
日本語における表現 と意識

氏 家 洋 子

「衷わす表現
.1と 「現 われ る衰現4

意識 と言語

「単語
」 のもっ問題 点

1・ 「表 わ す表 現 」 と 「現 わ れ る表 現 」

5時 頃 迄 に届 け て下 さい。

とい う質本 文 を英 訳 しよ うとい う時,日 本 人 の 中 で生 活 し,日 本 語 に精 通

して い る英 入 が,

「頃 」 は無 視 して英 訳 した方 が よい 。 日本 入 は ふ つ う 「頃 」 と》・うの

で あ る。

と言 っ た1》。貝Pち,

Please{黙
r}itby5げc1・cヒ

で あ り,aboutは 不 必 要 だ とい う.ので あ る。

目本 語 を よ く知 っ てい る外 国人 だ か らこ そ の発 言 で あ ろ うが,

5時 迄 に 届 けて 下 さい ・

と

5時 頃 迄 に届 け て下 さい 。

を,我 々 日本 人 は ど う使 って い るの だ ろ うか 。

た しか に,「 迄 に」 とい うよ り 「頃迄 に」 とい うこ との方 が 多 い と思 わ

れ る、 しか し,5時 過 ぎ で は都合 が 悪 い とい う揚 合 には 「迄 に」 とは っ き

P言 うの で は な い か 。 あ るい は 「必 ず」 な ど とい う語 を併 せ て使 うか も し

工)J・EFeagan氏 。73年 度 早 大語 研 日本 語 研 修 「翻 訳 」 ク ラ ス に て。
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れ ない。

そ して,と い う こ とは,両 者 の違 い を実 は は っ き り意識 して い る とい う

こ とで あ り,だ か らこ そ,「 迄 に」 の直 接 性 を避 け て 「項 迄 に」 とい う碗

曲 表現 を使 って い る と言 え る。

この こ とは,常 に 日本 語 が あい まい だ と され て い る こ とを,「 表 現 」 を

ど うと らえ るか とい う地 点 か ら見 た 時・ 興 味深 い 問題 を提 出 して い る と言

え る。

日本 語 は表 現 が あ い まい だ。

とい う言 い 方 は,実 は極 め て あい まい な言 い 方 で あ る。

それ は 「表 現 」 とい う語 に一 つ の原 因 が あ る と言 え る。 「日本 語Jと 言

っ た時,そ れ は 「日本 入 の表 現 」 とイ コー ル と も言 え る。 が,一 方 で,言

わ ばテ クニ ッ ク と して の 「表 現 」 とい うもの も考 え られ る。 前 者 は,言 お

う とす る こ と(心 に あ る こ と)が 表 に現 わ れ る とい うこ と で,

現 わ れ る表 現

後 者 は,逆 に,さ.ま ざま の表 わ し方 の 中か ら選 び取 っ てす る とい う

表 わす 表 現

と して 区別 して み よ う?

私 が 「5時 頃 迄 に」 で述 べ た こ と は,日 本 語 の 「表 わ す表 現 」 が娩 曲 的

だ とい うこ とに な る 。 なぜ な ら,日 本 人 は こ こで 二 つ の 表 わ し方 を持 ち,

そ の違 い を 知 っ て い るか ら こそ,ふ つ う,「 頃 迄 に」 を選 び取 っ てV.・る と

見 るべ き で あ ろ うか ら。

この こ とは,同 時 に い くつ か の こ とを語 っ て い る と言 え る。

よ く言 わ れ る,日 本 語 に あい ま い表 現 が 多 い とい うこ と と日本 入 の考 え

方 の特 性 と を結 び つ け る行 き方 に対 し,そ れ をr現 われ る(現 わ れ た〉表 現 」

と取 るな ら,確 か に,考 え方 が あい ま い だ か ら,そ れ が,使 う言 語 に も現

われ る とい うこ とが可 能 で あ る。だ が,先 に見 た よ うに 「表 わ す表 現 」 「選

び取 りの表 現 」 と見 る な ら,そ れ且 自か ら》 考 え方 の 直 接 反 映 とい うこ と

には な らな い。

「表現 」 とい う一 語 に
,こ れ らを ゴ ッチ ャ に込 め て使 っ て い る,従 っ て,
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区別 して考 え て い ない とい う実状 が あ りは しない か。

