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0 . はじめに

日本人 が 英語を学ぶ 際特に 難し い と 感 じ る も の

は た く さ ん あ る が , なぜ そ れ ら が難し い か に つ い

て は き ち ん と 説明 が な さ れ て い な い こ と が 多 い ｡

本小論は そ の 中 の 1 つ で あ る(現在) 完 了形 を 取 り

上げ ,
い く つ か の 観点か ら そ の 原 因 の

一 端を探る

こ と を 目的 と し て い る
｡

ま ず､ 近年出版 さ れ た 大 き な英文法書 の い く っ

か に お け る 時制 の 取り扱 い を概 観す る こ と に よ っ

て
､ 英語時制鈴の ポ イ ン ト を整理 し, そ れ を 基 に

日本語の 時制と の 比較を試 み る ｡ さ ら に そ の 上 で
､

日本の 英語教育に お け る時制(特に 現在完 了形) の

扱い 方 か ら ど の よ うな問題点 が 見 え て く る か を 論

じ る こ と に し た い
｡

I . 時制論

こ こ で 取 り 上 げ る の は , C el c e
- M u r c i a 良 L a r s e n -

F r e e n a n(1 9 8 3) ,
I) e c l e r k(1 9 9 1) ､

H u dd l e s t o n &

P u1 1 u 皿(2 0 0 2) の 3 つ の 英文法書 の 時制論 で あ る ｡

以後 ､ 言及 を簡単 に
､

す る た め に そ れ ぞ れ をM & F

(1 9 8 3) ､
D C K(1 9 9 1) ､

H& P(2 0 0 2) と表記す る
｡

M& F

(198 3) は
､

そ の 副題
"

Am ES L/E F L T e a c h e r
-

s C o u r s e
"

が 示 す よ う に
､ 英語 を 外国語と し て 教 え る 教師用

に書か れ た も の で あ り ､ 複雑な 言語事象 を で き る

だ け簡単な 基 本的原B,
rJ

l

( 規則) で 説 明 し よ う と し て

お り
､ 英文法 の 全体像 を 理解す る た め の 最初 の

一

歩と し て 大変役 に 立 つ も の で あ る ｡ D C K (1 9 9 1) は
,

著者自身が 英語の 母 国語話者 で な い た め
､

そ れ が

幸 い し て ､ 英語を 母国語と す る 英文法家た ち が 見

過 ご し て し ま い が ちな点 に ま で 思慮が 行き届 い て

お り ､ 英文法 を考え る 上 で 参考 に な る 点 が 多 い
｡

特に 時制論 に 関す る部分 は 充実 し て お り
､ 時制 の

問題が複雑 で なお か つ 非常 に 興味深 い 分野 で あ る

こ と を 感 じ さ せ て くれ る
o

H& P (2 0 0 2) は ､ 英文法

の 金字塔 の 1 つ で あ るQ u i r k
,
e t al ∴(1 9 8 5) の 後推

書と 言 っ て 良 い も の で あ る が ､ 理論面あ る
L
V ､ は分

析方法等に お い て そ れ と は か なり異な る ア ブt 7 -

チ を採 っ て お り
, 言語資料 の 信頼性や豊富さ と 共

に ､ 今後 の 英文法研究の 基本的参考文献 の 1 つ に

な る も の で あ る ｡

1 . 1
.
時制 の 意味と形式

言語は , 意味 と そ れ を 表す形 式 の 対応の 集合体

と し て 成り立 っ て い る ｡ 時制 に 関し て 言 え ば､ そ

の 意味( あ る い は 働 き) に つ い て は
､ (I) に 引用 す る

よ う に ほ ぼ 一

定 の 合意 が 得 ら れ て い る ｡ ( 以下 ,

D CK (1 9 9 1) に つ い て は
､ 断 り が な い 限 り そ の 邦訳
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書 か ら 引用 す る ｡)

(1) a . T h e m e a ni n g o f t e n s e s e n t ai l s a l a n g u ag e-

s p e ci f i c w ay o f d e a li n g wi t h t
.
i m e a nd

t h e r el a t i o n s h ip o f e v e n t s a n d i n t e r l o c u-

t o r s t o t i m e . (M & F , p . 6 1)

b . 時 制 ( … 省略 … ) は 言語学上 の 概念 で あ

り ､ 状況 を 時間軸上 に位置 づ け る た め に

動詞 の と る 形 を さ す ｡ (DC K , p . 7 7)

c ･ T h e g e n e r al t e r m t e n s e ap pl i e s t o a

s y s t e 皿 W h e r e t h e b a s i c o r c h a r a c t e r i s t i c

Ⅲe a n l n g Of t h e t e r m s i s t o l o c a t e t h e

s i t u a t i o n
･

o r p a r t of i t
･

,

at s o m e p oi n t

o r p e r i od of t i m e . ( H& P , p . 1 1 6)

し か し な が ら ､
こ の

｢出来事や状況 を 時間軸 の

上 に 位置 づ け る｣ と い う基本的 な 働 き に つ い て は

合意 が あ っ て も ､ 具体的 に そ の 働 き の 中に ど の よ

う な 下位区分 を 認 め る か ､ と い う点 に な る と 文 法

家 た ち の 意見 は 分 か れ て く る ｡ そ し て ､ そ の 主 な

理 由 は
､ 時間軸 の 設定 の 仕方 に あ る と考 え ら れ る ｡

あ る 出来 事を 時 間軸上 に 位置 づ け る 場 合 ､

｢何

年 の 何 月何 日 の 何 時何分 に ｣ と い う よ う に
､ 時亥l]

を 細 か に 指定 す る こ と に よ っ て そ れ を行 う こ と も

不可能 で は な い が
､

あ る 基準時 を 設定 し た 上 で そ

れ と の 時間的(前後) 関係 に お い て 当該 の 出来事 を

時間軸 上 に 位置 づ け る ､ と い う方 が よ り 一 般的 で

あ ろ う ｡
こ の 設定 さ れ る 基準将 に

け
は 2 つ の 種類 が

あ り ､
1 つ は 発話 時､ も う 1 つ は ､ そ れ 以外 の 基

準時 で あ る ｡ 出来事 の 起 こ る(起 こ っ た) 時刻 を

T E (ti m e of e v e n t) ､ 発 話時 を T S (ti m e

.
o f

s p e e ch) ､ 発 話 時 以外 の 基 準 時 を T 0 (t i m e o f

o r i e n t a t i o n) と 呼 ぶ
■
こ と に す る と , 時制 の 意味 の

問題 と い う の は
､ 簡単 に 言 え ば

､
T E を T O や

T S と の 関連 で ど こ に 位置 づ け る か と い う だ け の

こ と に な る ｡ し か し ､ 実際 に は ､
- 時制 の 問題 は 非

常 に 複雑 な 様相 を 呈 し て い る
｡

そ の 原因 は
､ 先 に

述 べ た よ う に ､ 時間軸 の 設定 の 仕方 に 奉る
｡

つ ま

り
,

人間 は
､ 時間 を 1 つ の 大 き な 塊 と して 捉 え て

い る の で は な く ､ 過 去 , 現在 ､ 未来 の よ う に
､

い

く つ か
■

の よ り 小 さ な 塊 に 区切 っ て 認識 し て い る の

で あ る ｡ そ し て
､ 問題 は ､ 人 間 の 認知能力 の 問題

と し て 時 を ど の よ う に 認識 し分 け る こ と が で き る

か で は な く
､ 実際 の 言語使用 の 場面 に お い て ､ ど

の よ う な 時ゐ区分が 利用 さ れ て い る か
､ と い う こ

と で あ る ｡ 以下 ､ 先 の 3 つ の 文法書 の 時制論 を 基

に
､ 具体的 に 見 て み る こ と に す る ｡

I . 1 . 1 . M &F (1 9 8 3)

M& F (1 9 8 3) は ､ B ul l (1 9 6 0) が提案 し て い る ス ペ

イ ン 語 の 時制を 記述す る 枠組み を
､ 英語 の 時制 の

記述 に 応 用 し て い る
｡

こ の 枠組 み ( 以下 B ul l

F r a m e w o r k) の 特徴 は ,
. ま ず時 を 大 き く ｢

退 去時 ･

現在 時 ･ 未来時｣ に 分 け (以下 ､ 大 区分 と 呼 ぶ) ､

さ ら に そ れ ぞ れ の 時区分 の 中 に
｢
基本 前時

･

基本

時 ･ 基本後時｣ と い う下位 区分 を 設 け る こ と に あ

る
o

こ れ に よ り ､ 時 は概念上(意味上) 9 つ の 領域

に 区分 さ れ る
1

.
こ の 区分 は

一

見 ご く 自然 な も の

に 見 え る た め
,

M & F は ､
こ の 区分 は 万 国共 通 で あ

り
､

あ と は個別 言語 が そ れ ぞ れ の 意味区分 に 対 し

て ど の よ う な 言語形式 を 用意 し て い る か ､ と V ) う

問題 で あ る
､

と し
.

