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論 文 名  

「 日 本 語 ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 の 第 二 言 語 習 得  

－ ベ ト ナ ム 語 と の 対 照 に 基 づ く ベ ト ナ ム 語 母 語 話 者 へ の 教 授 法 開 発 ― 」  

 

本 論 文 は 、 ベ ト ナ ム 語 を 母 語 と す る 日 本 語 学 習 者 を 対 象 と し た 日 本 語 ア ス ペ

ク ト 複 合 動 詞 の 効 果 的 な 指 導 方 法 の 提 案 と 、 指 導 法 の 効 果 検 証 を 行 っ て い る 。  

ま ず 、複 合 動 詞 の 多 義 性 の 教 授 法 に お い て 、ア ス ペ ク ト を 表 す 後 項 動 詞 を カ テ

ゴ リ ー 化 し 、独 自 の 教 材 を 製 作 し た 。さ ら に 、学 習 法 に つ い て は 、認 知 意 味 論 に

お け る カ テ ゴ リ ー 形 成 仮 説 （ プ ロ ト タ イ プ か ら 意 味 カ テ ゴ リ ー を 拡 張 す る コ ア

理 論 ）を ベ ー ス に 、言 語 転 移 の 事 例 か ら 学 習 を 進 め る 帰 納 法 推 論 を 用 い て 提 案 す

る 指 導 法 、 共 起 す る 語 彙 群 の 意 味 特 徴 か ら 理 解 を 深 め る Catego rize（ CA） 法 を

中 心 に お く 指 導 方 法 の 効 果 検 証 を 実 施 し 、 統 計 的 手 法 を 使 っ て そ の 手 法 の 有 効

性 を 示 し た 。  

 

本 論 文 は 7 章 か ら 構 成 さ れ る 。  

第 1 章 で は 、ま ず 日 本 語 と ベ ト ナ ム 語 で は 、外 界 知 覚 の 言 語 化 過 程 、即 ち 、概

念 化 の 形 成 過 程 が 異 な る と い う 研 究 背 景 を 論 じ 、 認 知 意 味 論 的 視 点 か ら 外 国 語

学 習 と 概 念 獲 得 に つ い て 概 観 し 、本 研 究 の 目 的 と 意 義 を 論 述 し て い る 。本 研 究 で

分 析 の 対 象 と す る 複 合 動 詞 は 、 前 項 動 詞 （ V１ ） の 連 用 形 に 後 項 動 詞 （ V2） が 後

続 し 、[V1+V2」型 を と る も の で あ る 。複 合 動 詞 の 特 徴 は 、「 ～ 込 む 」の 内 部 移 動 、

「 ～ 出 す 」 の 外 部 移 動 、 「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」 の 上 昇 移 動 と い っ た 「 位 置 変 化 」

を 表 す 基 本 的 な 意 味 か ら 、「 泊 ま り 込 む 」「 動 き 出 す 」「 書 き 上 げ る 」と い っ た

ア ス ペ ク ト な ど を 表 す「 状 態 変 化 」  を 表 す 拡 張 さ れ た 用 法 ま で 、後 項 動 詞 の 多

義 性 に あ る 。こ れ ら 多 義 性 を 持 つ ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 の う ち 、後 項 動 詞 の 出 現 頻

度 が 高 い 「 ～ 込 む 」 「 ～ 出 す 」 「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」 を 取 り 上 げ て い る 。  