ま た,或 る韓 国(国 名 は大 方 の国 の 人 自身 の 呼称 に こ こ で は従 う)人 学 生

力、ら次 の よ うな意 見 カミ出 た 。

目本 人(学 生)は 一 緒 に お茶 を飲 も う と誘 お う とす る時,ま ず 「お 暇 で

す かJと 言 い,「 は い」 と答 え る と,「 じ ゃ,お 茶 で も… … 」 と言 う。

な ぜ,は じめ か ら,「 お茶 を飲 み ませ ん か」 と誘 わ な い の カ〉。

とい うの で あ る。 勿 論,日 本 人 が いつ もこ の よ うな誘 い方 をす るわ け で は

ない が,こ こ には 或 る種 の人 間(日 本 人 ～)の特 性 が現 わ れ て い る と思 わ れ

る。

親 し くして,相 手 と気 心 が通 じ合 っ て い る 關係 な らい ざ知 らず,そ れ ほ

どの仲 で ない 場 合,第 一 に,は じめ か ら本 意(お 茶 を飲 も う と誘 う〉を言 っ

て しま っ て,断 わ られ た ら具 合 が悪 い、 しか し,ワ ン ・ク ッ シ ョン 置 い

て,暇 か と聞 き,目 暇 で な い と言 われ れ ぱ,「 大 変 です ね 」 位 の こ と を言 っ

て シ 自分 の意 思一 一 明 らさま に告 げ てい れ ぱ 結 果 と して断 わ られ た で あ ろ

うそ れ 一 を言 わ ず に済 ん だ とい うこ とに な る。

その よ うな経 験,及 び,そ の経 験 に対 して 持 っ た 気 持 とい う 積重 ね で ・

ふ つ うワ ン ・ク ッ シ ョ ン置 い た言 い方 をす る よ うに な る.

ま た,第2に,逆 に 自分 が誘 わ れ る側 で あ る場 合,直 接,お 茶 を飲 も う

とか,少 し話 そ う と言 わ れ た ら,そ の 時 実 は忙 しい とか,あ る い は話 した

くな い とか で断 わ りた い と思 っ て も ち ょっ と断 わ りに く くな る 。 そ うい う

こ とが あ っ て,誘 わ れ る側 の 時 もワ ン ク ッ シ ョン置 い た誘 い方 の 方 が 有 難

い と感 じ る。

こ うした こ とか ら,「 暇 です か」 に始 ま る誘 い の形 を使 うこ とに な る。

ふ だん そ れ ほ ど意 識 して いな か っ た こ とで あ る が,そ の学 生 の指 摘 を受

け て,10数 人 の 各 国 学 生 と 話合 い な が ら出 した 結 論 は 以 上 の よ うに な っ

た。 こ の,私 の感 じ方 に全 く一 致 した 人 は そ の 中 に1人 い た が,そ の人 は

父親 が 目系2世,母 親 が 日本 人 とい うア メ リカ 国 籍 ・育 ち の女 性 だ った 。

一 番
,学 生 が わ か りに くい と言 っ たの は,断 わ りに くい とい うこ とにつ

い てで あっ た 。 自分 が 忙 しけれ ぱ 断 わ る の は 当然 だ とい う意 見 が 強 か っ
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た。主にそれは韓国,台 湾の男子学生 から出ている・

断わったら相手が気を悪 くするのではないかとい う懸念,つ まり,人 の

気をそこねたくないとい う気持,そ れがわからないとい う。それは,自 分

の都合が悪い時ははっきり断わるから,相 手が断わっても都合 が悪いなら

当然だと考えるはずで,こ こにおいては 確かに成 り立たないことであろ

う。

向じクラスの欧米系 の女性は,「 もし暇なら飲みませんかJと 誘 うと言

う。 これは,先 述した直接誘 うのと問接の揚合 との中間に属す と言える

が,断 わられた場合 を気使 う恐れの有無 という点では,問 接的誘い方 とは

一線を画 して1ハるq

日本入が全て上述したような感受性 をもち,他 国人がそれと違 うという

ようなことは勿論ないが,少 なくとも日本人が直桜表現を避けるとか椀曲

表現を選ぶとかという場合は,上 のような感受性とか意識に基づいてのこ

とと見ることができる。

しかし,だ からと言 って,そ れをへんに拡大した り,逆 も成立つなどと

'してはならないはずだ。

表現 と考 え方,こ とば と感 じ方 とい っ た 問題 に つ い て考 え る 時,そ の表

現 ・こ とば とい う もの を ど うい う レベ ル で 考 え るの か に よっ て,感 じ方 ・

考 え方 に関 して言 え る奥 行 き も大 体 決 ま って くる。

大 ま か に言 えば,語 → 文 → 文 章 の順 で,そ の 奥 行 き ・深 さ は大 とな る

が,語 と一 口に言 って も,文 相 当 の レベ ル の もの が あ る こ とに も注 意 を払

う必 要 が あろ う・ 文相 当 とは,あ る判 断 ・認 識 を表 わ してい る とい うこ と

で あ り,・そ れ に相 当 しない,単 に文 の一 部 をなす 単語 を,感 じ方 ・考 え方

との関 係 にお いて 同一 に扱 い,考 え る こ とは で き ない 。

少 な く と も,か な り広 い意 味 で の共 時 と い うこ とを考 え て,そ れ にお い

て,つ ま り,共 時 的 に,そ う言 わ ざる を得 な い。

今挙 げた誘 い方 の 例 な どは 言語 ・表 現 形 態 と して,か な りま とま っ た思

考 部 分 を示 して い る。 単 に,習 慣 と して の言 い方 だ と して ・共 時論 か らそ
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の言い方の問題 を切離すことはできない。