て い る
｡ 彼 ら に よ る と ､ 英語 は

(2) の よ う な形 式 を 用意 し て い る と い う ｡

(2) B u ll F r a Ⅲe w o r k に英語の 時制形式を当て は め た表

[基本前時] [基本時] [基本後時]

【過去嘩】 過去完了形 単純過去形 (単純過去形)

【現在時】 現在完了形 単純現在形 現在未来形

【未来時】 未来完了形 単純未来形 ( 単純未来形)

単純未来形 と し て wi l l/ b e g o i n g t o
､ 現 在未来

形(f u td r e o f t h e p r e s e n t) と し て b e g o i n g t o が ､

そ れ ぞ れ 挙 げ ら れ て い る
｡

ま た
､ 過去時 の 基本後

時 と 未来時 の 基本後時 は ､ そ れ 専用 の 言語形 式 を

持 た ず､
そ れ ぞ れ の 時間領域 の 基本時 を 表 す 言語

形 式 を 兼用 す る ､ と し て い る
｡ (例 文 に つ い て は

M & F(p . 6 7) を参照 o) 従 っ て ､ 英語 の 時制体 系 で は
､

9 つ の 意味 を 7 つ の 言語形式 で 表現仕分 け て い る

こ と に な る ｡

M
.
& F に よ れ ば

,
こ の 分析 の 最大 の メ リ ッ ト は ､

談話 を 構 成 す る 各文 の 時制 の 選択 上 の 問題 を ｢ 極

め て 簡単 に ｣ 説明 で き る こ と に あ る ｡ 例 え ば
､ (3)

の 2 つ の 例 を 比 べ て み る
｡ ( イ タ リ ッ ク 筆者)
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日本人 英語学習者 と英語時制体系習得の 困難点に つ い て

(3) a .
* I h a v e a sp l it t i n g h e ad a c h e t h a t I h ad

f o r
-
t w o h o u r s ; I t h )

I

n k I w l
'

l l t ak e a

c o up l e o f a sp l ri n t ab l e t s ･

b . I h a v e a s p l it t i n g h e a d a ch e t h a t I
I

v e

h a d f o r 2 h o u r s .
I t h )

I

n k I a m g o ) n g

r o t a k e a c o u p l e of a s p l r i n t a b l e t s ･

(3 . a) の イ タ リ ッ ク 体 の 時制が 表す 時の 大区分

を 見 る と ｢
現在 時 一 過去時

一

現在時 一 未来時(現在

時) ｣ と な っ て お り
､

こ れ だ け時間軸が 移動す る と
､

状況 が 大変掴み に く い こ と が分か る去 こ れ に 対 し

て (3 . b) は
､

全 て 現在時 に統 一

さ れ て お り ､ (3 ･ a)

に 比 べ 状況 が 頭 の 中に 入 っ て 来や す い
｡ 従 っ て ､

(4) の よう な 一

般的な制約 が存在す る と考え ら れ る
.

(4) 1 つ の ま と ま っ た 談話 に お い て は
, 連続す る

文の 時制が ､ 過去時 ･ 現在時 ･ 未来時 と い う時

の 大 区分 の 間を ､ 自由 に移動 し て は な ら な い
｡

(4)8まか な り大雑把 な 言 い 方 で あ り ､ 実用的 に は

も う少 し きちん と 述 べ る 必要 が あ る ｡ ま た ､

｢自

由 に移動 し て は な ら な い ｣ と い う表現 は ､

｢ あ る条

件が 満 た さ れ れ ば移動は 可能 で あ る｣ と い う含み

を持 っ て い る o (条件 に つ い て は
,

M &F (p p . 6 8̀- 6 9)

を参照 ｡)

最初 に述 べ た よ う に
､

M & F(1 9 8 3) は 英語教 師用

に書か れ た も の で あ り ､
し か も英文法 の 基本的 な

部分 を で き る だ け簡単 な( 一

般 的な) 原則 で 理解さ

せ る こ と を 主眼 と し て い る
｡

日本人英語学 習者 の

書 い た 英文を 母 国語話者に添肖Tl し て もらう時頻繁

に 訂正 さ れ る も の の 中 に
､

｢ 主語 の 揺れ(主題 の 不

統
一

性) ｣ と 共 に ｢
時制 の 揺れ ｣ が あ る と い う 実状

(日本 の あ る 国立大学で 英作文の 授業 を担当 し て

い る 2 人 の 英語母 国語話者 に 聞い た 話に よ る と
､

主語の 揺れ も 時制の 揺れ も 話 が あ っ ち こ っ ち に 飛

ぶ の で 読 ん で い て 頭 が グ ラ グ ラ す る
､

と い う こ と

で あ っ た) を考え る と
､ 時制を 教 え る 際 に は

､ (2)

の よ う に 時制 の 体 系 を 分 か り や す く 示 し た 上 で ､

｢
同 じ 時 の 大区分 の 中 で な ら 基本 前時

･ 基 本時 ･

基本後時 の 間 を 行 っ た り 来 た りす る こ と は構 わ な

い が
, 時 の 大区分 の 間 を 移動 す る と き は ､ そ れ が

分 か る よ う に き ち ん と.示 さ な け れ ば い け なv ､ ん だ

よ｣ と い う よ うな説明 を 加 え る こ と が ､ 学者者 の

痩解を大き く助け る よ う に 思われ る ｡

し か し ､ 時制体系 を 理解す る た め の 最初 の
一 歩

と し て は こ れ で も 十分 で あ る が ､ 英語 の 時制体系

は 実際は こ れ 以上 に 複雑 な様相 を 呈 し て い る
｡

こ

の
一 番簡単 な原則 で8

.
ま説明 し き れ な い 現象 が た く

さ ん あ る ｡

1 . 1 . 2 . D CK (19 9 1)

D CK (1 9 9 1) の 時制論 の 特徴 は , 時 の 区分 の 仕方

に あ る ｡ そ れ は
､

ま ず時を 大きく過去時領域 と 現

在 時領 域 に分け る
｡ 過 去時領域 は ｢ 完全 に 発話時

以前｣ で あり ､ 現在時領域 は ｢発話時 を含む 時間領

域｣ と定義 さ れ る ｡
こ の う ち ､ 現在時領域 は さ ら

に 現在前時 ･ 現在時
･

現在後 時 の 3 つ の 時間領域

に 下位区分きれ る
｡

こ れ を , 過 去 ･ 現在 ･ 未来と

い う時間領域 の 区分と 比 べ て み る と ､ 現在前時の

扱 い が 特徴的 で あ る こ と が分か る ｡

(4) 時 の 区分 の 比較 (概略図 , 下 がD CK の 区分)

過去時 現在時 未来時

退去時 現在前時 現在時 現在後時

過去時領域 現在時領域

D C K の 言う現在後時 は 未来時 と ほ ぼ同 じ な の で
､

現在 ･

. 過 去 ･ 未来 と 時空間を 3 分 す る考え 方 と 比

べ
､ 現在前時 だ け が 新 た に 独 立 の 地位を 与 え ら れ

て い る
｡

こ れ は ､ 発話時以前 に 生 じ た 状況 を 過去

の も の と捉え る 場合 と 現在 の も の と捉え る 場合 が

あ っ て ､ そ れ が 大 き な 意味 を持 つ と い う こ と を 示

し て い る と も言 え る ｡
そ し て

､
こ の よ う に 時間領

域 を 区分す る根拠 は ほ ぼ次 の
一

点 に絞ら れ る と 思

わ れ る ｡ す な わ ち ､

(5) 4 つ の 時間領域 の そ れ ぞ れ に お い て
, 出来事

(状況) を 基準時 に 結 び つ け る た め の そ の 領域独

自 の シ ス テ ム が 存在 す る ｡

出来事(状況) を 基準時 に 結び つ け る と い う こ と

は , そ の 出来事 の 生 じ た 時 と 基準時 の 間 の 時間的
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前後 関係 を 示 す こ と で あ り ､ 具体的 に は ｢基 準時

に 先行 す る(先 行性) ｣
｢
基準 時 と 同時 で あ る( 同時

性) ｣
｢基準時 に 後行す る(後行性) ｣ の 3 種類 の 指定

の 仕方 が あ る ｡
つ ま り

､ 退 去時 ･ 現在前時 ･ 現在

時 ･ 現在後時 の そ れ ぞ れ の 時間領域 に お い て ､
こ

の 3 種類 の 時間的前後 関係 の 指定 の 仕方 に
､ 領域

独自 の や り方 が 見 ら れ る
､

と い う こ と に な･ る ｡

D CK に よ れ ば
､ 特別な場合 を 除き ､ 全 て の 発話

は
､

そ れ が ど の 時間領域に 属す る 状況 を 述 べ た も

の か を
､ 示 し て い な け れ ばな ら な い

｡ そ し て そ れ

は
､

｢
基 準時｣ の 中で も た だ 1 つ 絶対 的基準 と し て

指定 し得る ｢
発話時｣ と の 関連 に お い て指定 さ れ る

こ と が で き る
｡

こ の よ う に
､ 他 の 状況 に関係 な く ､

直接的 に あ る 状況 や 場面を 発話 時 に 結 び つ け る 働

き を持 つ 時制 を
｢絶対時制｣ と 呼 ん で い る ｡ 絶対時

制 に よ っ て 示 さ れ た 時点 は
, そ れ ぞ れ の 時間領域

に お け る 基準時 と な る ｡ そ し て
､ そ の 新 た に 設 け

ら れ た 基準時 と の 関係 に お い て 別 の 状況 が 時間軸

上 に 位 置 づ け ら れ る ｡
こ の 働き を 持 つ 時制が ｢相

対 時制｣ と 呼 ば れ る
｡ (6) は そ れ ぞ れ の 時間領域 に

お け る絶対時制と相対時制を ま と め た も の で あ る ｡

( な お
､ 発話時を 基 準 に し て 規 定 さ れ た 4 つ の 時

廟領域 は ｢ 絶対的時間区分｣ と 呼 ばれ て い る ｡ そ れ

ぞ れ の 具体例 に つ い て は
､

D CK を 参照 ｡)

(6) 時間領域毎 の 絶対 時制と相対時制

【絶対時制]
【相対時制]

( 先行性) (同時性) (後行性)

【過 去 時】 過去形 過去完了形 過去形 条件時制

【現在前岡 現在完了形 ★ ★ ★

【現 在 時】 現在形
過去形､

現在完了形
現在形 未来形

【現在後時】 未来形 ★ ･ ★ ★ `

M & F で も そ う で あ っ た が ､ 表中 に
r
未来形｣ と い

う 時制形式 が 登 場 し て い る ｡

｢ 英語 に は 現在 と 過

去 と い う 2 種類 の 時制し か な い ｣ と い う 主張 が あ

る が
､

こ れ は r 動詞 が そ の 形 態(語尾変化) に よ っ

て 区別 す る 時制 は 2 つ し か な い ｣ と い う 理 由 に よ

る ｡

~
しか し ､ 時制 の 働 き を 考 え た と き ､ そ の 範 囲

を 形態論的区別 に 基 づ く も の に 限 ら な け れ ば な ら

な v ) 先験 的 な 理 由 は な い
. (D C K , p . 7 8) ( な お ､

完 了形 の 問題 に つ い て は 次 の H & P の と こ ろ で 触 れ

る
｡)