多 義 性 を 持 つ 複 合 動 詞 で は 、一 般 に 学 習 者 に と っ て 、基 本 概 念 で あ る「 位 置 変

化 」の 意 味 は 理 解 し や す い の に 対 し 、意 味 拡 張 し た「 状 態 変 化 」の 意 味 は 類 推 し



に く い 。こ の た め 、複 合 動 詞 の 多 義 性 を 指 導 す る 方 法 と し て 、複 合 動 詞 の 意 味 類

推 に 有 効 で あ る 認 知 意 味 論 に お け る プ ロ ト タ イ プ の 捉 え 方 「 コ ア 理 論 」 を 援 用

し 、V2 の「 空 間 移 動（ 位 置 変 化 ）」を 基 本 的 な 意 味（ 典 型 的 事 例 、プ ロ ト タ イ プ

的 意 味 ）と し て「 典 型 化 」を 図 る よ う に 指 導 し て か ら 、拡 張 化 さ れ た 意 味（ 周 辺

的 な 例 ）を 説 明 す る 指 導 方 法 が よ り 効 果 的 で あ る と い う 仮 説 を 立 て 、こ の 指 導 法

が 学 習 者 の 複 合 動 詞 習 得 に 有 効 で あ る こ と を 実 証 す る た め 実 証 実 験 を 実 施 し

た 。  

実 証 実 験 に あ た り 、以 下 の 3 つ の 研 究 目 的 を 設 定 し て い る 。第 一 に 、対 照 言 語

学 の 観 点 か ら 、日 本 語 の 複 合 動 詞 が 表 す 意 味 用 法 を 起 点 概 念 と し て 、ベ ト ナ ム 語

に お い て 対 応 す る 概 念 表 示（ ベ ト ナ ム 語 表 現 と そ の 意 味 用 法 ）を 比 較 し 、両 言 語

の 表 現 間 で ど の よ う な 対 応 関 係 が あ る の か を 明 ら か に す る こ と 。第 二 に 、第 二 言

語 習 得 の 観 点 か ら 、 ベ ト ナ ム 語 を 母 語 と す る 日 本 語 学 習 者 群 を 対 象 と し て 複 合

動 詞 の 習 得 状 況 と 産 出 状 況 を 明 ら か に す る こ と 。第 三 に 、日 本 語 教 授 法 開 発 の 観

点 か ら 、 学 習 困 難 な 複 合 動 詞 の 習 得 に 有 効 な 指 導 法 を 提 案 す る こ と で あ る 。  

上 記 の 3 つ の 目 的 に 沿 っ た そ の 研 究 意 義 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

(a）学 術 資 料 の 累 積 と い う 視 点 か ら 、ベ ト ナ ム 語 と 日 本 語 の 複 合 動 詞 の 対 照 資

料 を 蓄 積 す る こ と に 寄 与 す る こ と 。(b）教 育 資 料 の 蓄 積 と い う 視 点 か ら 、ベ ト ナ

ム 語 母 語 話 者 に 見 ら れ る 複 合 動 詞 の 習 得 上 の 難 点 や 誤 り の 傾 向 を 明 ら か に し 、

日 本 語 習 得 研 究 分 野 の 発 展 に 寄 与 す る こ と 。 (c） 実 際 の 教 育 活 動 と い う 視 点 か

ら 、特 に 中・上 級 レ ベ ル の ベ ト ナ ム 語 母 語 話 者 の 教 育 指 導 に 新 し い 方 法 論 を 加 え

る と い う 、 研 究 意 義 が あ る 。  

 

第 2 章「 複 合 動 詞 研 究 」で は 、ま ず 複 合 動 詞 に 関 す る 先 行 研 究 を 意 味 的・体 系

的・対 照 的 視 点 か ら 概 観 し て い る 。次 に 、複 合 動 詞 を 対 象 と し た 習 得 研 究 か ら み

ら れ た「 非 用 」や「 誤 用 」の 現 象 に 触 れ 、本 研 究 の 課 題 に か か わ る 語 彙 習 得 の 有

効 な 指 導 方 法 を 提 案 し た こ れ ま で の 実 験 研 究 を 概 観 し て い る 。  

意 味 的 研 究 で は 、 複 合 動 詞 の 意 味 用 法 を 深 く 理 解 で き る 多 義 的 後 項 動 詞 の 詳

細 な 分 類 や 、複 合 動 詞 が 示 す 変 化 の 現 象 を よ り 簡 略 化 し 表 現 し た「 位 置 変 化 」と

「 状 態 変 化 」の 2 分 類 が 示 さ れ て い る 。そ し て 、意 味 が 他 言 語 と 異 な る 過 程 で 拡

張 さ れ た「 状 態 変 化 」は 、学 習 者 が 習 得 し に く い 意 味 用 法 で あ る と 推 測 し て い る 。 

体 系 的 研 究 で は 、複 合 動 詞 を「 統 語 的 複 合 動 詞 」と「 語 彙 的 複 合 動 詞 」に 分 け 、

習 得 が 難 し い の は 後 者 で あ る と し て い る 。ま た 、「 語 彙 的 複 合 動 詞 」を さ ら に「 主

題 複 合 動 詞 」「 ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 」に 分 類 し 、そ の 中 で ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 は 、