'そして,は じめに表現について 「表わす」 と 「現われる」 とを問題 にし

たが,も しこの術語を侯iうなら,更 に意味を深めて,思 考とい う高次のレ

ベルを表わすものについて 「表わす」 としンそれ以前のいわゆる単語レベ

ルのものについて 「現われる」と区別することができる。むしろ,こ のよ

うな方向づけの中で両者を分けて使 う方が,表 現主体の意図の有無で分け

ることに伴 う困難から救われそうである。意図と言ったが,も う少 し幅 を

広げて意思とすれば,そ れによって作 られる主体的表現を動的思考 として

の 「考える」 を表わしたものとしてみていこうとい うわけである。 この

「考える」 には思考過程の始まる所に確 と位置する 「感 じる」 をも含むプ

ロセスの全体を代表させたいと考えている。

荒 木 博 之 氏 「日本 人 の行 動 様 式1》」 は板 坂 元 氏 「日本 人 の 論 理構 造21」 と

一 部
,同 じ語 彙 を と りあ げ,そ の 点 に 関 し ては 論 旨 も大 蕩 の と こ ろ一 致 し

て い る も の だ が,こ こ で は次 の よ うな 問 題 を取 上 げ てみ たい 。

こ の た び転 勤 す る こ とにな りま して … …

の方 魁

こ の た び転 勤 します の で

とい う言 吟方 よ り目「喜 ぱ れ るの は」

つ ま ジ 日本 人 の行 動 が 自然 発 生 志 向 的,「 な る」 の 論理 志 向的 で あ る

か らに ほ カ》な らな い 。

と して い る.こ の 「『な る』 の論 理 志 向的 」 とは

自己 が放 棄 され,否 定 され て し ま っ て い る

とい うこ とで あ り,

転 勤 す る主 体 は あ くま で 自 己で あ る に も か か わ らず,自 我 は小 さ く挿

圧 され て,転 勤 す る とい う行 為 を木 に果 実 ボ な る ご と く自然 発 生 的 に

と らえ よ う とす る態 度 であ る。

とあ る。 これ を

1)荒 木博 之P日 本人 の行動様弍』講 談祉73,5.

2)板 壕 元P目 本入 の論理構造』講談社7L8.
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先 生 が あ す 羽 田 をお 立 ち に な る

先 生 が あす 羽 田 を た たれ る

な ど と一 緒 に して

日本 人 の行動 の 規 範 とし てあ る集 団 論 理 性

ま た。

日本 人 の行 動 の属 性 と して あ る他律 性

が 言語 に色 濃 く投 影 した例 と して い る。

言語 学 が い くつ か の理 由 か ら脚 光 を浴 び て い る今 日,他 の学 問 分 野 か ら

そ こに お け る言 語 との 関連 が言 わ れ る こ と も多 くな っ た 。 言 語 とい うもの

自体,人 問 の学 の基 本 に お い て顧 み られ ね ば な らな い もの だ か ら,そ の傾

向 自体 は理 由 の如 何 に か か わ らず 歓 迎 した い とこ ろ で あ る。

しか し・ 安 易 な関 係 づ け が そ こ で な され た ら・ そ れ は どの よ うな形 か ら

で あ る にせ よ,言 語 に つ い て考 え て い こ う とす る者 か らの発 言 が必 要 に な

る 。 そ う した意 味 にお い て,こ こ で い くつ か の こ と を言 わ ね ば な らない だ

ろ う。

「な る」 とか 「(ら)れ るJと か は ま ず 第 一 に単語 な い しは それ を構 成 す

る部 分 とい う レベ ル に属 す る。 そ れ は現 共 時 態 以 前 の 共 時 態 に お1ハて は或

る思 考 の ま とま りを反 映 し た もの で あ っ たか も しれ な い 。 し か し,そ れ を

現 共 蒋 態 にお い て 論 ず る 時,同 一 に論 じ て よい もの で あ ろ うかQ

た しか に・ 「単 語 」 と分 類 され て い る もの の 中 に も・ 実 は 或 る・ か な り

の思 考 の ま と ま りを表 わ して い る も のが あ る と現 共 時 論 的 に も言 え る も の

か あ る。 だ が ・ そ れ は 文 論 的 視 点 か ら照 射 す る とは っ き ワ浮 か び上 が っ て

くる のだ 力弐,現 象 的 に は 単語 の形 を取 りな が ら,実 は叙 述 と深 く係 わP合

っ た もの の 一群 で あ る。 そ れ に つ い て は3章 で少 し触 れ る こ と に な る と、悪

うが,こ こ で問題 に して い る 「な る」 「(ら)れ る」 等 を,そ うした,単 語

の 中 で も特殊 な もの,と して扱 う こ とは で き な い。

そ して,こ れ らは,我 々 が 自分 の意 思 ・感 情 等 を表 わ す時 に 「現 わ れ る

表 現 」 に区分 され る もの と言 わ ね ば な らな い。 そ れ は 現 共 時 態 にお い て,

表 現 しよ う とす る時 こ れ を言 語 上 の材 と して使 わ な けれ ば ほ とん ど ど うに
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もな らな い もの であ る。