表中 に ★ 印が つ い て い る箇所 は ､ 複雑な体系 に

な っ て い る た め
､ 表に 入 り き ら な い と こ ろ で あ る

｡

以下 はDGK の 説明 の 要約セ あ る ｡

【現在前時】 に つ い て 言 え ば
､ そ の 時間領域を

指定す る 現在完 了形 が表す状況 は 大 き く 分 け て 2

つ あ る
｡

1 つ は ｢
過去 に 始 ま り現在 ま で 継続 し て

い る 場面｣ で あり ､ もう 1 つ は ｢過去 の あ る 時点 か

ら現在 ま で の 間 に 少 な く と も
一

度 は 生 じ た 場面｣

で あ る
｡ 前者 を ｢

継続完了｣ ､ 後者を ｢ 不定完了｣ と

呼 ぶ
. ( 現在 完了 で

｢ 結果｣ の 読 み と 言 わ れ て V ､ る

も の は ｢
話 し 手 は 主 と し て

-
( 今) を 問題 に し て い

る｣ と い う 不定完 了 の 含意 に 過 ぎ な い
｡ (p . 14 0)) そ

し て
､

ど ち ら の
｢
完了｣ か に よ っ て ､ 相 対時制 の シ

ス テ ム は 違 っ た も の と な る ｡

不定完 了 の 場合 か ら 見 る と
､ 通例 ､ 不定完 了が

使 わ れ る の は
､ 過 去 の あ る 場面を ､ 現在 と関連す

る も の と し て
､ 初 め て 談蒔に 導入 す る 場合 で あ る ｡

つ ま り ､ 【現在前時】 と い う時間領域 を 指定す る

た め だ け に 用 い ら れ る
｡

そ し て ∴ ひ と た び時間領

域 が 定 め ら れ る と
､

そ の 後 , 導入 し た 場面に 新 た

に情報 を 付 け加 え る た め に は
､ 場面そ の も の に 関

心 が 移る た め( こ れ を ｢
時間的視点 の 転換｣ と言う) ､

過去 の 状況 を 述 べ る た め の シ ス テ ム に 乗り換え る
｡

す な わ ち ､ 表(6) の 【過去時】 の [相対時制] の と

こ ろ に あ~る シ ス テ ム が 用 い ら れ る
｡ (7) は そ の 具体

例 で あ り ､ 典型的 な 不定完了 の 用法 を 示 し て い る
｡

(7)
+

a . s o m e id i o t h a s p u t di e s e l i n t h e t an k

i n s t e a d of p et r o l . W hi c h o f y o u d ]
.

d

t h at ? - I di d .

b ･ I h a v e t r ]
'

e d u s l n g t h a t k i n d of d e t e r g e n t
,

b u t t h e r e s u l t w a s n ot s a t i s- f a ct o r y ･

c ･ H a v e y o u e v e r c o n s )
'

d e r e d g r o w i n g r o s e s

t b e r e ? - Y e s
,

I h a v e . B ut Ⅲy wi f e

d e c )
'

d ed a g a i n s t i t .

一

方 ､ 継続完了 で は
､

卓れ が 表 す 場面 が 発話時

を 含 む た め
､ そ の 後 に 述 べ ら れ る 全 て の 状況 が

､

発話時 と の 関係 で 示 さ れ る こ と が 可能 に な る ｡ 発

話時 と の 関係 で 示 さ れ る と 言 う こ と は
､ 絶対時制

の 働 き そ の も の で あ る か ら
､ 結局 の と こ ろ ､ 継続
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日本人英語学習者と英語時制体系習得の 困難点に つ い て

完了 に よ っ て定め ら れ た 【現在前時】 と い う時間

領域の 中 で は ､ 相対時制 の 特別 な シ
■
ス テ ム は 存在

せ ず ,
4 つ の 絶対時制に よ り ､ 新し い 場面が導入

さ れ て い く こ と に な る ｡.(8) が そ の 例 で あ る
｡

(8) a . H e h a s a l w ay s m a i n t ai n e d t h at h e d o e s n
'

t

l )
.

k e m u s h r o o m s .

b . T h e s h e r if f h a s k n o w n f o r s o m e t i m e t h a t

B i g J oh n h a s b e e n i n t o w n .

c . I h a v e k n o w n f o r s o m e t i m e t h a t it w a s

n o t B il l wh o s t o l e t h e m o n ey .

d . I h a v e k n o w n s i n c e l a s t w e e k t h a t J i m

h a s p a s s e d a ll hi s e x a m s .

e .
E v e r s i n c e t h i s m o r n l ng h e h a s r ep e a t ed

∈
t h a t h e

.
w )

'

l l c o mp l a
,
1 n t o t h e m a n ag e r ･

つ ま り ､ 同時的 な 場面は 現在形(a ほ た は現在完

了形(継続完了)(b) で
､ 先行す る 場面は 過去形(c) ま

た は 現在完 了形 (不定完 了)(d) で
､ 後行す る 場面は

未来形(e) で
､

そ れ ぞ れ表さ れ る の で あ る ｡

で は 【現在後 時】 に つ い て は ど う で あ ろ う か ｡

あ る状況 を 【現在後時】 領域 に属す る 別 の 状況 に

関係づ け よ う と す る 場合 ､ 通常､ 時間的視点 が 移

動し
､ 【現在後時】 領域 の 基準時 が あ た か も 発話

時 で あ る か の よ う に振る舞う ｡ と い う こ と は ､ 新

た に そ こ か ら 4 つ の 絶対 的時間区分 が 指定 さ れ

((6) の 絶対時制 の 働き) ､ さ ら に そ れ ぞ れ の 時間領

域内で 状況間 の 時間的関係 が 示 さ れ る((6) の 相対

時制 の 働き) こ と に な る ｡
つ ま り ､ 【現在後時】

領域内で 生 じ る 状 況 が ､ 【現 在後 時】 の 基 準時

(新し い 発話時) に 先行 す る 場合 は 【過 去時】 領域

か 【現在前時】 領域の 時制シ ス テ ム で
､ 同時的 な

場合は 【現在 時】 領域 の 時制 シ ス テ ム で
, 後行す

る 場合は 【現在後時】 領域 の 時制 シ ス テ ム で ､ そ

れぞれ が 述 べ られ る こ と に な る の で あ る
｡ (9) に い

く つ か例 を 示 す
｡

(9) a . T h e p o li c e w il l b el i e v e t h a t h e w a s

k )
'

ll ed t o ni gh t .

b . Ⅵ1 0 W i l l l o o k af t e r y o u w h e n B r a d a nd

S y b il h a v e L e ft ?

c . If t h e w e a t h e r i s f i n e
,

f a t h e r wi l l s a y

t h a t i t ]
'

s t i m e f o r a p i c ni c .

d . H e w il l s w e a r t h a t h e w L
'

l l n e v e r t e l l

h e r t h e ug ly t r u t h .

( 9 . a) は こ れ か ら 誰 か を 殺 そ う と し て い る と き

の 発話で あ り ､ 補文 で 述 べ ら れ て い る 状況 が 未来

の あ る 時点( 時間的視点 の 移動 の 結果 出来た 新 し

い 発話時) か ら見 る と 過 去 の 出来事 に な る の で ､

過去形 が 用 い ら れ て い る の で あ る
. 同様に , (9

.
1

. b)

の 補文の 内容 は未来の あ る時点 か ら 見 た 【現在前

時】 に属す る も の で あ り , (9 . c) の 補文 の 内容 は

【現在時】 , (9 . d) の 補文 の 内容 は 【現在後時】

に そ れ ぞ れ 属 す る も の な の で あ る
｡

先 に 述 べ た よ う に
､

DC K は 時制に関す る 現象を

非常に 丁寧に し か も論理的 に 分析 し て お り､
そ れ

が 時間領域区分 に お い て 【現在前時】 を 独立 さ せ

る論拠 に な っ て 小 る .
こ の こ と は

､
人間が論理 的

な思考に よ り時間 と い うも の を ど の よ う に 区分 し

て 認識し得る か と い う問題 と
, 実際 の 社会生活 に

お い て は どの よ う な 時間 の 区分 が 必要 か つ 有益 で

あ る か と い う 問題 と は
､ 別 の 次元 の

.
問題 で あ る こ

と を 示唆 し て い る
｡ 確か に

, 既 に 生 じ た 状況 が ､

｢
今｣ と 全 く 関係の な い 過去 の こ と な の か ､

｢今｣ と

深 く 関わ り を-持 つ 依然 と し て 重要な こ と
,
な の か ､

と い う問題 は
､ 人間生活 に お い て か な り重要な こ

と で あ ろ う
｡

そ の 意 味で は , D CK の 時間領域 の 区

分 は か なり説得力 を持 つ と 思 わ れ る ｡

1 . 1 . 3 . H 良P (2 0 0 2)

H & P(2 0 0 2) の 時制論 の 特徴 は ､ 時制 を
一

次 的

(p r i m a r y) な も の と 二 次 的(s e c o nd a r y) な も の に 分

け る こ と に あ る o

一

次 的 な も の は
､ 動詞 の 屈折語

尾 に よ っ て 表さ れ る も の で あ り､ 英語に は ｢
現在｣

と ｢ 過去(p r e t e r it e) ｣ の 2 種類 し か な い と 言 う ｡

こ れ に 対し て ､
二 次 的 な も の は

､ 助動詞h a v e を用

い た 分析 的( a n al y t i c al) な も の で
､

｢
完 了｣ と ｢

未

完 了｣ が あ る と 言 う ｡

時制を こ の よ う に 2 種類 に 分 け る 主 な 理由は 次

の 通 り で あ る
. (H 良P . p . 1 5 9) ま ず､ 時制 の 役割

は基準 時 と の 関係 に お い て 出来事時 を 時間軸 上 に

位置 づ け る こ と で あ り
､

そ の 意 味 で は 本来車示的

(d ei c t i c) な も の で あ る が
､ 動詞 の 屈折 語尾 が 示
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す 現在 と 過去 は 明 ら か に 直示的 で あ っ て 時制本来

の 役割 に 合致 し て い る と 言 え る の に 対 し､ 完 了形

が 示す時点 は ｢
他 の 時点 と の 相 対的 な 時間関係｣ に

基 づ く も の で あ り ､ 直示的 と は 言 い 難 い
｡

さ ら に
､

一

次 的時制 は
､

二 次的時制 に 比 べ て よ

り深 く 文法 の 中に組み 込 ま れ て (h i gh l y g r a m 皿at i-

c al i s e d) い る
｡ 具体的 に は

､ ま ず第 1
.

