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　　新 旧 情 報 を あ ら わ す 助 詞 の 獲 得

　　　　　　　： 日 ・韓 両 言 語 の 比 較

　　 ○ 田原 僥 司　　　　　　　　朴媛 淑 　　　　　　　　伊 藤 武 彦

（東 京 大 学 教 育 学 研…究科 ） 〈東 京 大 学教 育学 研究科 〉 （和 光 大学 人 文 学 部 ）

　　 外国人 日本 藉 掌 習 者が 、しば しば 習 得 困 難 で あ る と訴

え る文 法 項 目 の 1つ に 助 詞ハ とガ の 問 題 が あ る。しか し、
朝 鮮 語 《以 下 麓 国藷 と表 記 ）を母 語 とす る者 は 日 本 語 の 助

詞 ハ と ガの 使 い 分 け を容 易 に 学 習 す る こ とが 日本 語 教 育 界

で知 られ て い る。こ れ 嚢購 国 藷 に主 題 助 詞 同 uo レノmm と主
格 助 詞一iノ 君a力辱 在し、日本 語 の ハ とガ ‘こ対 応 し嫻 法 を

持 っ て い るた め で あ る と考 え られ る。構 文論 的に み ると、
輜 国語 言 語 学で も a − mm に は 主 題 と対 照 、−ifga に は 主

格 と総 記 〈排 他 〉の それ ぞれ 機 能 が あ り、日 本 語 の ハ と ガ

と共 通 する 使 い 分 け の 構 造 が あ る こ とが 指 摘 され て い る く

洪 、1993）。
　　

一方 、日本 藷 の 助 詞 ハ と ガ を 文 と文 の 関 係 、す な わ ち

談 話 とい う観 点 か らみ る と L ぺ ま旧 情 報 を L ガ は 新情報 を
あ らわ す こ と が指摘 され て い る。田 原 ・伊 藤 （1兜 5）は 先

行 文 脈 にi基づ い て 物 語 を伝 達 す る課 題 尋こお い て 、ハ とガ の

談 謡 機 能 の 出 現 ・完 成 の 段 階 と して 3 つ の 段 階 を設 定す る
こ とが で き る こ と を明 らか に す る と と もに 、新 一旧情 報 の

概 念 と初 出 嗣 既 出 の 概 念 は異 な る概 念で あり、ハ ・
ガは そ

れ ぞれ 既 出 ・初 出 で は な く 旧 ・新 情 報 の 標 識 で あ る こ と を
示 唆 した。こ こ で 、旧情報 とは 「聞 き手 の 意 識 にす で に 導

入 され て い る と話 し手 に仮 定 され て い る 情 報 」 、新 情 報 と
は 「発 話 の 時点 で樹 き手 の 意 識 に ＃ 在 しな い と話 し手 に 仮
定 され て お り L こ の 時 点 で話 し手 が 導 入 しよ うと 計 画 して

い る情 報 」 で あ る。しか し、韓 匡i 附 mm と
一i／ga に

この よ うな新 1日情報 に基 づ く使 い 分 けが あ るか ど うか に っ

い ては 、その 存 在が 碗 かめ られ て い な い 。
　　本研究の 旨的 は 、田原 ・槭 （19ES）の 実 験 と 同

一
の

方 法 を韓 国 人 の 被 験 者 に 対 して 麗国 人 実 験 者 が 韓 国 語 を用
い る こ とに よ っ て 、鱸 に 新 旧 情 報 に 基づ く

一
  ／  と

一Vga の 使 い 分 け が あ るか ど うか、も しあ る とす れ ば そ の 使
い 分 け の パ ター

ン は 日本 語 の ハ と ガ と 比 較 して どの 様 な 特
徴 を持 つ の か 、さ らに 使 い 分 け が い つ 頃 出 現 し ど の 様な 習
得過 程 を経 て 獲 得 され て い くの か を明 らか に す る こ とで あ

る。

　　 　　 　 　　 　 　　 　 ／ 方 法 ／

　　幽 ：麓 国 語を母語 とす る ソ ウル 及 び ソ ウ ル 近 郊 の

4，5，6．8．10．銘 ．14．大 学 生 の 8 群 で L 各 群 10名 、言慱
0名 。　 緇 ： F  ．1に示 す 4 枚 の 絵カ ード （a ），（b｝，（c