彼 は大 人 に な っ た。

さいふ を盗 まれ たD

な どに お け る 「な る」 「(ら)れ る」 を使 わず に 同一 の こ と を表 現 す る こ と

は ほ と ん ど無 理 な の で は な い だろ うか 。

ま た,そ うで は な くて,

a転 勤 す るの で

b転 勤 す る こ と にな ったの で

の違 い につ い て考 え て い る の だ と言 うこ とか も しれ な い が,こ の違 い に っ

い て考 え る こ とが問 題 を一 段 せ り上 げ る こ と に な る とは思 え な い 。aが 意

志 的言 い方 でbが そ うで ない とい う違 い は確 か に あ る が,そ れ はaとb

とを直 接 ひ き く らべ て の こ とであ 塑,bの 言 い方 を した か ら表 現 主 体 の 心

の 態度 に意 志 性 が な い とい う もっ てい き方 は 当 を得 て い な い の で は ない だ

ろ うか 。 「転 勤 す る」 とい うこ とに決 ま った,そ の よ うな事 態 に な った と

い う面 とか あ り方 と か が 注 目され れ ばbの 言 い方 が と られ るの で は な い

か 。全 く同 じ様 相(そ の事 懇 へ の視 点 を含 めて)を 表 わす こ とが で き て,そ

の 上 に 意志 性 の 有 無 とい う違 い で二 つ の言 い方 が あ る とい う場 合 な ら,荒

木 氏 の 結 論 に賛 成 し た い が,aとbと で は表 現 主体 の注 目の 仕 方 ・方 向

が異 な って い る と見 る こ とがで き る わ け で あ る。

性 急 な断 定 は避 け た い が,現 共 時態 以前 の 或 る共 時態 に お い て な ら,荒

木 氏 の指 摘 す る よ うな こ とが あ るい は 言 え るか も しれ な い 。 しか し,そ れ

を現 共 時 態 に お い 亡 も同様 に扱 お うとす る な ら,そ れ は 「現 われ る表 現 」

と して我 々 の前 に あ り,選 び取 る余 地 が 今 の 我 々 には な い の だ と い うべ き

で は な い か。2章 末 で触 れ る,こ とば の 世 界 の 論理 の範 疇 に入 る問 題 で あ

る。

「自然 発 生 的 に と らえ よ う とす る態 度 」 とい う言 い方 に は
,極 め て意 図

的 な,言 わ ば 「表 わ す 表現 」 として の選 び取 りが そ こ に あ る とい う見 方 が

窺 え る。 か つ て は 確 か に選 び取 りが あ っ た か も しれ な い。 と言 う こ と は,

現 共 時 態 に於 て もや は り密 接 な係 わ りの あ る こ とで は あ る の だ。 だ が・ と
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同 時に,そ こに 時 問 の 流 れ が あ る とい う こ とは こ とば が そ の 使 用 の 歴 史 に