従 来 の 語 彙 的 複 合 動 詞 の 意 味 分 類 に お い て 最 も 難 し い グ ル ー プ で あ る と 指 摘 し

て い る 。 ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 で は 、「 後 項 動 詞 V2 が 補 助 的 動 詞 と し て の 役 割 を



果 た し て い る 」と い う 認 識 が 、先 行 研 究 の 共 通 点 で あ る 。対 照 的 研 究 で は 、「 位

置 変 化 」に は 対 応 可 能 性 を 示 す が 、「 状 態 変 化 」に は 概 ね 対 応 不 可 能 で あ る こ と

が 明 ら か に な っ た 。  

「 状 態 変 化 」を 完 全 に 表 現 す る た め に は 、動 詞 句 、動 詞 の 連 続 、構 文 の 変 更 の

よ う な 、語 以 上 の レ ベ ル で の 対 応 を 必 要 と す る 。ま た 、日 本 語 で は 複 合 動 詞 を 用

い る が 、他 言 語 で は 単 独 動 詞 の み で 表 現 で き る 例 も 見 ら れ る 。こ の よ う な 対 照 研

究 を 通 し て 言 語 間 の 同 異 を 明 ら か に す る こ と で 、 誤 用 や 非 用 が 生 じ る 仕 組 み を

捉 え る こ と が 可 能 に な り 、 こ れ が 複 合 動 詞 を 含 む 日 本 語 の 学 習 及 び 指 導 に 貢 献

す る と 考 え ら れ る 。  

次 に 、複 合 動 詞 の 習 得 研 究 で み ら れ た「 非 用 」や「 誤 用 」に つ い て 以 下 の よ う

に 論 考 し て い る 。即 ち 、複 合 動 詞 の 習 得 研 究 で は 、「 非 用 」が「 誤 用 」よ り 多 い

こ と が 従 来 指 摘 さ れ て い る が 、学 習 者 に 、複 合 動 詞 回 避 傾 向 と 複 合 動 詞 の 重 要 性

を 意 識 さ せ る た め に 、指 導 者 は 、学 習 者 の 使 用 実 態 を 把 握 し 、複 合 動 詞 の 重 要 性

を 学 習 者 に 提 示 し つ つ 、 複 合 動 詞 の 理 解 を 助 け る 教 授 法 を 提 示 す る 必 要 が あ る

こ と を 論 じ て い る 。  

加 え て 、 本 研 究 の 課 題 に 関 す る 語 彙 習 得 の 有 効 な 指 導 方 法 を 提 案 し た 実 験 研

究 を 概 観 し て い る 。 第 一 に 、 動 詞 の 指 導 方 法 と し て は 連 語 指 導 、 い わ ゆ る CA 法

の ほ う が 学 習 者 の 記 憶 を 促 進 し 、 理 解 を 深 め 、 有 効 で あ る こ と を 実 証 し て い る 。

第 二 に 、 母 語 と の 相 違 点 に 気 づ か せ る こ と も 可 能 で あ る CA 法 は 、 学 習 者 が 、 複

合 動 詞 の 意 味 拡 張 を 理 解 す る 可 能 性 を 指 摘 し て い る 。  

 

第 3 章「 複 合 動 詞 の 日 越 対 照 」で は 、「 対 訳 デ ー タ ベ ー ス 」と「 文 学 作 品 」に

お け る 検 証 と い う ア プ ロ ー チ か ら 複 合 動 詞 に お け る 日 本 語 と ベ ト ナ ム 語 の 対 応

表 現 を 考 察 し て い る 。  

対 訳 デ ー タ ベ ー ス に お け る 考 察 で は 、 日 本 語 と ベ ト ナ ム 語 で は 、「 位 置 変 化 」

の 複 合 動 詞 の 対 応 性 が 高 く 、「 ～ 込 む 」「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」「 ～ 出 す 」は 、そ

れ ぞ れ ベ ト ナ ム 語 に お け る「 V 1 + v à o ,  V l 十 l ê n ,  V 1 + r a」と 対 応 す る こ と を 明 ら か