）．（d）の よ うに 、（a ），（b》で は そ れ ぞ れ 異な る動 物 力咽 娼 こ

行 為を L．．（c ）で は （a ）．（b）の どち らか 片 方 の 動 物 が他 方 の
動 物 に 行 為 を し、（d ）で は （c ＞で 行 為 を受 け た 動 物 が 行 為 を
す る と い うよ う に 設 定 され た 4 枚 で 1 組 の 絵 カー

ド を 1課
題 と して 3 課 題 。その 他 の 実験 材料 として 、コ ア ラの 人 形 、
お も ちW の 電 話 機 2 台 、つ い た て 、電 線 。壬纏 ぎ ：

”
　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　い ま
か ら紙 芝 居 を見 せ ま す の で 、ぬ い ぐ るみ の 人 形 に そ の 謡 を
教 えて あ げ て 下 さい ．た だ し、つ い た て を あ なた と人 形 の

聞 に立 て て しま い ます か ら、ぬ い ぐる み の 人 形 は 絵 を見 る
こ とが で きな くな っ て しま い ます ．です か ら、電 話 で 話 を
教 え て あげ て 下 さ い 。

”
とい う教 示 を す る。実 験 者の 被 指

示 物 の 揩 さ しの 順 番 は 、（a ）、（b）．（c ｝．（d ）の 順 に 行 い 、（a ）
．（b）で は それ ぞ れ の 動 物 を、（c ｝で は 行為 の 主 休 とな る動 物
を．（d）で は （c ）で 行 為 を受 け た 動 物 を指 さす 。な お 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （b｝に
対 す る披 験 者 の 言 及 が 終 っ た と き、実 駛 者は （c ）の 披指 示 物
を指 さす前 に ．

”
　（（c ｝の 行為 主 ）が 、 （（c ）で彳〒為 を受 け

る動 物 〉 を見 つ け ました
”

とい うナ レー
シ ョ ン を い れ る。

こ の ナ レーシ ョ ン は 、田原 ・伊 藤 （1985）が 日本 譜 に お い て
ハ と ガ の 談話 機 能 の 発 達 を 調 査 す る 際 、（b ｝か ら （C ）へ の 移
行をス ム ーズ にす る た め に用 い た もの で あ りL 本 実 験 で も
こ の 方 法 に 従 っ た 。な お 、以 上の 教示

・
　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　ナ レーシ ョ ン は 韓
国 語 成 人 母 藷 諸 に よ る 自然 な韓 国 語で 軒 わ れ ．T や s を
強謁 す る こ と は な か っ た 。

　　　　　　　　　　／ 結 果 と 擦 ／

　　本 研 究の 課 題 は 1 、2 枚 目の 絵カ ード （それ ぞれ （a ），
（b｝の カード）は被 指 示 物 で あ る動物が 初 出 の もの L3 、4
枚 目の 絵 カード （それ ぞ れ （c ）．  の 絵 カ ード 〉 は被 指 示 物
が 既出 の もの に な っ て い る。
　　Ftg．鰯ま初出の 披 指 示 物 を、　F  ．3は 既 出の 被 指 示物 を
言及 す る とき の 助 調 一

剛   似 下 T ） と 一i／ga ｛似 下
S ＞の 使 用率 を示 した もの で あ る。被指 示 物 を 言 及 す る際、
T と S 以 外の 助 謌 は 用 い られ なか r ）た 。F  ．2 よ り、初 出の

被 指 示 物 を言 及 す る の に使 用 され る 助 詞 は 、5 歳群 を を除
くと S の 選 択 ＄ bSig5．鳴 以上 で あ っ た。5 歳 群 が 90，魄 と 他
の 群 と比 べ て 若 干 低 い の は 助 詞防 省 略 が 見 られ た た め で あ
りL5 歳 群 の 助 詞 の 省 略 率 は6．鴨 で あ っ た 、こ の よ うな省

　 　 　 　 　 　 Table 　1

課 題 に お け る助瞬 の 使 用 パ ターン
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Fig・・1・　 本課 題で 使 用 さ れ た 絵 カ ードの 一
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％　ρ
　一

　