た え て き た とい うこ とで も あ る。 そ の よ う に して 在 る 「今 」 に於 い て,そ

の ことば の 捷 用 の始 源 時 と 同様 に 「表 わ す 表 現 」 と見 る こ とは 当 を得 な

いo

以上の見方は,そ の前に記 した,視 点が違 う,単 語 として在るという見

方から大幅に譲歩 して,成 り立つ と思われることを考えたことである。

荒木氏の目本人の行動に関する結論自体に異議を唱えるものでは全 くな

いがンそれをことぱと結びっけて進めた所に疑問を感じたわけである。こ

とぱの論理 と事実の論理はそのように簡単に結びつけられる目ものではない

と私の立場からは言わざるを得ない。

2、 意 識 と 言 語

いっ の 頃 か ら,そ の 声 が 大 き くな っ目て き た の で あ ろ うか 。 「私 達 は こ と

ば で もの を考 えて い る」一 一 と。

おか し な こ と に,こ とば に つ い て も,「 考 え る」 とい うこ とに つ い て も,

何 の規 定 もせ ず に話 し合 う中 で さ え,も し,上1こ 挙 げ た よ うな言 い方 に反

す るこ と を言 っ た ら,そ れ は ゴー ゴー た る非難 を浴 び る こ とに な る。 そ ん

な ムー ドが私 達 の問 に は あ るo

そ の言 い方 は,し か し,い っ の揚 合 に も唯 一 絶 対 の結 論 な の で あ ろ う

か 。 も し》 違!う と した ら・ ど の よ うに違 うの か 。 私 は 私 の 立 揚 か らそ の 周

辺 に存 す る問 題 に つ い て考 え る所 を展 開 してみ た い。 そ の辺 が 明 らか に さ

れ るこ とな く して,無 規 定 的 に,上 の言 い方 に反 す る と決 裁 さ れ る とい う

の は,ま さに考 え方 の絶 対 主 義 とで も言 うべ き も の で あ る か ら。

まず,言 語 とか思 考 とか とい う もの を定 義 す る前 に,ご く大 ま か に,一

般 的 な両 者 の 関係 とい っ た よ うな もの か ら考 え て み よ う。 我 々 が他 の入 の

考 え てい る 内 容 を知 るの は,或 る 揚 合 に は そ の人 の こ とば を 通 して で あ

り,ま た 》 或 る場 合 に は そ の 人 の 態度 ・行 動 等 に よっ て で あ る 。 この よ う

に,こ とば とは一 っ に,明 らか に或 る表 現 の形 態 とい う面 を持 って い る と

い うこ と が で き る だ ろ う。
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心 余 りて こ とば足 らず とい う文 句 もあ る よ うに,こ とぱ とは,し か し,

そ の 表 現 にお い て も,表 現 し よ う とす る内 容,そ して,そ の 内容 を意 識 す

る心 との 関 係 に お い て,常 に そ の機 能 を十 分 に発 揮 で き る とは 限 らな い 。

こ の言 い 方 の 中 に,轟 に私 は この 稿 で 述 べ よ う とす る言 語 につ い て,そ

の規 定 を して い る こ とに な る。

そ れ は・ 言 語 を 「考 え る」 こ と と の関 連 にお い で と らえ よ うとす る立 揚

で あ る、 「考 え る」 と した の は,「,思 考 」 とい う語 が 「思 考 され た結 果 と し

て存 る もの」 を も含 む,と 言 うよ りは,主 に そ れ を指 して い る,つ ま り・

形 と して静 態 的 で あ るの に対 し,生 成 的 な,過 程 そ の も の にそ の本 質 を見

る とい う所 か ら・ 特 に 区別 して選 ん だ わ けで あ る%こ れ を も う少 し詳 し

く言 え ば,感 覚 ・知 覚 に始 ま り,次 々 に考 え,考 え を進 め て い く過 程 とい

う こ とに な る だ ろ う。

そ して,そ の時,そ こ で こ とば が ど う係 わ っ て い るか が 当面 の私 の テ ー

マ で あ る。

と ころ で,先 に私 は 「豪 現 しよ う とす る内容,そ して,そ れ を意 識 す る

心 との 関 係 に お い て」 こ とば は表 現 の機 能 を十 分 に発 揮 で き る とは 限 ら な

い と言 った,r考 え る」 を生 成 的 に と らえ る時,そ の下 限 に は感 覚 ・.知覚

が入 るで あ ろ うが,そ れ よ りもっ と 「考 え る」 そ の もの に近 い所 に あ るの

が,「 意 識 」 で あ る。

人 問 は こ とば で もの を考 え て い る とい う言 い 方 を支 え て い る と思 わ れ る

も の の一 つ に,例 え ぱ,日 本 人 は 日本 語 で もの を考 え て い る とい う言 い 方

が あ る。 この 表現 は い ろ い ろ な レベ ル で 使 わ れ 得 る もの と思 われ るが,こ

の 言 い 方 を成 立 させ る もの の一 つ に,実 は 考 え 方 そ の もの よ 鈎 広 く文 化

的 基 盤 一 一 風 習 ・宗 教 』伝 統等 の違 い が 混 同 され て い るの で は な い か とい

う恐 れ を一 っ に私 は 持 つ ので あ る。 そ れ は 「考 え る」 とい うダ イ ナ ミ ッ ク

な作 用 に お い て,ま るで 切 り離 して は い け ない もの だ が,知 覚 ・意 識 等 の

レベ ル ま で で係 わ っ てい る とい う制 約 を さ らに見 落 して は な らな い で あ ろ

うP

1)拙 稿 「『考 える』 とそ こにおける言語」F早 大 語研十周年記 念論集』73.3.
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そ こで,大 局 的 に は以 上 述 べ た よ うな観 点 に立 って,こ こで 意 識 と言 語

と の関 係 につ い て考 え て み たい と思 う。

意識 と言 うか らに 鵠 何 物 か 鋳 あ っ て,そ れ に っ い て の 意 識 とい うこ と

に な る。 こ の何 物 か をま ず,広 義 に 「外 界 」 とし てみ よ う。 言 語 で も意 識

で もな く,人 問 の まわ りに あ って,人 間 に影 響 し,ま た,人 問 と係 わ り合

う もの で あ る。

外 界 ・意 識 ・言 語 とい う三 者 を た て て考 え てみ る と,ま ず,外 界 に或 る

物 が存 在 し,そ れ 故,意 識 にそ れ が映 る,意 識 され る とい うも の を

Ai外 界i-i意 離

と して み よ う。 同様 に,外 界 に或 る物 が存 在 す る が,そ れ が意 識 に上 っ て

い ない とい う場 合 に つ い て は,

al外 界1→(意 識)

