重 点 が お か れ て

い るか の違 いは,・ 日本 そ の もの の特 質 を浮 か ぴ 上 が らせ る よ りは,洋 の 東

西 の特 質 と して ま とめ られ る もの を物 語 っ て い る こ とに もな りそ うで あ る

が ・ と もか く以 上 で 目本 人 性 の成 立 とそ の 内 容 は,一 定 程 度 つ か め た とい

え よ う。

この よ うな 日本 社 会,そ して 日本 人 性 に お い ては,ち ょ う ど家 庭 外 よ り

家 庭 内 で個 人 的心 情 が吐 露 され る よ うに,心 情 を表現 した語 が 日本 語 に 多

く見 られ る とい うこ とに な り・ また シ 論 理 と心 情 が渾 然 とレ た言 語(ラ ン
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グ)が 生 み 出 され た とい.うこ とに な る で あ ろ う。

しか し,こ の こ とは外 界 の事 実 と言 語 とが 一 致 して い る とい うこ と を前

提 に した場 合 の言 い方 で あ る。 言語(ラ ン グ〉が 常 に外 昇 と一 致 して い るわ

け で は な く,ま た,外 界 の事 実 も常 に 言 語 に 反 映 ・表 現 され てい る とは 限

らな い。1.2で 見 た通 ウで あ る。

そ して・ この こ とか ら,だ か ら,目 本 語 に思 考 ・論 理 が反 映 ・表 現 され

て い な い とい う こ と も考 え'られ る の で あ る。

'

ト

3・ 言 語 と思 考 の 相 関 関 係

こ う した 外 界 の事 実 と,そ れ に基 づ く日本 語 に お け る心 情 表現 の優 越 は

思 考 との 関係 に お い て ど う と らえ られ る ぺ き か。

心 情 は,・言 語 の内 容 とい う意味 で思 考 な る語 を使 え ぱ広 義 の 思 考 に 属 す

る もの とも言 え るが,今,,こ こで の 「思 考 」 の慎 い 方 を決 め るこ とか ら始

め る こ とに しよ う。

思 考 とは 考 え た こ と ・結 果 で はな く,あ る,な ん らか の も とに な る も ㊨

に 基 づ き,そ れ をレ、か に 考 え てい くか,の 過 程 で あ る。 こ うした動 的 な と

らえ 方 を表 わ す の に,」,Dewoyの`re批ctivethought7δ}と い う語 は適

当 で あ ろ う。

固 定 的 ・静 態的 な もの で は な く,時 問 を含 む 過 程 的 あ り方 を し てい る も

の と と らえ られ る。

だ か ら,出 発 は 心 情 で も 主 観 で も あ る概 念 で も イ メ ー ジ で も何 で も よ

い。 そ こ か ら出発 して,ど う エe且ectし,考 え て い くか,そ の こ とが 思 考

の実 体 ・本 質 で あ る と考 え る。

そ の よ うな形 で心 情 と い うもの は 思 考 に 係 わ っ てい る。 別 物 だ と して 切

る こ とは で き な い。 過程 に お い て 躍 動 的 な形 を と らな い 思 考 に お い て な

ら・ そ こ にお け る・ 出 発 点 と じて の心 情 の 占 め る比 重 はい きお い 大 き い も

の とな る だ ろ う。

民 族 性 が思 考 との間 に一 定 の関係 をも つ ゆ え ん で あ る。
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しか し・、そ の よ うに思 考 とい うもの をみ て くる と・ 日本 語 に多 く見 られ