に
､

一

次 的

時制は 屈折と い う形 で 動詞 に し っ か り結 び つ け ら

れてい る の に 対 し ､
二 次的時制 は文法形態素 の 付

加 と い う比較的 ゆ る や か な形式 に よ っ て 作られる ｡

第2 に
､

一

次 的時制は 現在 と 過去 と い う は っ き り

し た 対 立 を 含む が ､
二 次 的時制 に は そ れ が な い

｡

完了 を 示 す特別 な 形 は あ る が ､ 未完了 を 示 す そ れ

は な い
｡ 第3 に

､

一

次 的時制は本来 の 意味以外 の

意味 で 使わ れ る こ と が あ る(例 え ば､ 過 去形 が 蓋

然性 の 低 さ( m o d al r e m o t e n e s s) を表す の に 用 い ら

れ た り ､ 時制 の
一

致(b a c k s hi f t) で 用 い ら れ た り

す る こ と) の に 対 し ､ 完了形 は
､ た っ た 1 つ の 用

法 し か 持た な い
｡

以上 の 理 由 か ら
丁

完 了形 は 一

次的時制と は 別 の

種類 の 時制で あ る と 見 な さ れ
､

そ の 働き は
､

｢
-

よ り前 に｣ とv ゝ う意 味の
｢
過去｣ を表す も の と さ れ

て い る
｡ 従 っ て

､

｢
過去｣ を表す時制 と し て は

,

一

次 的時制 の 過 去(p r et e r i t e) と 二 次 的 時制 の 完 了

(p e r f e c t) の 2 種類 が あ る こ と に な る ｡

完了形 は
､

一

次 的時制と 二 次的時制が組み 合 わ

せ ら れ た 複 合時制 (c o m p o u nd t e n s e) で あ り
､ 現在

完了形 は 現在(助動詞h a v e の 現在形) と 過去(
｢ h a v e

+ 過去分詞｣ に よ っ て 示 さ れ る 過去) の 組 み 合 わ せ ､

過去 完 了形 は 過 去(助 動詞 h a v e の 過 去形) と 過去

(
｢h a v e + 過 去分 詞｣ に よ っ て 示 さ れ る 過 去) の 組み

合 わ せ ( い わ ゆ る ｢ 二 重過去｣ ) と い う こ と に な る ｡

未来 時制 に つ い て は
､

こ れ を 認 め ず ､ 未来 を 表

現 す る 方法 に は い ろ い ろ な も の が あ る ､ と い う 言

u 方 を し て い る o そ し て
､ 助動詞w i ll が 未来時 を

表 す 時制形式 で あ る と い う 主菜 に 対 し て は
, 助動

詞 w o ul d は w il l の 過去形 で あ る こ と(従 っ て
､

w i ll

を 未来時制 と して認 め て し ま う と ｢
未来 時制 の 過

去形 ｣ と い う 不合 理 な も の の 存在 を 認 め る こ と に

な っ て し ま う こ と) ､
w i
-
1 1 は 文法 的 に も 意 味的 に

'

も c a n
,
m a y ､

m u s t の よ う な 法助動詞 と 同 じ範 時 に 属

す る こ と
､ 等 を 理 由 に 反論 し て い る

｡

未来 時制 に つ い て は
､

こ の よ う な 考 え 方 も あ る

と は 思 わ れ る が ､ は っ き り 時制要素 と し て 認 め て

い る 完了形 が ､
い わ ゆ る未来完 了 と い う形 で ､ 彼

ら が 時制に よ る も の で は な い と 主 張す る ｢未来 の

表現｣ の 中 に 存在 す る こ と に 対 し て ､ 合理 的 な説

明 が な さ れ な け れ ばな ら な い
､ と い う 問題が 残 る ｡

1 . 2 . 英語時制夢の 整理

以上 , 3 つ の 時制論の 概略 を 見 て き た が ､ 時制

論を 整理 す る 際 の ポイ ン ト は 次 の 2 点 に あ る と考

え る ｡ 1 つ ば ､ 未来時制 を ど う考え る か
､

と い う

問題で あ り､･ も う 1 つ は ､ 完了形 を どう考え る か
､

と い う問題 で あ る去 時制そ の も の の 意味(機能) に

つ い て は は ぼ共通 の 認識が あり, 時間領域 の 区分

に つ い て は完了形 の 問題が深く関わ っ て い る
｡

未来時制を 認 め る か ど う か に つ い て は ､ 既 に DC K

の 時制論 の と こ ろ で 述 べ た よ う に
､ 時制形式 を 屈

折形 に 限 ら

'

な け れ ば な ら な い 理 由 は な い
｡ . 未来時

制 を 認 め な い H& P で さ え ､ 屈 折形 以外 の 分析的 な

時制形式 を認 め て い る ｡
た と え 未来時制を 認 め な

く て も
､ 実 際問題 と し て

､ 未来 の 出来事 を表現 す

る文 法 シ ス テ ム を 記述 す る こ と が 可能 で あ り ､ そ

う い っ た 意味 か ら も ､ 未来時制 を 認 め る こ と に 問

題は な い よ う に 思 わ れ る
｡ 要 は

､
そ れ ぞ れ の 時間

領域毎 に
､ そ れ 用 の 時制形式群 が 用意 さ れ て い る

か どう か で あ り ､ 英語 の 場合 ､ 未来時領域 に も そ

れ は 用意 さ れ て い る と 言 え る
｡ (H& P の 場合 ､ 未来

完 了形 の 問題 が あ る こ と は 先 に 述 べ た
｡)

完了形 に つ い て は
､

そ れ が 時制形 式 で あ る と い

う点 で は ､ 共通 の 認識 が あ る ｡ そ し て ､ 現在完了

形 の 意味 も 基本的 に は 3 つ の 時制論で同じ で あ る｡

つ ま り ､ 現在完 了形 は ｢発 話時 を 基準時 と し
､

そ

れ 以 前 に 出来 事時 を 位置 づ け る ｣ 役割 を 持 つ
｡ 違

う の は ､ そ の 意味 の
r
確 保 の 仕 方｣ で あ り

､ .
H & P は

発話 時 と の 関連 をh a v e の 現在形 に 求 め ､ DC K は 独

自 の 時制体 系 の 存在 を 論拠 に (発 話時 と 直接関連

づ け ら れ る) 絶対時制 と い う 形 に 求 め る
｡

従 っ て 1 3 つ の 時制論 に つ い て は ､ 本質的 な 相

違 は な い と 考 え て 良 い と 思 わ れ る ｡ た だ し ､ 既 に

述 べ た よ う に
､ 実際 の 社会生活 に お

.
い て 多分重要

か つ 有益 で あ ろ う と 思 わ れ る ｢今 に 関 わ る 過去 の

出来事 が 存在 す る 時間領域｣ を 別個 に 設定 す るD C耳
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日本人英語学習者 と英語時制体系習得の 困難点に つ い て

の 時制論 は ､ 極め て 示唆に富む も の で あ る と 言 え

る
｡

I . 3 . ア ス ペ クトの 問題

こ こ で 取 り 上 げた 文法書以外 の 多く の 文法書 で

も ､ 完了形古事時制体系に 完全 に含ま れ る も の と し

て 扱わ れ て い る( 安藤(1 9 8 3) ､
M cC o a r d (1 9 7 8) ､ 三

原(1 9 9 2) , Q ui r k
,

e t al . (1 9 8 5) 等) ｡ に も か か わ

らず ､ 日本 の 英語教育に お
~
い て は

､
完了形 は 時制

で は なく ア ス ペ ク ト( a s p e c t) と し て 扱わ れ る こ と

が 多 い
o

そ こ で
､ 次 にL進 む 前 に , 完了形 を ア ス ペ

ク ト と し て 扱お う と す る 場合 の 問題点 を整理 し て

お く こ と に し よ う
｡

時制論で 取り上げ た 3 つ の 文法書 の ア ス ペ ク ト

の 定義 は
､ 以下 の 通り で あ る o

Oc)) a . (W h e r e a s t e n s e r el a t e s t o t h e t i m e w h e n r

a n
r
a c l i v i l y o r s t a t e o c c u r s

,) a s p e c t i n

a l a ng u ag e c o 皿 e nt S u p o n S O Ⅲe C h a r a c t e r-

i s t i c o f t h e a ct i v i t y o r s t a t e . (M &F ,

p . 6
1
9)

b . 相 と は ､ 同 じ状況 に 関す る 異 な っ た と ら

え 方 の こ と で あ る ｡ ( D CK
, p . 79)

c . T h e t e r m a sp e c t a p pl i e s t o a s y s t e m

w h e r e t h e b a s i c m e a n l n g S h a v e t o d o

w it h t h e i n t e r n a l t e mp o r a l c o n s t i t u e n c y

o f t h e s it u at i o n . ( H良P
, p . 1 1 7)

こ れ ら は
､

い ず れ も は と ん ど 同 じ こ と を述 べ て

い る o
H & P に よ れ ば

､ 進行相 と そ う で な い も の と

の 差 は 次 の よ う な も の で あ る ｡

帥 a . N ON-P R OG RE S SI VE Sh e g o e s t o s ch o o l .

b . P RO GR ES S IV E S h e i s g o l ng t O S C h o o l .