と し,「 意 識 」 に括 弧 をつ け て図 示 す る。

同 様 に

B固 界旨 億調 引 言訓

そ して7

bi外 則 → 億 訓 一(語)

とい うこ とが考 え られ る。

「外界 」 な る語 は広 義 的 な使 い 方 で あ り,例 えば,或 る心 情 の よ うな も

の も,意 識 に映 る もの と して,外 界 と して い るわ け で あ る。 従 っ て,

1!1(外 界)→1意 識II

と い う組 合 せ は考 え られ な い。

そ して,こ の矢 印 は時 間 性 を含 む か ら,1が 考 え られ な い以 上,

m桝 界)→i意 識i一 旨 語i

も考 え られ ない とい う こ とに な るa

そ こ で,Aは 必 ずBかbと な り,bの 揚 合,及 びaの 場 合 は言 語 表 現
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の現出を見ない ということになる。

抽象論 をもてあそぽうとい う意図によるのではなく,.例えぱ,世 界 のさ

まざまな社会で,い ずれ も生物学的 ヒトが社会的人間になるような過程 を

経 なが ら今 目の社会ができてきているわけだか ら,人 問の中に支配 ・被支

配等による序列が各社会にできあがっているとい うことがある。恐 らく現

在の地球上のどの大分された社会にも或 る種の序列が多かれ少なかれ ある

といってよいだろう。そ こで,そ れは,ま ず

i外捌 →

とな る。 こ れ がAで あ る揚 合 もあ り,aで あ る社 会 も あ るだ ろ う。Aで あ

る な ら,Bかbか の いず れ か にな る。

勿論,矢 印 の関 係 が逆 方 向 を向 く揚 合 も考 え られ る の だ が,そ の 場 合

は,例 え ば

x憶 載 一…言語i

とい うこ とは,言 語 が い わ 頃 る言 語 表 現 とい う こ とで は な く,意 識 と の開

係 に お い て 「外 界 」 とな っ て い る とみ て よ い だ ろ う。

ま た,

Y!外 界i引 意識;

とい うよ うな場 合 に つ い て は,意 識 が外 界 を よ く見 させ る とい う こ と で あ

り,し ば しば あ る こ とだ が,以 上 二 っ の場 合 の い ずれ に して も,逆 向 きの

矢 印 の 関係 は二 次 的 な もの と見 ざ る を得 な い。 そ う した位 置 づ け ・制 約 を

こ こで確 認 して お くこ と にす る。

そ うなる と・ こ こ で話 を先 程 の所 へ 続 け て・ 例 え ぱ 日本 語 に い わ ゆ る敬

語 が発 達 し て い る こ とを ど う解釈 す るか とい う揚 合,日 本 人 が(広 義 の)序

列 意 識 が強 い(必 然 性 あ っ て の こ とだ が と もか く静 態 的 な 言 い 方 をす れ ば

こ うな る だ ろ う)か らと い うのは一 応 当 って い る と言 え る の だ が,こ れ を

逆 に 「序 列 意 識 が強 い と敬 語 が発 達 す る」 とす る と,Bの 形 のみ を頭 にお

き,bの よ うな あ り方 の存 在 を否 定 す る とい うこ とに な っ て しま う。
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中国 ・イ ン ドど の社 会 で も序 列 意 識 が強 い とは 中根 千 枝 氏 も説 く所 で あ

るD。 しか し,こ こ で,日 本 ・朝 鮮 ・チベ ッ トな ど の各 言 語 にお け る場 合

と違 っ て 敬 語 の 発 達 が見 られ ない とい うこ とは,B・bに 於 て,特 に,.

億劃 一…誇i

のみの考え方では片手落ちで,

意 識,→(言 語)

の よ うな あ り方 も考 えね ぱ な らな い とい うこ とだ 。

この こ とは と りも直 さず ジ意 識 と言藷 とを同 一 視 す る 誤 蓼を指 摘 してい

る こ とにな る。 そ れ は,言 語 に は 言 語 の世 界 ・論理 が あ る とい う 乙 とで は

な いだ ろ うか 。 そ れ は,外 界 の,つ ま り,事 実 の世 界 ・論 理 とは別 に あ る

とい う こ とで あ り,こ の辺 が混 同 され て い る,ま た,そ の こ との た め にい

ろ いろ の不 都 合 が生 じて い る,と い う こ とで は ない だ ろ うか。

ところ で ・上 述 した よ うな見 方 の位 置 を タ りは っ き りさせ る た め に・ 次

の よ うな見 解 を挙 げて み よ う。 そ れ は

存 在 → 意 識 → 言 語.