る心 情 表 現 とい うもの が,言 語 的 に 単語 レベ ル か らの 解 釈 で あ った こ とに

気 付 く。 も し,思 考 を,時 間 を含 む 過程 的 な もの と して と らえ るな ら,そ

の各 一 次 的結 果 を知 る こ とが で き るの は言 譜 に お い て は 文 ・文 章 の レベ ル

に おい て で あ る。

文 の レベ ル で

私 は み な さん に 日本 語 を教 え るわ け です 。

あ の こ ろは よ く新 宿 へ 行 っ た もの だ。

な ど,心 情 表現 も重 な り,か っ 思考 過程 を も表 わ して い る とい う もの もあ

る。

単語 レベ ル に お い て も,先 に ヒダ とい う言 い方 を した よ うに,特 に副 詞

に,多 く,他 の単 語 ・文 と違 っ て い ろ い ろ な心 的 過 程 が含 ま れ て い る とい

うもの もあ る。 が,一 般 的 に は む しろ,文 の有 機 的 集 積 と して の文 章 の 中

に思考 の過 程 を見 出す こ とが で き る と言 うべ き だ ろ う。 た だ,そ れ も,今

述 べ た よ うな単 語 ・文 か ら発 展 した も の だか らi文 章 もそ の連 続 の 中 で と

らえね ば な らな い。 思 考 の飛 翔 ・躍 動 力 が文 章 の発 展 する レベ ル で強 い も

の であれ ば,そ れ だ け思 考 は深 くあ らわれ うる だ ろ う。

そ の結 果 と して は,1'・2で 見 て き た よ うな,単 語 レベ ル で思 考 内容 が表

現 され て い な い も の も,文 章 の レベル ま で くれ ば お の ず か ら現 われ る とい

え る。

こ こで,M.Merleau=Pontyが

思 惟 は稲 妻 の よ うに走 る。 しか し,そ れ を 自分 の も の とす る の は言 語

に よっ て で あ る9)。

と説 い た,思 考 に お け る言 語 の働 き を考 え合 わせ ね ば な らな い。

言語 は思 考 を表 現 す る た め の も の だけ でな く,は っ き り した形 を と らな

い思考 を定 着 化 させ ・ そ の一 応 の表 現 を も とに して・ ま た罵 考 が進 む とい

う形 で 両者 が係 わ り合 っ て い る こ とが注 意 され ね ば な らな い。 そ し て,こ

の意 味 で の0のAとBの 差異 が考 え られ る必 要 が あ るだ ろ う.
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こ うし た 関係 と して の言 語 と思 考 を考 え る と,そ れ ぞれ,出 発 点 で は だ

いぶ 離 れ て別 物 で あ りな が らも,両 者 の高 次 の レペル で は別 物 とは見 が た

い く らい密 接 に係 わ り合 って きて い る と見 るべ き で あ る。

思 考 を過 程 的 に と らえ る な ら,言 語 は文 章 レベル で考 え られ て い く必 要

が あ る。 こ こ に お い て は じめ て言 語 と思 考 の 関 係 が問 題 に され るべ き で あ

り,し か も,こ こ は,国 に よ り言 語 が異 な る か ら思 考 も異 な る とい う よ う

な段 階 を の り こえ た地 点 で あ って,こ こで は む しろ,思 考 とい うホ モ ・サ

ピ エ ンス の特 有 す る も の とい うユ ニ バ ー サ ル な も の が前 面 に据 え て考 え ら

れ る こ とが妥 当 で あ ろ う。72・7・18

あ とが き

結 論 部 に.直接 係 わ る こ とで はな い が,言 語 の レベ ル を語 ・来 ・文章 と分

け,し か も,そ こに 匿成 の槻 念 を あ て は め て い た た め,そ の点 で若 干 混 乱

した 感 が あ る。 こ の辺 につ い ての疑 問 か ら発 して模 索 し始 め た ころ,「 『考

え る』 とそ こ に お け る言 語 」(早 大 語 研10周 年 記念 論 文集,73,3)を 書 い

た 。 これ は全 面 的 に本 稿 に続 く論 攻 な の で,御 参 照 願 えれ ば幸 い で あ る・

一 り氏 がr岡 目八 目Jと 題 す 講演 中で 述 べ た もの を要 約 。 な お,r目 本 人 の再 発

具 」(72.1L弘 文 堂)に 収 録 が あ る。

吉 田禎 吾 氏 『外 国語 を学 ぶ こと1;よ っ て 得 られ る もの`「 英語 教 育 」'72・5

ジ ョイ ス ・C・ リプ ラ ワ2,5,9毎 目新 聞

'71・8講 談 社 現 代 新 書

弘 文 堂197L2

注1の セ ミナ ー に おい て,神 島 一 郎 氏 よ り 「日本 社 会 の 特性 」 の セ ク シ 三 ン

で指 導 を受 け た(注1参 照)。 「文 明 の 考 現 学 」(7L12,東 京 大 学 出版 会 〉 に もそ

の一 部 は詳 しい 。

8)』HowWeThink,D,,CHeath&Cbり1910p.2

9〉`Ph6nom6nologiedelape【c6ption'Paτ1s,Galimard,1945,p,2071)1972年6月大 学 共 同 セ ミナ ー 「目本 人 の 再 発 見 」で 同 志 社 大 学 オ ー テ ス ・ケ注2)3)4)5)6)7)講談 社1967・2
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