両 者 の 違 い は
､ 話者 が 状況 を ど う と ら え て V ､ る

か の 違 い で あ っ て , (b) の 進行相 で は ､ そ れ を 内側

か ら と ら え(t a k e s a n i n t e r n a l v i e w) ､ 進 行 中 の

こ と と し て 見 て お り ､ ( a) の 非進行相 で は ､ そ れ を

外側 か ら と ら え(t a k e s a n e x t e r n al v i e w) , 状 況

の 内的 な 側面 や 特性 に は 特 に 言及 し て い な い (p .
1

1 7) .
D CK で は ,

｢ 与 え ら れ た 状 況 を ま る ご と表現

す る こ ともあれ ば､ 進行中 の 事柄 と し て ‥ . … と

い っ た よ う に
､ 様々 に 異な る と ら え 方 で 表現す る

こ と が で き る｣ (p . 7 9) と説明 さ れ て い る ｡

こ れ ら の 定義 や 説明 か ら
､ 完了形 が ア ス ペ ク ト

と は 全 く 別 の 意味(機能) を 有 し て い る こ と は 明 ら

か で あ る ｡
に も か か わ ら ず､ 先に 述 べ た よ う に

､

日本 の 英語教育で は完了形 を ア ス ペ ク ト と し て 扱

わ ざる を え な い 理由が あ る ｡ そ れ に つ い て は
, 吹

の 節で触れ る こ と に し て ､
こ こ で は ､ 完了形 を ア

ス ペ ク ト と 見 な す に は
､

か な り多く の 問題 に答え

な け れ ばな ら な い と い う こ と を指摘 し ､

｢ 完了形 -

ア ス ペ ク ト｣ 論が き ち ん と破棄 さ れ る べ き で あ る

こ と を 主張 し て お き た い
｡

ま ず ､ 現在 完了形 に は ｢ 完了｣
r 継続｣

｢結果｣
｢ 経

験｣ と い う 別個 の 意味が あ る ､ と い う主 張に つ い

て ｡ こ の. よ う な 意 味 の 種類 は ､ 英語の 動詞 が そ の

固有 の 意 味 の
一 部と し て 持 つ 語義的 ア ス ペ ク ト

( ｢
状態的/ 非状態的｣

｢ 完宿的/ 非完結的｣ 傾 時的/

非瞬時的｣ 等) と よ く 似 て い る た め
､ 完了形 は ア

ス ペ ク ト で あ る と b ゝ う主張 の も っ と も大 き な拠り

所 と な っ て い る ｡ し か し ､
こ れ は 逆 に ｢

完 了形 は

時制に他な ら な い ｣ こ と を 示 し て い る と も 言 え る b

l¢紬 例 は 安藤(1 9 8 3) か ら の 引用 で あ る
o

/

/

02) a . T h e l a k e h a s f r o z e n .

b . T h e l a k e ha s J u s t f r o z e n .

c . Th e l a k e h a s f r o z e n f o r a m o n t h .

( a) は ｢ 結果(完了) ｣ ､ (b) は ｢完了｣ ､ ( c) は ｢ 継続｣ の

意味を持 つ と さ れ る が
､

そ の よ う な 意味 は どうや っ

て 形成さ れ た か と い う と
､ 動詞f r e e z e が 持 つ ｢ 完

結的 , 瞬時的｣ と い う語義的 ア ス ペ ク ト に 副詞的

修飾 語句 の 意味 が 加 わ り , さ ら に そ こ に 完 了形 の

骨格(h a v e 十Ⅴ- e n) の 意味が 加 え られ て ､ 出来あ が っ

た の で あ る
.

こ の 完了形 の 骨格の 意味は ｢ ある出

来事 や 状 態 が 過 去 に 生 じ ､ そ れ が 基準 時(現 在完

了 の 場合 は 発話時) ま で 広 が る 時間領域 の 中 に 位

置付 け ら れ る( と 話者 が 判 断 し て い る) ｣ と い う も

の で あ る ｡ 従 っ て
, ( C) の よ う に 発話時 ま で を 含 む

時 間領 域 を 示す 副詞 的修 飾語句 (.f o r a m o n t h) が

あ る 場合 は ｢継続｣ の 読 み と な り ､ (b) の よ う に 発話

時を 含 ま な い 時間領域 を示 す 副詞的修飾語句(j u s t)
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が あ る 場合 は ｢完 了｣ の 意味 と な る
｡

こ の よ う に
､ 完了形 の

｢ 意味｣ と 考 え ら れ て い る

も の は
､ 過去 か ら 発話時(基準 時) ま で の 広 が り を

持 つ 時間領域 が 指定 さ れ ､ 動 詞( と 副詞的修飾語

句) の 意 味 が 与 え ら れ れ ば ､ 自動 的 に 導 き 出 さ れ

る の で あ る ｡
こ の よ う な 関数的 な 方法 で は導 き 出

せ な
′
い 意味 が あ る ､ と い う 明 ら か な 事例 が な け れ

ば
､

｢
完了形 - ア ス ペ ク ト｣ 論 は根拠 を 失 う こ と に

な る ｡ そ し て 現実 的 に そ の よ う な 事例 は 見 当 た ら

な い
｡

次 に
､

こ れ と の 関連 で ､ h a v e を本動詞 と み な し

完了形 の
｢意 味｣ を 分担 さ せ る 考え 方 が あ る

｡
す な

わ ち ､

一

般 動詞 の ha v e の 基本的意味 は ｢ 所有｣ で あ

る か ら ､ 完了形 の 表現 で は ､
h a v e の 後 に 続 い て 述

べ ら れ る 状況 を 話 し 手 が 基 準時現在 に お い て 保有

し て い る と い う こ と が 示 さ れ て お り ､ そ こ か ら

(多分 に 会話 の 含意的 に)
｢完 了｣

｢継続｣
｢ 結果｣ 等の

意 味が 導 き 出 さ れ る ､ と い う 考 え 方 で あ る
.

｡ こ の

考 え 方 で は
､

h a v e が 現在形 な ら ｢現在 に お け る 所

有｣ の 意 味が 出 て く る し､
h a v e が 過去形 な ら ｢過 去

に お け る 所有｣ と い う意味 に な り､ 基準時(発話時)

と の 関係付 け も 出来る の で 好都合 で あ る と さ れ て

い る
｡

し か し
､

こ の 考 え方 を採る 場合 ､ 完了形 の

疑問文 や 否定文 に お い て 本動詞 で あ る は ず の h a v e

が 助動詞 と し て 働 く 理由が き ち ん と し た形 で 与 え

ら れ な け れ ば な ら な い
｡

つ ま り ､ 英語 に はb e 動 詞

の よ う に 本動詞 で あ り な が ら 助動詞的 に 振舞う 動

詞も あ る が ､ 同 じ 1 つ の 動詞 で あ り な が ら
､ 完了

形以外 の 場合 で は 疑問文 や 否定文 で 助動詞 の d o を

必要 と し ､ 完了形 の 場合 は ､ 肯定文 で は本動詞 と

し て 働 い て い る の に も か か わ ら ず ､ 疑問文 や 否定

文 で は 助動詞 と し
.
て 振舞う の は な ぜ か ､ と い う疑

問 に 対 す る 明 快 な 答 え が あ る か
､

と い う 問題 で あ

る ｡ そ し て , こ れ は ほ と ん ど あ り そ う に な い
｡

最後 に
､

｢ 完了形 -

ア ス ペ ク ト｣ 論 で は ､

>
完 了形

が 時指示 の 機能 し か 持 た な い 場合 を ど の よ う に 説

明 す る か
､ とv ゝ う 問題 が あ る ｡

こ れ に は ､ 過去完

了形 が ｢
過 去 の 過去( い わ ゆ る 大過去) ｣ を 表 す 場合

な ど が 当 て は ま る ｡
こ の 過去完了形 は､ 単純過去

と 同 じ性質 の も の で あ り
､

｢継続｣
｢ 完了｣ 等 の 意味

を 持 つ こ と は あ り 得 な い
｡

以上 は
､ 完 了形 を ア ス ペ ク ト と 捉 え る 場合 に 間

題 と な っ て く る も の で あ る が
､

こ れ ら に 対 す る 原

理 だ っ た 説明 は†) ま だ に 与 え ら れ て い な い
｡

し か

も
､ 完 了形 を 時制と 捉 え る こ と. に よ っ て

､
い わ ゆ

る 完 了形 の
｢
意味｣ は い

J
( つ か の 因子 か ら自動的 に

演算さ れ る こ と が 可能 で あ る こ と を考え る と
､

あ

え て 完了形 を ア ス ペ ク ト と み な す理由 は な い と言 っ

て よ い
｡

に も か か わ ら ず ､ 日本の 英語教育 の 場 で 完了形

が ア ス ペ ク ト 的 に 教 え ら れ て
､
い る の に は そ れ な り

の 事情が あ る
｡ 次 の 節 で は

､ そ の こ と を 中心 に 考

察し た い
.