ハ「．ノ

」
）

ρ
つ

〔．》∠

106
％1

50

聾国 語

只） り　 12　 tL＋ 〆1d誠

Age

F 主g ．2 補 二 〇 祷 罫 i切 言 気 こ 朗 さ編 咽 s 、L の 使 殊

＊ s ；i！9 己 、　t
．
eun ／neun

ヒ 辷ゑ 」 ＿ ⊥ 一 ＿ ⊥ 一 ＿

456

輯田 語

8 ！0　 12　 i4　遥σ欧

O）冖
ソ

酒

F19 ．3 既 出 ¢ ）被 」旨示 物 の 言 及 に僕 琢 され る 肘 罰 s ・し り 便 唱 室

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 ＊ 　s　・ilga ，　　t　： eun 〆neun

略 は 4 歳 群 に お い て も1．鴨 の 省 略率 力聰 め られ た が 、4 、
5 歳 群 以 外 の 年 齢 群 で

’
は 見 い だ さ れ な か っ た 。初 出 の 破 指

示 物 に 対 して T は ほ とん ど使 用 され ず ．い ず れ の 群 の 使 用
率 も 5．魄 以 下 で

．
あ っ た。これ に対 して 、Fig ．3に示 す よ うに、

既 出の 披 指 示 物 を言 及 す るの に 使 用 され るT と S の 分 布 で

は 年 齢 聞 に 差 が 見 ら れ た 。す な わ ち L4 〜6 歳 群 で は 既 出

の 破指 示 物 を言 及 す るの に 使 用 され る助 詞は ほ とん ど S で

あ りT は 用 い ら れ な い こ と 、T の 使 用 率は 8 、　 K慮 群 で増

大 し、12tgl群 で縁 S をあ ま り用 い ず T の 使 用 が 圧 倒 的 に な

る こ と、しか し、14歳 以 降 で せ T の 使 用 率 が 落 ち 込 み ．大

人で は 被 指 示 物 の 言 及 に S の 使用がT の 使用を上回 る こ と

が わ か っ た 。
　　 日本 認 に お い て 本 実 験 と 同一

の 方 法 を採 用 して い る 田

原 ・伊藤 〈1985）は、ハ とガ の 首鬆 機 能 の 黼 裂階 と して ．
談 話 機 能 に 基 づ

’
い て ハ と ガ を 使 し汾 け る こ と の で き な い 未

獲 得 期 （就 学 前の 幼 児 ）、獲 得 期 （6 、12 歳 〉．言糒

臼旨に基 づ い て ハ と ガ を使 い 分 け る 完 成 期 （14 歳 以 降 ）の

3 つ 段 階 を 見 い だ した 。本 研 究 の 観 ま
一
eurVncun と

一i
／ga の 使 い 分 け に 同 様 の 発 達 過 程 が存 在 す る とい うこ とを示

す もの で ある。すなわち、韓国語 にお い て は、談話機能に

基 づ い て
一dWmm と

一i／ga を使 し吩 け な い 未 擾 得期 が 4
〜6 歳 で あ る の に 対 して ．両 助 詞 の 使 い 分 けの 進 む 獲 得 期

が 8 〜］磯 u そ して 、完成期が］£ 歳で あり、ほ ぼ 日本語の

そ れ ぞ れ の 段 階 の 獲 得 の 時 期 と対 応 して い る．た だ し、韓

国 語 母 語 話 者 に お い て 14歳 以 降 に な ぜ両 助 詞 の を使 し汾 け

の 割合 が 渺 した の カNま今 後の 検討 課 題 で あ る。
　 　 Table 　1 は 　1 〜4 枚 目 の 絵 カ ード の 破 指 示物 に そ れ ぞ

れ 言 及 して物 語 をつ くる際 、どの よ うな 助 詞 を用 い た か を

示 した もの で あ る 。1枚 目 （（a ））、2 枚 目 （（b））の 絵 カ
ードの 彼 指示 物 を言 及 す るの に S を、3 枚 目 （⊂c ）） 、4 枚

B く（d）） を言 及 す るの に T を使 用 した とす れ ば 、
”

（a ）（b
）（c ）（d）

”
の 順 番 に

”
SSTT

”
パ タ

ー
ン と な る 。Talコle

1 よ り、4 〜6 歳 で
’lrk披 指 示 物 力渤 出 、既 出 に か か わ らず

主 に S を用 い 、
”