に し て い る 。一 方 、「 状 態 変 化 」用 法 で は 、ベ ト ナ ム 語 で は 、「 動 詞 ＋ 副 詞 」「 動

詞 ＋ 形 容 詞 」「 動 詞 句 」な ど の 句 レ ベ ル で 表 現 さ れ 、「 位 置 変 化 」の よ う な 対 応

表 現 が 少 な い こ と を 示 し 、単 独 動 詞 、形 容 詞 な ど の 語 レ ベ ル で 訳 さ れ る 例 も 見 ら

れ る こ と を 、事 例 を 挙 げ て 示 し て い る 。さ ら に 、ベ ト ナ ム 語 以 外 の 他 言 語 を 母 語

と す る 日 本 語 学 習 者 に お け る 複 合 動 詞 の 自 然 な 訳 出 パ タ ー ン も 研 究 し 、 比 較 す

る 必 要 が あ る と 論 考 し て い る 。  

ま た 、意 味 の 抽 象 化 と 意 味 拡 張 に よ る 多 義 性 は 、後 項 動 詞 ご と に 規 則 的 に 生 起

す る だ け で な く 、 個 々 の 複 合 動 詞 毎 に も 生 起 し て い る 。 こ う し た 現 象 も ふ ま え 、



複 合 動 詞 の 後 項 動 詞 の 多 義 性 の み な ら ず 個 々 の 複 合 動 詞 の 意 味 変 化 に 注 意 し 提

示 す べ き で あ る と の 見 解 も 示 さ れ て い る 。  

日 本 の 文 学 作 品 と ベ ト ナ ム 語 訳 版 に お け る「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」の 対 照 結 果 に

お い て 、 「 上 昇 」 は 、 [V 1 + l ê n」 と の 対 応 が 見 ら れ る 。 「 完 了 ・ 完 成 」 に お い て

も 、対 応 は 顕 著 で は な い も の の 、一 定 数 観 察 さ れ る 。例 え ば 、「 構 図 を 作 り 上 げ

る 」dựn g  l ê n  k ị c h  b ả n（ 立 て る ＋ 上 げ る 十 台 本 ）や「 戦 略 を 練 り 上 げ る 」 l ê n  c h i ến  

lượ c（ 上 げ る ＋ 戦 略 ） の 場 合 は 複 合 パ タ ー ン 「 V 1 + l ê n」  ま た は 単 独 動 詞 と の 対

応 が 観 察 さ れ る が 、こ の l ê n は「 上 昇 」の 意 味 か ら 結 果 を 表 す ア ス ペ ク ト 的 意 味

へ と 意 味 拡 張 さ れ て い る 。  

 

第 4 章「 複 合 動 詞 の 習 得 状 況 」で は 、学 習 者 コ ー パ ス と 使 用 教 材 の 両 面 か ら ベ

ト ナ ム 語 母 語 話 者 に よ る 複 合 動 詞 の 産 出 状 況 と 習 得 状 況 を 明 ら か に し て い る 。  

ま ず 、学 習 者 コ ー パ ス の 考 察 で は 、習 得 し や す い は ず の「 位 置 変 化 」の 意 味 用

法 に お い て も 産 出 が 少 な い こ と が 指 摘 さ れ て い る 「 外 部 移 動 」 を 表 す 「 ～ 出 す 」

の 用 例 が 最 も 出 現 頻 度 が 高 く 、「 ～ 出 す 」の ほ う が「 ～ 込 む 」「 ～ 上 が る ／ 上 げ

る 」 よ り 学 習 者 に 定 着 し て い る と い う 。 ま た 、 使 用 教 材 の 視 点 か ら の 考 察 で は 、

「 ～ 出 す 」は 、「 ～ 込 む 」「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」よ り 多 く 扱 わ れ て い る 。こ の た

め 、「 ～ 出 す 」は 学 習 機 会 が 多 く 、学 習 者 の 理 解 が 進 ん で い る た め 、産 出 に つ な

が り や す く な る と 分 析 さ れ て い る 。加 え て 、産 出 結 果 は 、習 得 の 質 ま た は 量 を 反

映 す る た め 、習 得 の 不 足 を 改 善 す べ き で あ る と の 見 解 が 述 べ ら れ 、複 合 動 詞 の 特

徴 を 踏 ま え 、 初 級 段 階 か ら 上 級 段 階 ま で の 学 習 プ ロ セ ス を 考 慮 し た 教 授 法 が 必

要 で あ る と 論 考 し て い る 。  

 