0

2 . 日本人による英語時制学習の 問題

こ の 問題 を 考 え る 前 に
､ 日 本語の 時制シ ス テ ム

は ど う な っ て い る か に つ い て 簡単 に 見 て お く必要

が あ る
｡

と い う の も ､ 日本 の 中学校用 の 英語検定

教 科書 の 指導解説編に は
､ ( 現在完 了時制 は)

｢ 日

本語 的 な 発想 か ら は な か な か わ か り に く い 表現 で

あ る｣ と か ｢ 現在完了形 は 日本語 と の 比較 に よ っ て

も な か な か 理解し に く い 項目 で あ る｣ (N e w H o r i z o n
､

1 9 9 8 年 ､ 東京書籍) と い う よ う な 説 明 が よ く 見 ら

れ る が ､
こ れ は 現在完 了 と い う概念(意味) が ( そ

の 独 自 の 形式 も 含 め) 日本語 の 体系 の 中 に 見 出 し

難 い も の で あ る と い う事実解釈に 基 づ い て い る か

ら で あ る ｡ ま た ､ 教育琴習生 の 作成 し た 学習指導

案 の 中 に
､

｢ 特 に 現在 完了形 の 概念 は ､ 日本語 に

は 無 い も の で あ る の で
､ 過去形等 と 混 同 し て し ま

う生徒が 出 て く る こ と が 予想 さ れ る が ‥ ‥ . ｣ と

断定 さ れ て い る も の を 見 た こ と が あ る が
､

こ れ も

ど こ か の 教員向 け 指導書か ら の 受 け 売 り で あ る こ

と は 容易 に 想像さ れ る
｡

し か し ､

､
本 当 に 日 本語 に は 現在完 了 と い う概念

は 存在 し な い の で あ ろ う か
｡

｢
あ る｣ と ｢ な い ｣ と で

は ､ 指導法 が 全 く 変 わ っ て く る 可能性 が あ り ､ 英

語教師 は(他者 の 受 け 売 り で は な く) 自分 な り に き

ち ん と 考 え て み な け れ ばな ら な い
｡

2 . 1 . 日 本語 の 時制 シ ス テ ム に 対す る 1 つ の考え

方

先 に B ul l F r a m e w o r k に 英語 の 時制形 式 を 当 て は

め た 表 を 示 し た が ､
こ の 枠組 み は 時 の 概 念的区分
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と して は論理 的 で 整然と し て い る の で
､

こ れ に 日

本語 の 形 式を 当て はやて み る こ と に す る o 表中 の

ア ル フ ァ ベ ッ ト は ㈱ の 例文の 記号 と 対応す る ｡

( 基本時 の 例 は省 略 ｡)

03) B u ll F r a m e w o r k に 日本語 の 時制形 式 を当て は

め た 表 [ 基本前時] [基本時] [ 基本後時]

【過去時] J た ( a) た た (d)

-【現在時】 た (b) る る ( e)

【未来時】 た ( c) る る (∫)

㈱ a . 全 て の 準備が終わ っ 旦の で
, 私 た ち は 出

発 し た ｡

b . 夕 立 が あ っ た の で
､

だ い ぶ 過 ご し や す い
｡

c . 明 日 の 朝 ､ 雨 が 降 っ た ら､
も う 出 か け な

い と 思 い ま す ｡

d . あ の 後 ､ ひ と騒 ぎ あ っ た ん だ
｡

e . こ の 週末は現地 で 調査 を す る 予定 で す ｡

f
.

こ の ま ま 大気汚 染 が 進 み 一 定 の レ ベ ル に

達 す る と ､
そ の 後 の 生態系 に 大 き な 異変

が 現 わ れ る で し ょ う
｡

表(13) は 日本語 の 時制体系 を綿密 に検討 し た 結果

と し て 示 さ れ て い る わ け で は な い
｡ ま た

, 【基本

前 時】を 示 す時制形 式 と し て ､

｢ た｣ 以外 に.
｢
-い た .｣

も 可能 で あ る .
r た ｣ は 基本的iこ はD C K が青う と こ

ろ の 不定完了 と し て ､

｢ い た ｣ は継続完了 と し て 使

い 分 け る と い う こ と も あ る よ う に 思 わ れ る
｡

い ずれ に せ よ ､ 表0 如i あ る 程度的 を得た も の で

あ る と す る と ､ 日本藷の 時制 シ ス テ ム は き わ め て

簡潔な原理 に則 っ て 形成さ れ て い る と考え られ る
｡

つ ま り,

｢ た｣ は 基準 時 の 前 を
,

｢ る｣ は そ れ 以外の

時 を ､ そ れ ぞ れ 指 し示 す働き が あ る と 言 え る ｡ そ

し て
､

｢ た｣ は
､

2 種類 の 基準時 に 対 し､ そ れ ぞ れ

そ れ 以前 の 時点 を 指 し示 す こ と が 出来 る o 表q頚で

1 行目(横) が 全 て ｢ た｣ に な っ て い る の は
､ 発話時

(現在) と い う基 準時 よ り 前 の , す な わ ち 過去時領

域 を 指 し示 し て い る も の で あ り ､ 同 じ く 表¢3) の l

列目(縦) の 全 て が
｢ た｣ に な っ て い る の は

,
過去 ･

現在
･

未来 と い う時間領域 の 中 の そ れ ぞ れ の 基準

時 よ り 前 ､ す な わ ち 基準前時 を 指 し示 し て い る の

で あ る ｡ そ し て ､
こ の 後者 の

｢ た｣ は
, 英語の 完了

形 と､全 く同 じ働き を持 っ て い る こ と が分か る
｡

こ の よ う に きわ め て 簡潔な原理 が働 い て V ) る と

す る と
､ 日本語 に ( あ る い は 日本語母国語話者 に)

完了 と い う 時制 の 概念 が 無 い と か
､ 完 了形 と い う

形式 が 無 い
, と い う主張は

､
か なり不自然 な も の

で あ る よ う に 思 わ れ る ｡
つ ま り ､ 英語 の よ う に 完

了時制特有の 言語形式 が 無 い か ら と い っ て
､

そ れ

が
､

日本語に 完了 の 概念 や 形式 が
.
な い

､
と い う主

張 の 論拠 に は 成り得な い の で あ る
｡

む し ろ
､

あ れ

は ど簡潔 な シ ス テ 阜 で あ る と す れ ば
､ 日本語 に も

完了形 が あ る, と す る 主張 の ほ うが 説得力 が あ る ｡

そ し て ､ 英語の 完了形 を 時制形式 と考え る と ､ 英

語と 日本語 は 非常 に 良 く似た 時制 シ 女テ ム を 採用

し て い る ､ と さ え 言 え る の で あろ ｡
そ れ を

､
完了

形 は ア ス ペ ク ト で あ る と考え る か ら
､ 不必要に事

態 を難 しく し て い る の で あ る
｡

2 . 2 . 完了形の 難しさを考える

日本人英語学習者に と っ て 完了形 が な ぜ難し い

の か
､

そ の 要 因 を探ろう と し た 研究 に 井 口 (2 0 0 2)

が あ る ｡ 井 口(2 0 02) は
､ 原因 を 示す仮説 を 2 つ 立

て
, 被験者に テ ス ト を 行

~
い

､ 結果 を 統計 的 に 分析

し て い る
｡

仮説は 次 の 2 つ で あ る ｡ (表現 を変え て い る
｡ )

05) 日本人英語学 習者 に と っ て 完了形 が難 し い の

は ,

a . 複合的 な 動詞表現 の 言語形式操作上 の 困

難さ に由来す る ｡

b . 日本語 の 影響に よ る 混乱に 由来 す る
｡

こ こ で ､ 複合的 な 動詞表現 と い う の は
､ 受動態 ､

進行形 , 完 了形な ど の よ う に
､ 助動詞 と動詞 が 組

み 合 わ さ っ て 動詞的表現 を 形成 し て い る も の を指

し て V ) る
｡

ま た
､ 日 本語 の 影響 に よ る 混乱 と は

､

日本語に お い て 過去 と 完了 の 両 方 が 同 じ 言語形式

で 表現 さ れ る こ と に よ り
､ 英語を 学習す る 際 に そ

れ が 障害と な る こ と を 指 し て い る ｡

被験者 は 高校 を卒業 し た ば か り の 専 門学校 生

(医療系) 約5 0 名 で ､ テ ス ト は 次 の 3 種 類 で あ る
｡
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胸 a
. 完 了形 の 理 解度 を 調 べ る も の

b . 複合的動詞表現 の 操作能力 を 調 べ る も の

c . 日本語の 影響を 調 べ る も の

(a) は 文 中 の ( ) 内 に 適切 な表現 を 入 れ さ せ る

問題 で
､ 選択肢 の 中 に 現荏完 了形 ､ 単純過去形 ､

単純現在形 ､ 進行形 な ど が 含 ま れ て い る ｡ (b) は 与

え ら れ た 動詞 を 状況 に 合 わ せ て 受動態 や 進行形 に

正 し く 変換 で き る か ど う か と い う問題､ (c) は 日本

語 の
｢ た｣ を 含 む 表現 を

､ 状況 に 合 わ せ て 英語 の 現

在完了形 と単純過去形 に訳 し 分 け ら れ る か どう か ､

と い う問題 で あ る
｡

( a) の 正答率 は平均 で 約7 0 % で あ り ､
こ の 完了形

の 理解度と(b) の 複合 的動詞表現 の 操作能力 と の 相

関 の 程度､ 同 じ く(c) の 日本語 の 影響と の 相 関 の 程

度を 計算し た結果 ､
5 % の 有意水準 で

､ ( a) と(b) と

の 間 に は 相 関 は 認 め ら れ ず ､ (a) と(c) の 問 に は 相関

が 認 め ら れ た
,

と報告 さ れ て い る
｡

つ ま り ､ 受動態 や 進行形 の よ う な 複雑な 言語形

式 を操作 す る こ と が 出来る(出来な い) か ら と い っ

て
､ 同 じ よ う に 複雑 な 言語形式 を 有 す る 現在完 了

形 を 理解 で き て い る( で き て い な い) と は 言 え な い

の で あ る ｡ そ れ に 対 し て ､ 日本語 の
｢ た｣ の 有 す る

｢完 了/ 過去｣ と い う 二 重 の 機能 を 理解 し て い る( い

な い) 被験者 は
､ 英語の 完了形 と過 去形 の 区別(完

了形 の 理解と 言 っ て も 良 い も の) も 理解 し て い る

( い な い-) と 言 え る の で あ る o

( c) の 問題 の 中に は
､

｢ た｣ 形以外 に ｢ て い る/ て い

た｣ 形 も 含 ま れ て い る が
､ 過 去 の 意味の ｢ た｣ を 正

しく 英語 の 過去形 に 訳す こ と が 出来る確率が 相 当

高t ) (84 % ) の に 対 し
､ 完 了 の 意味 の

｢ た｣ を 正 し く

英語 の 完 了形 に訳 す こ と が 出来る 確率は か な り低

く な っ て い る(2 3 % ) ｡ ま た ､

｢
て い る / て い た｣ の

場合 は 完了形 で 答 え る 確率 が か な り高く な っ て い

る(4 5 ⊥7 8 % ) 0

2

こ の テ ス ト 問題 が 被験者 の 能力 を あ る程度 正 し

く 測 っ て い る と す る と ､ 日 本語 の 時制 シ ス テ ム に

は 完了 と い う 時間領域 が あ り ､

｢ た｣ 形 が そ れ 用 の

形 式( の 1 つ) と し て 存在 し て い る に も か か わ ら ず ､

英語 の 時制 シ ス テ ム ( 特 に 完 了形) の 学 習 に お い て

は ､ そ れ が 正 に 転移(p o s i t i v el t r a n s f e r) し な い

ど こ ろ か 逆 に 負 に 転移(n e a t i v el y t r a n s f e r) し て

吐旦､
と い う 実情 が 浮 か び上 が っ て く る

｡

で は な ぜ こ の よ う な 負 の 転移 が 生 じ て し ま う の

か ､ 実際 の 教授過程 を 見 な が ら考え て み る こ と に

し た い
｡

2 . 3 . 実際にどの ように教えられ て い る か

最初に
､ 先 に 言及 し た 中学校用検定教科書N e w

H o r i z o n に 付随 す る 解説 編か ら ､ 完 了形 の 導 入 の

仕 方 に 関す る部分 を 引用 し て み よ う ｡ ( た だ し ､

こ の よ うな解説編は 教科書 の 執筆者本人 が書 い た

も の で は な い 場合 も あ る の で
､ 注意 が 必要 で あ る ｡)

(17) a .