が 主要 な規 定 関 係 と して図 示 され,

言 語 → 意 識 → 存 在

が 副次 的 な規 定 関係 と され て い る見 方2)で あ る が,こ れ を上 述 の もの と比

ぺ てみ る と,「 存 在 」 と 「外 界 」 とい う名 称 の違 い は と も か く,意 識 が言 語

を規定 し,存 在 が 意 識 を規定 す る とい うよ うに各 部 分 をお さ え・ 最 後 に ・

三 者 の規 定 関 係 をス ト レー トに結 びつ け て い る。 こ こに あ っ て は 甲 が乙 を

規 定 す る場 合 と し な い場 合 とい うよ うな考 え右 は され て お らず,甲 は 乙 を

規 定す る とい う論 じ方 で あ る。

副次 的 規 定 関係 の内 の 「言 語 → 意 識 」 の部 分 に 関 し ては 「人 問 は 自己

の 言語 を とお して もの を み る」 と言 わ れ て い る 所 に 現 わ れ て い る と言 う・

こ のrみ る」 がr考 え る」 の 出発 点 と して位 置 づ け られ る もの な の か は 定

1)中 根 干校 「タテ 社 会 の 人 問 関 係」 講 談 社F67・2・

2〉 湯 川 恭 敏 「『主 語`に 関 す る考察 」B言 語研 究 』51,67・3・
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か で ないP

3,「 単 讃4の もつ 問 題 点

2章 の終 りの方 で,言 語 と,外 界 ・事 実 の世界 ま た は論理 は別 の もの だ

と言 っ た。 しか し,そ れ を た だ別 物 だ と し て全 く切 り離 して考 え よ う とい

うの で は な く,関 連 づ け が そ こに 可 能 な らそ れ は どの よ うな形 に お い て な

の か が明 らか に され ね ば な らない と、里 う。

こ とば の側 か ら思 考 の実 態 を探 ろ う とす る時,お のず か ら在 る制 約 とい

うも の に も思 い を致 し て も らいた い。 或 る こ とば の群 か ら,.そ の こ とぱ を

使 う社 会 に,そ の語 で表 現 され る心情 とか 思考 とか が存 す る とい う こ とは

言 え る が,そ れ を逆 に,そ う した語 が な けれ ば,そ の語 に よ っ て表 現 され

る内 容 とな る,心 情 と か思 考 とか が存 しない とい う言 い 方 を した ら誤 謬 に

陥 る こ とに な るだ ろ う。

2章 に挙 げ た敬語 の例 は必 ず し も序 列 意 識 と結 び つ け な くて もよ い とい

うこ とが現 在 的 には言 え る か もしれ な い。 が,色 彩 の表 現 に して も 目本 人

が 緑 を ア オ と言 っ て き た か ら と言 っ て,青 と識 別 が で き な か っ た とい う こ

とで は ない 。言 語 的 な表 わ し方 が違 うとい う こ とで あ る。 そ し て,或 る言

語 に は そ の言語 の体 系 が で き てい る の だか ら,そ の一部 分 を引 っ ぱ っ て き

て 他 の一 部 分 と比 べ る とい うや り方 は本 来 避 け るべ き も ので あ る。 そ の よ

う な地 点 で言 われ る こ とは部 分同 士 の比 べ合 い な が ら,必 ず 一 方 を下 敷 に

し て,そ の基 準 に合 うか否 か で物 を言 って い る。

こ う した問題 にっ い て・ よ り言 語学 的 レベ ル では 次 の よ うな こ とが言 え

る の で は な いか 。 そ れ は先 に 「考 え る」 に つ い て そ の本 質 を過 程 的 な とこ

ろ に見 る か らこそ こ の語 を使 った とし た こ と に関係 す る のだ が,こ れ を文

法 の単 位 とされ てい る,単 語 ・文 ・文 章 とい う もの と 関 連 させ て み る と,

よ り深 ま る 「考 え る」 に対 応 す る もの は1単 語 ・文 を越 えて文 章 の レベ ル

に向 か う所 なの で は な い か とい う こ とで あ る,

2章 にお け るB・bの 違 い,言 語 の形 と して現 出 す るか否 か の違 い と し

て 示 した も のが一 体 ど こで そ ラ判 定 され る か は,主 に単 語 の レベ ル に ょ っ
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て いる。 と言 うの は 「言 語 」 が主 に ラ ング的 意 味 に お い て現 状 で は一 般 的