第 5 章「 指 導 法 と そ の 理 論 的 枠 組 み 」で は 、有 効 な 指 導 方 法 を 提 案 す べ く 、本

実 験 に 用 い る 理 論 的 枠 組 み と 方 法 を 提 示 し て い る 。 認 知 意 味 論 の 観 点 か ら 複 合

動 詞 の 特 徴 を 解 釈 し 、多 義 性 を 説 明 す る「 コ ア 理 論 」や 典 型 化 を 促 進 さ せ る「 典

型 的 事 例 」、母 語 と 学 習 言 語 の 対 照 的 に よ る 相 違 へ の 気 づ き を 助 け る「 言 語 転 移 」

を 援 用 し て い る 。さ ら に 、記 憶 の メ カ ニ ズ ム や 帰 納 的 学 習 方 法 な ど の 効 率 的 指 導

理 論 を 提 示 し 、 本 研 究 の 実 験 へ の 応 用 可 能 性 を 説 明 し て い る 。  

本 研 究 で 行 う CA 法 で は 、 複 合 動 詞 の 意 味 用 法 、 そ の 複 合 動 詞 と 共 起 す る 表 現

の 両 面 に お け る カ テ ゴ リ ー 化 と「 典 型 化 」「 差 異 化 」「 一 般 化 」と い う 3 つ の 認

知 過 程 を 意 識 す る こ と の 必 要 性 を 述 べ て い る 。さ ら に 、最 初 に 典 型 的 用 例 を 学 習

者 に 提 示 し 、「 典 型 化 」の 認 知 を 促 進 す る 方 法 が 理 解 や 類 推 に 効 果 的 で あ る と 指

摘 す る 。そ の た め 、指 導 順 序 は 、習 得 し や す い「 位 置 変 化 の 意 味 」→ 習 得 し に く

い「 状 態 変 化 の 意 味 」と し 、指 導 順 序 の 明 示 に よ り 、指 導 が 困 難 で あ る 複 合 動 詞



を 、 母 語 を 問 わ ず 効 率 的 に 指 導 し 得 る 可 能 性 を 検 証 し て い る 。  

CA 法 は 複 合 動 詞 の 意 味 （ 深 い 処 理 ） 、 及 び そ の 複 合 動 詞 と 共 起 す る 語 （ 精 緻

化 ）を 考 え さ せ る 指 導 方 法 で あ る た め 、複 合 動 詞 の 理 解 を 深 め 、記 憶 を 促 進 す る

と と も に 、 長 く 維 持 す る 可 能 性 が 期 待 で き る 。 ま た 、 CA 法 は 用 例 の 明 示 に よ り

規 則 発 見 を 促 進 し 得 る た め 、日 本 語 を 母 語 と し な い 学 習 者 に と っ て 、効 率 的 か つ

刺 激 的 な 指 導 法 で あ る こ と が 述 べ ら れ て い る 。  

 

第 6 章「 学 習 者（ 被 験 者 ）の 特 徴 調 査 」で は 、ま ず 、被 験 者 で あ る ベ ト ナ ム 語

母 語 話 者 に 特 有 の 学 習 情 報 と 、複 合 動 詞 に つ い て の 意 識 調 査 の 結 果 が 報 告 さ れ 、

考 察 さ れ て い る 。こ の 考 察 を 通 し て 、ベ ト ナ ム 語 母 語 話 者 に よ る 習 得 と 産 出 の 難

し さ 、及 び そ の 要 因 を 明 ら か に し て い る 。次 に 、有 効 な 指 導 方 法 を 検 討 す る た め 、

CA 法 群 の ほ か 、複 合 動 詞 の 個 々 の 意 味 用 法 を 覚 え さ せ る Memori ze 法 群（ ME 法 ）、

複 合 動 詞 の 指 導 を 受 け な い 統 制 群（ C0）の 3 群 に 分 け 、指 導 効 果 を 検 証 す る 予 備

実 験 を 行 っ た 結 果 が 示 さ れ る 。そ の 予 備 実 験 の 結 果 を 踏 ま え 、本 実 験 の 内 容 を 改

善 し 、ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 に 着 目 し 、本 実 験 を 展 開 す る と い う 極 め て 緻 密 な 実 験

計 画 を 検 討 し て い る こ と が 高 く 評 価 さ れ る 。  

本 実 験 の 結 果 は 以 下 の ２ 点 で あ る 。 即 ち 、 (1)CA 法 ま た は ME 法 を 導 入 し た 群

は 、 指 導 を 受 け な か っ た 統 制 群 よ り ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 習 得 が 有 意 に 促 進 さ れ