｢ ず っ と - に い ま す ｣
｢
ず っ と - し て い ま す｣

と
､ 現在 ま で 続 い て しi る こ と を 言 う 言 い

方 を 理解 し
､ 表現 で き る よ う に す る ｡

【2 年解説編】

b . 現在 完了形 の うち ､ な ぜ継続用法 か ら 入

る か に つ い て は ､ (中略) 過去形 と は 違う

現在完了形 の 意味 を は っ き り と表し
､ 従 っ

て
､ 学習 上 ､ 指導上 と も に 扱 い や す い の

は
､

こ の 継続用 法 だ か ら で あ る ｡

｢ 完 了｣

｢
経験｣ の 用法 は

､

＼

過 去 時制 で も表せ る の

で は な い か と の 生徒 の 疑 問 が 起 こ り が ち

で あ り ､ 事実 ､
口 語 で は そ れ ら の 意味 を

過 去時制 で 表す こ キは 珍 し く な い
o 【2

年解説編】

c .

｢
- 間 ､ ず っ と ‥ ‥ ‥ で す ( 今 も そ う で あ

る) と い う の は ど ん な 英語 で 表す か ｣ を 復

習 さ せ る
｡ 【2 年 指導編】

㈲ a .

｢ ち ょ う ど - し た と こ ろ で す｣ と 言 っ た り
､

｢ も う - し ま し た か｣ と 尋 ね た り す る 言 い

方 を 理 解 し､ 表現 で き る よ う に す る ｡

【3 年解説編】

b .

｢ - し た こ と が あ り ま す か｣ と 尋 ね た り
､

そ れ に 答 え た り す る 言 い 方 を 理 解 し ､ 表

現 で き る よ う に す る
｡ 【3 年解説編】

c . (h 年V e b e e n t o の 用 法 と し て) 【3 年解 説

編】

(1) 完 了 : - に 行 っ て き た と こ ろ だ

(2) 経験 : 今 ま で に - に 行 っ た こ と が あ

る
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(3) 継続 : 今ま で - に い る

･ こ れら は指示(解説) の
一 部 で あ る が

､
ポイ ン ト

は 2 つ あ る ｡ そ の 第 l は
､

｢
完了｣ 用法 の 現在 完了

形 は
､ 出来事ヰ状況 が 過去 に 起 こ っ て い る と い う

点 で 単純過去形 と 同 じで あ る た め
､ 学習者に 混乱

を 与 え か ね な い の で
､ 継続用法 を先に導入す る と

い う も の で あ る ｡ 第2 は
､ 現在完了形 の 表す 意味

を
｢
そ れ専用 の ｣ 日本語 の 表現 で 示 そ う と し て い る､

と い う こ と で あ る
｡

し か し
､

す で に 述 べ た よ う に ､ 現在完 了形 の 意

味 と し て
｢完 了｣ や ｢ 継続｣ を個別 に 扱う の は

, 完 了

形 の 本質的 な 意味 を 見失 わ せ る と い う危険 を伴 っ

て い る .
つ ま り ､

r 完了｣ や ｢継続｣ は別個 め意味 で

は な く ､ 動詞 の 意味特性 と か時指示表現 な どか ら

自動的 に導き出さ れ る(含意的 な) も の で あ
■

り ､ 完

了形 の 本質的な意味は ｢ あ る 出来事 や 状態 が 塾室

生旦旦､ そ れ が 基準時(現在完了ゐ場合は発話時)

ま で 広 が る 時間領域 の 中 に 位置 付 け ら れ る( と話

者 が 判断 し て い る) ｣ と い うも の で あ る
｡

と こ ろ が
､

｢
継続｣ 用法 か ら導入 す る と

､
あ た か も そ れ は動作

や 状態 の 内的性質( す な わ ち ア ス ペ ク ト) で あ る か

の よ う に学習者 に は受け 取 ら れ や す い ｡

こ の よ う な ｢
誤解｣ を さ ら に 助長す る の が

､ 特定

の 日本語表現 と の
一

対
一

の 対応を 用 い た 教 え 方 で

あ る ｡ 英語の
｢典型 的な｣ 過去形 が ｢ た｣ に置き換え

ら れ ､ 完 了形 が ｢ て い る/ て b ) た ｣ に置き換え ら れ

る と い う よ うな こ とが 繰り返 し行わ れ る こ と に よ っ

て ､ 日本人学習者は 母国語話者 と して本来持ら て

い る ｢ た｣ に 対す る正 し い 知識(過去 と 完 了 の 2 つ

の 時制機能) を 無理やり歪 め さ せ ら れ
､ 【｢ た｣

-

単純過去 ,

｢ て い る/ て い た ｣
- ( 現在) 完了】 と い

う ､ 部分的 に で は あ る が ､ 誤 っ た 対応関係を構築

さ せ ら れ て し ま う ､ と い う こ と に な る ｡

｢ 完 了形

は ア ス ペ ク･ト だ( 当然学習者 は ア ス ペ ク ト と い う

よ う な 概念 は 意識 し て い な い が) ｣ と い う よ う な

意識が 生 じ て い る と こ ろ に
､ 典型的 な 時制形 式 で

あ る ｢ た｣ と の 違 い を繰り 返 し 強調 さ れ る こ と に よ

り ､ 正 の 転移 は 妨 げら れ ､ 負 の 転移 だ け が 生 じ て

し ま う と 考 え ら れ る の で あ る
｡

2 . 4 . 改善策 は あ る の か

で は
､

こ の よ うな負の 転移 を正 の 転移に変え る

こ･と は可能 で あ ろ う か
｡

こ れ は 残念な が ら非常 に

難し い と思 わ れ る ｡ そ の 理由 は ､ 単純過去形と現

在完 了形 の 違 い を 考 え て み れ ば あ る 程度見 当が つ

く ｡

す で に 繰り返 し述 べ て き た こ と で あ る が ､ ( 現

荏) 完了形 を 時制と と ら え た 場合( こ れ が 肝心 な こ

と で あ る が) ､ 過去形 と の 違 い と は ､ 過 去 に生じ

た 出来事や 状況 を 発話者が r
現在と は 切 り離さ れ

た 過 去 の も の｣ と し て 認識 し て V ,

. る か ､

｢
現在 と つ

な が っ た 時空 間の 中 に あ る も の ｣ と し て 認識 し て

い る か だ け の こ とセあ る o で あ れ ば , ( 教 え る 側

で は な く学習 す る 側 の 立場 に ならて考え る と ､ )

こ の よ う な 過去形 と 現在 完 了形 の 働き の 違 い に

｢
気 づ く｣ た め に は , あ る 過 去 の 出来事や 状況 が ,

現在 と は 一 線を画す る本当 に 過 去 の も の と し て 話

さ れ る場面や
､

そ れ が 現在 の
一 部と して 話さ れ る

場面に繰り返 し 居合 わ せ ､ 自らも時空間 の 認識の

違 い を ｢ 肌 で ｣ 実感 し つ つ
､ そ れ に 対応 す る 表現形

式 の 違 い を 意識 す る ,

-
と い っ た経験 が構み 重 ね ら

れ る 必要が あ る ｡
こ の

-

よ う な 経験 は
, 様々 な 実生

活 の 場面 で 英語母国語話者と 対話を行う こと に よ っ

て し か 得ら れ な い も の で あ
.
り

､ 現実 的 に は 日本 の

学校教育 の 中 で は 不可能 で あ る ｡

こ れ は r
日本 の 学校 で は 英語教育 は成功 し得な

い ｣ と 言 っ て い る の で は な く ､

】
r
こ と ば の 習得と い

うも の の 中に は ､ 実際 に そ の こ と ば が使わ れ て い

る 状況 に身を置か な い と どう し て も 習得 で き な い

部分 が 確 か に あ る｣ と い う こ と を言 っ て い る の で

あ る ｡ 英語の 完了形 が 時制 と し て で は な く ､
ア ス

ペ ク ト と し て ( あ る い は ア ス ペ ク ト で あ る か の よ

うをこ) 教 え ら れ て い る の は
､ 学習者を実際 に 英語

が話さ れ て い る 環境に 置く こ と が 難し い 以上
､ 何

ら か の 別 の 方法 で 対応 し な けれ ばならな い が
､ 時

空間 の 認識 の 遠い を簡単な日本語の 表現 に置き換

え る こ と は 非常 に 難 し い
｡

し′か し ､ 動作 や 状況 の

内的性質 の 違 い ( ア ス ペ ク ト) と い う こ と な
.
ら ､ 異

な る 日本語 の 表現 を 対応 さ せ る こ と に よ っ て そ れ

を 学習者 に 理解 さ せ る こ と は 比較 的容易 に 行 え る ､

と い う 事情 に よ る の で あ る ｡

2 . 5 . 教 室 で は学習 で きな い ほか の事項
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こ の よ う な 問題 は 時制 に 限 ら な い
｡ 同 じ よ う に

日 本人 に と っ て 学 習 が 難 し い と さ れ る 冠詞 も ､ 問

題 の 本質 は 一 緒 で 率る
｡ 不定冠詞 の a と 定冠 詞 の

th e の 使 い 分 け の 基本 に あ る の は
､

た っ た 1 つ の

き わ め て 簡潔な 原則 で あ る
｡ す な わ ち

､

(19) そ の 会話が 行 わ れ て い る 場面 に お い て
､ あ る

名詞表現 に よ っ て 指 し 示 さ れ る 対象 が 唯
一 特定

で き る 場合 はth e を ､ 出来 な v ) 場合 は a を 使 う ｡

と い うも の で あ る
｡

こ の 簡単な 原則 が 必要 に し て

十分 な も の で あ る と い う こ と は ､ こ れ が い わ ゆ る

｢総称 的｣ な 用法 に つ い て も 完全 に 当 て は ま る ､ と

い う こ と か らも推測 さ れ る
｡ 例 え ば

､ eo) の よ う に
,

総称文 に は 冠詞 の a を 用 い る 場合 とt h e を 用 い る 場

合 が あ る が ､ 両者の 違 い は ど の よ う に 教 え た ら 良

い で あ ろ う か ｡

C20) a . A d o g i s a vi gi l a n t a n i m a l .

b . T h e d og i s a v i g il a nt a ni m a l .