に 取 り扱 われ て い る か ら とい うこ とで もあ り,目ま た,そ の こ と と も関連 す

る が,我 々 の観 察 の対 象 と して,単 語 とい う もの は 実 に手 っ取 り早 い,言

わ 鶴 物 理 的 で さ え あ る とい うこ とが あ る か らだ。 そ して,文,更 に は,

文 章 とい う レベ ル に あっ て は な お さ らの こ と,ス タイ ル(文 体)と い う問題

の され方 は あ るが,こ の言 語 社 会 に は こ う した 文 章 が あ る とい うこ とが 内

面 的 な もの を含 み こん で 言 わ れ るほ どの 抽 象 化 は進 め られ て い な い だ ろ

う。 フ ォル マ リズ ム な どに お い て試 み られ て は い る がD。

言語 学 的 にそ の辺 にア プ ・一 チ す るた め には 接 続 詞 ・指 示 代 名詞 等 を手

が か りにす る こ とが 考 え られ るが,こ の 稿 で は,ま だそ こへ行 く前 に横 た

わ って い るい くつ か の 問題 を片 付 け る こ と を試 み よ う。

2章 にお け る図 示 は,「 意 識 」 が 「考 え る」 に於 て 一 定 の 価 値 づ け しか

も たな い こ と と相 侯 って,生 成 的 な 「考 え る」 に於 て は瞬 間 的 な静 態 化 の

意 味 しか ない とい うこ と を言 って お か ね ば な らな い。 そ し て ン 「考 え る」

の 過 程 性 ・力 動 性 に見 合 うもの と し て,単 語 の 上 に文 ・文 章 とい うレベ ル

が あ る と一 応 は考 え られ るG

例 え ば,目 本 語 社 会 に し か ない と言 わ れ る よ うな表 現 も,他 の言 語 社 会

へ も っ てい っ て説 明す る こ とがで き ない わ け で は な い。 日本 語 で は一 語 に

凝 縮 して表 現 され,ま た,そ れ に僅 っ て入 が 自分 の 言 わ ん とす る こ とに利

用 して い る とい うこ とで あ っ て も,他 の言 語 社 会 で は 多 くの語 を用 い,文

に して,時 に文 章 に直 して,そ の国 の語 で説 明 す る こ とが 可能 な わ け で あ

る 。 そ して,人 は そ の こ とに よ っ て必 ず 内容 を理 解 す る。説 明 に よ っ て も

ワ カ ラナ イ とい う揚 合 が あ る とす る な ら,そ れ は風 習 等 に よ る,そ の 内容

の 前提 とな る もの に対 す る解 釈 に原 因 が あ る。

この こ とは英 語社 会 で 日本 語 を長 年 教 えて い る 板 坂 元 氏 の述 べ る所2)と

も一致 して い る し,ま た,大 出晃 氏 が 「目本 語 と論理3〕」 で説 く所 に も通

i)V・ シ ク・ フ ス キー 『散 文 の 理 論 』(水 野 忠 夫 訳)せ りか書 房7L6,

2)P・71注2に 同 じ。

3)大 出 晃 『日本 語 と論 理`講 談社65・4・
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じる。

そ れ で は,あ る語 が一 つ の単語 の形 を とっ て い る とい う こ と の意 味 は 何

なの か。 先 に私 は そ の 説 明 に凝縮 とい う語 を使 っ た。 だ が,例 え ば物 を書

く為 の台 に 「机 」 とい う名 が つ け られ て い る とい うよ うな場 合 ・ つ ま り・

外 界 界 に物 理 的 に存 在 す る も のに っ い た 名 称 の よ うな場 合 と,或 る認 識 と

か心 情 の表 現,

○ さす が文 学 者 です ね 。 表 現 の仕 方 が違 う。

○ ど うに もこ の暑 さはや りきれ ませ ん。.

の よ うな場 合 とで は大 分 趣 を異 にす る。 凝 縮 とい う言 い方 は後 者 の よ うな

揚 合 に適 当 で あ ろ う。

「考 え る」(こ の稿 で は広 義 で使 っ て い るの で あ るが)と い う方 か ら こ と

ば に っ い て考 え て い くと,単 語 とされ る もの の 中 に,こ うした,言 っ て み

れ ぱ 文 に当 た る認 識 ・心 情 等 が籠 め られ て い る こ とに気 付 い て ・ これ ら を

特 立 させ る必 要 を感 じた の で ある。

しか し,「 単 語 」 と され てい る もの の 内 実 を見 て,そ れ を分 類 し よ う と

い う 目的 で は な い 。 あ くま で も 「考 え る」 につ い て考 察 し,そ の 「考 え

る」 の 方 か らこ とば を見 て い こ う とい うの で あ り,そ の 一 環 と し て,単 語

と ざれ てい る もの の 中 に も文 相 当 の レベ ル の もの が あ 窮 そ の特 質 は 或 る

過 程 を含 ん でい る とい うこ とにあ るの で は ない か と見 る。

73.7.21

〈後 書 き 〉73年 度 公 開 講 座 で は,こ の稿 に後 続 す る もの と し て 「含 過

程 構 造 」 の一 部 につ い て話 した。 こ の概 念 は生 成 中 で あ っ た た め,更 に 発

展 させ て別 の稿 に併 せ て ま とめ る こ とに し,本 稿 は標 題 に直 接 該 当 す る も

の の み で ま とめ た。
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