SSSS
”

パ ター
ン が 大 多数 を 占め て い

る こ とが 明 か で あ る。こ れ に対 して 、12〜14歳群 では 被 指
示 物 の 初 出 、既 出 の 弁別 に 基 づ く

”
SSTT

”
パ タ ーン の

割 合が 増 加 して い る。こ の
”

SSTT
”

パ ターン は 5 歳 群

で 出 現 し］2 歳 群 まで 増 加 す る が 、14歳 群 以降 で は 減 少 に 転

じる。また 、5 歳〜大 人 群 に は
”
SSST

”
の パ ターン も

認 め られ 、特 に 大 入で は
”

SSST
”

パ ター
ン の 数 が

”
S

STT
”

の それ を上 回 っ て い る。以 上 の 3 パ ターン 以 外 に

も、
”

SSTS
”
．
”STST ”

、
”STTT ”

な どの パ

ターン が見 い だされ た が 、そ の 割 合は わ ず か で あ っ た 。
　 　 こ こ で注 目す べ きパ ターン は

”SSST ”
パ ターン で

あ る。こ の パ ター
ンは 言 及す べ き既 出の 被 拇 示物 が二 つ あ

るの に 、そ の うち最初 に言及 した もの （3 枚 目の 絵カード

の 彳〒為 主 ）に は
一
exVrem を用 い な い とい う もの で あ る。

しか も、こ の パ ターン は 8 歳 以降 高 い 割 合 で見 られ 、特 に

大 人で は
”

SSSS
”

パ ター
ン を 除 き最 も多 い パ ター

ン と

な っ て い る。こ の 結 凝は 、主題助調 一
entmm 、主格助詞

一i／ga が それ ぞれ 既 出、初 出 の 標 識 で は な い こ とを示 して

い る 。し か し L 同 時 に 、8 歳 以 降 大 人 を 除 き
”

SSST
”

よ り も
”

SSTT
”

の パ ターン の 方 が 多 い こ とか ら、既 出

の 披指 示 物 に 対 して は 主題 助 詞 を用 い る傾 向 が高 い こ と も

否 定 で きな い ．こ の 栢反 す る事 実 に対 す る 1 つ の 説 明 は、
新一1副膏報 の 概 念 と 初 出一既 出 の 概 念 と の 差 異 と共通点に

基 づ く説 明 で あ る。
”

初 出一既 出
”

とは 贈 「け る発 話 の 申

に これ か ら言 及 し よ う とす る事 物 が あ るか 否 か で ．あ rレた

場 合に は 既 出 、な い 場 合 に は 初 出 に な るの に 対 して 、
”

新
一1日情 報

”
と は こ れか ら言 及 し よ う とす る 事物 が聞 き手 の

意 識 に す で に 導 入 さ れ て い る と 話 し 手 に 仮 定 され て い るか

否 か で 、話 し手 が 導λ され て い ると仮 定 して い れば 旧情 報 ．
仮 定して い な けれ ば新情報に な る。従 っ て 、これ か ら言 及

しよ う とす る事 物 が 既 出 で あ っ て も、話 し手 が 聞 き手 の 意

識に 、まだ その 凖物が導入 されて い ない と仮飽す れば新情
報 に な る。本 実 験 で の

”SSST ”
パ ター

ン の 反 応 は L ま

さに 3 枚 目 の 絵 カ ードの 既 出情 報 を新 情 報 と して 扱 っ た結

果 で あ る と考 え ら る。こ の 麓 国 語 の
”SSSTn に相 当す

るパ ター
ン は 日本語 （

”
ガ ガ ガ

’
1 丶
”

パ ター
ン ）に も 6 歳 以

降多 数み られ た ．
　 　 本 研 究 は 、談 話 機 能 に 基 づ く韓 国 聽 の 主 題 助 詞 と主 格

助 詞 が 既 出一初 出 では な く、新一IE精 報 に 基 づ い て 使 い 分

け られ て い る こ とを示 唆 す る もの で あ る。こ の こ とは 韓 国

語 の み な らず H本 語 に も見 い だ され て お りL こ の 点 で H ・

韓 両 言 語 の 主 題 と主 格 の 用 法 の 共通 陸が 指 摘 さ れ た 。

一213− ．
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