て い な け れ ば な ら な い
｡

上 の 例 で 言 え ば
､ 話題 と

な っ て い る リ ス ト は 犬 だ け か ら 成 る も の な の か
､

そ れ と も 生 き物 の 種の
一

覧表 な の か と い う こ と が

分 か っ て い な け れ ば な ら な い の で あ る
｡ 英語 の 冠

詞 に関す る専門的 な 文法書にCh r i s t o p h e r s e n (1 9 39)

や [ a wk i n s (1 9 7 8) と い っ た 大 著が あ る が
､

な ぜ そ

中ら が 大著 に な る か と い え ば､ 原則 が 複雑 な の で

は な く ､ 名詞 に よ っ て 指 し 示 さ れ る も の が 唯
一

特

定 で き る( あ る い は
､

で き な い) 場面と い う も の の

タ イ プ を(場面を 構成す る 要素と い っ た観点 か ら

分類 し) 列挙 し よ う と す る と ､ そ れ こ そ 数 限 り な

く 想定 し得る こ と に なる と い う事情を 反映 し て い

る か ら に 他 な ら な い の あ る ｡

_
現実 の 場面な し で は

習得 で き な い も の を ､ 現実 の 場面な し で 説明 し よ

う と す る こ と の
､ 必然 的 な帰結 と も 言 え よ う ｡

両方 と も ｢ 一

般 的 に 言 っ て
, 犬 と い う 生 き物は

警戒心 が 強 い 生 き物だ｣ と い う意味 で あ る が
､ ( a)

の 方 は ､ 不特定多数 の 犬 を 頭 の 中 に 措 い て ､ そ の

中の ど の 犬 を 取 っ て み て も そ う い う こ と が 言 え る
､

と い う 言 い 方 で あ り ､ (b) の 方 は ､ 頭 の 中に あ る の

は 様 々 な 生 き物の
一 覧表(動物種図鑑) で あ り ､ そ

･ の 中 か ら 犬 を 取 り 出 し て
､ そ れ に つ い て ｢ 警戒心

が 強 い ｣ と い う こ と が 言 え る ､ と い う言 い 方 を し

て い る の で あ る
｡

つ ま り ､
生 き物の 種 の

一

覧表 の

中 に 犬 は 1 つ し か な い の で
､ 特定 で き る の で あ る ｡

( も し 会話 の 参加者 の 中に
､ 犬 と い う も の を 見 た

こ と も 聞 い た こ と も な い 人 が い れ ば
､

そ の 人 の 頭

の 中 に あ る 動物種図鑑 に は 犬 は載 っ て い な い の で ､

th e d o g ( 犬 と い う も の は … .) と 言 わ れ て も 当惑

す る だ け に な る ｡)

こ の よ う な き わ め て 簡単 な 原則 で あ る に も か か

わ ら ず､ 日 本人 に と っ て 冠詞 の 習得 が 難 し い の は
､

｢
会話 が 行 わ れ る 場面 に 身 を 置 い て 学習 す る｣ と い

う機 会 が 極 め て 少 な い か ら で あ る ｡ 冠詞 を 理 解 す

る た-め に は
､ 実際 の 会話 の 場面 に お い て 言及 さ れ

て い る範囲 が ど こ ま で な の か ､ と い う こ と が 分 か っ

3 . 結語

本小論 で は ､ 英語 の 時制 シ ス テ ム に 対 す る 最近

の 代表的 な 見解 を 比較検討 し ､ 合 わ せ て 日本語 の

時制 シ ス テ ム に つ い て も ､ 部分的 な考察 を 行 っ た
｡

結果 と し て
､ 完 了形 は 時制 シ ス テ ム ゐ 一

部 で あ り

ア ス ペ ク ト で は な い と 見 な す べ き で あ る こ と ､ 英

語 と 日本語 で は 完 了形 に 関 す る 部分 は 非常 に よ く

似た シ ス テ ム に な っ て い る こ と を 見 た ｡ そ の 上 で ､

日本の 英語教育に お い て
､ 本来正 の 転移 が 生 じ て

も お か し く な い と こ ろ に 負 の 転移 が 生 じ て し ま っ

て い る と い う こ と を 指摘し
､

そ の 原因 が 時制 で あ

る 完了形 を ア ス ペ ク ト 的 に 扱 っ て い る こ と に あ る
､

と い う こ と を 主張 し た ｡

さ ら に
､

こ と ば の 習得 に お い て は ､ どう し て も

実際 に そ の こ と ばが 用 い ら申て い る 場面 に 身を置

か な け れ ば 習得 で き な い 部分 が あ り ､ 完了形 の 習

得 は ま さ に そ の よ う な 例 の 1 つ で あ る こ と を 指摘

し た
｡ そ の 意味 で

､ 日 本 の 英語教育 で 完了形 が ア

ス ペ ク ト 的 な 扱 い を 受 け て い る の は
､ 日本 の 英語

教育の 環境 を 考 え た 場合 ､

一

種 の 苦肉 の 策 で は あ

る が
､

そ れ が 結果的 に は 完了形 の 習得 を ま す ま す

難 し く し て し ま っ て い る可能性 は 否定 で き な い で

あ ろ う ｡

し か し な が ら ､

｢
外国語 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ

ン 能力 の 育成｣ ､ あ る い は ｢使 え る 英語｣ と い う 目
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日本人 英語学習者と 英語時制体系習得の 困難点に つ い て

標を掲げ る 以上 ､

｢ 現実的 に は 不可能 で あ る｣ だ け

で は済ま さ れ な い
｡ 小 さ な こ と で も ､

で き る こ と

か ら始め る 必要が あ る ｡ そ の 際, 第 2 言語習得研

究 か らゐ示唆 は 非常 に 有益 で あ る .

第 2 言語習得 で は ､ 学習者 の 頭 の 中で い か に そ

の 言語 に 対す る知識が 体系化 さ れ蓄積 さ れ て い く

か と い う こ と が ､ 中心 的 な視点 に な る
｡

い わ ゆ る

｢中間言語｣ が修正 さ れ再構築 さ れ て い く プ ロ セ ス

が 大事な の で あ る､ ｡ こ れ が 行 わ れ て 始め て 実用 に

耐え ら れ る 言語知識が身に つ く ｡
上 で 述 べ て き た

完了形 の 問題 は ､ 教 え難 さ と い う 障害 を 回避 す る

た め に ､ 肝心 の 中間言語 の 修正再療築と い う プ ロ

セ ス を 抜 き 飛 ば し て し ま っ て い る た め に 生 じ て い

る 問題と 捉え る こ と が で き よ う ｡

授業計画案な ど に は
､

｢
学習内容｣ ､

｢学習活動｣ ､

｢指導上 の 留意点｣ と い う 項目 は 必ず あ る が ､ 第 2

･

言語習得 と い う視点 か ら
一

番肝 心 で あ る ｢ 学習者

の 頭 の 中 で 起 こ っ て い ろ こ と( あ る い は ､ 起 こ る

こ と が 期待さ れ る こ と) ｣ と い う項目 は は と ん ど見

ら れ な い
｡

｢指導上 の 留意点｣ の 右側 に
､ ( そ れ ぞ

れ の 学習活動 に よ っ て)
｢ 学習者 の 頭 の 中 で 起 こ っ

て い る こ と( 起 こ っ て 欲 し い こ と ! ) ｣ と い う欄 を

付 け加 え る だ け で ､ 教 師の 授業計画は そ れ ま で の

も の と 全 く 違 っ た も の に な る は ず で あ る
｡

教師が

学習者 の 頭 の 中 で 起 こ っ て い る こ と に 注意 を 向 け

る よ う に な れ ば､ 必然的 に 生徒 に 行 わ せ る 言語活

動 の 量 は 大幅に増え て 行く で あ ろ う ｡ そ し て ､ そ

れ が ひ い て は 現在あ る 英語教育 の 問題 の 少な く と

も い く つ か に 対 し て
､

な ん ら か の 解決 の 手 が か り

を 見 出すき っ か け に
■
な る

､

と考え ら れ る の で あ る ｡
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た だ し, 当然
■
の こ と な が ら ､

本小論中 に あ る 誤 り や 不備 は
､ 筆者

一

人 が そ の 責

任を負うも の で あ る ｡

注

1 . 実際 は こ の 他に 仮定時(h yp o t h e t i c a l t i m e) を

設定 し て い る が
, 別 の 話

ノ

に な る の で 省略 す る ｡

2 . 中部地区英語教育学会2 0 02 年福井大 会 に お け

る 研究発表の 中 で も ､ 現在完了形 の 理解に 日本

語 の 言 い 回 し が か なり深く関わ っ て い る よ うガ ､
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