た こ と 、(2）授 業 で 提 示 し な か っ た 初 見 の ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 の 意 味 用 法 の 類 推

に CA 法 の ほ う が ME 法 よ り 効 果 的 で あ る こ と を 明 ら か に な っ た 。  

次 に 、 後 項 動 詞 「 ～ 込 む 」 「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」 「 ～ 出 す 」 の 習 得 に つ い て 、

指 導 効 果 の 相 違 を 比 較 し て い る 。 そ の 結 果 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

ま ず 、 「 ～ 込 む 」 の 場 合 、 直 後 効 果 ・ 類 推 効 果 が 最 高 だ っ た の は ME 法 で あ る

が 、 維 持 効 果 が 最 も よ か っ た の は CA 法 で あ っ た 。「 ～ 込 む 」 の ア ス ペ ク ト 意 味

を 表 す「 固 着 化 」と「 累 積 化 」の 得 点 を 比 べ る と 、提 示 の 有 無 を 問 わ ず「 固 着 化 」

は CA 法 が 、 「 累 積 化 」 は ME 法 が 適 す る と い う 結 果 に な っ た 。 さ ら に 、 「 累 積

化 」 は 一 語 化 が 進 ん で お り カ テ ゴ リ ー 化 し に く い た め 、 ME 法 の よ う な 個 々 の 丸

暗 記 に 向 い て い る と 考 え ら れ る 。一 方 、「 ～ 上 が る ／ 上 げ る 」と「 ～ 出 す 」の 場

合 、直 後 効 果・類 推 効 果・維 持 効 果 の い ず れ も CA 法 の ほ う が ME 法 よ り 効 果 的 で

あ る こ と が 実 証 的 に 示 さ れ た 。  

 

第 7 章「 終 章 」で は 、ま ず 、被 験 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー を 通 じ て 得 た 評 価 と 、学

習 指 導 法 に 対 す る 受 講 の 感 想 に 基 づ き 分 析 結 果 を ま と め て い る 。次 に 、定 量 的 な

評 価 結 果 を 加 え て 、本 研 究 の 結 論 を 提 示 し 、教 育 上 の 示 唆 と 今 後 の 課 題 に つ い て

述 べ て い る 。  



被 検 者 へ の イ ン タ ビ ュ ー 結 果 は 以 下 の と お り で あ る 。  

第 一 に 、複 合 動 詞 の 学 習 機 会 を 与 え た こ と に 対 し て 被 験 者 か ら 高 評 価 を 得 た 。

第 二 に 、実 験 群 で 指 導 し た「 複 合 動 詞 」と 統 制 群 で 指 導 し た「 動 詞 の 自 他 」を 比

べ る と 、 「 複 合 動 詞 」 の 指 導 内 容 の ほ う が 高 く 評 価 さ れ た 。 第 三 に 、 CA 法 の ほ

う が ME 法 よ り 評 価 さ れ た 。  

本 論 文 の 研 究 成 果 か ら 、第 二 言 語 習 得 に お け る 、複 合 動 詞 及 び 多 義 動 詞・多 義

語 彙 習 得 に つ い て 示 唆 で き る 点 は 、 以 下 の 三 点 で あ る 。  

(1）母 語 の 知 識 を 生 か す べ く 、両 言 語 の 対 応 表 現 の 有 無 を 対 照 言 語 学 の 観 点 か

ら 考 察 す べ き で あ る 。 (2） 学 習 者 が 複 合 動 詞 の 意 味 を 体 系 的 に 理 解 で き る よ う 、

レ ベ ル に 応 じ て 語 彙 習 得 目 標 を 設 定 す べ き で あ る 。 (3） 習 熟 度 が 上 が る に つ れ

て 、効 率 よ く 産 出 す る こ と を 期 待 で き る 。(4）母 語 の 干 渉 に よ る 不 自 然 な 誤 用 を

予 防 す る た め に は 、単 語 の 意 味 を 覚 え さ せ る の で は な く 、共 起 表 現 、即 ち チ ャ ン

ク で 覚 え さ せ る こ と が 有 効 で あ る 。  

学 習 機 会 を 与 え 、 習 得 が 困 難 な ア ス ペ ク ト 複 合 動 詞 の 意 味 用 法 に 対 す る 理 解

行 動 を 深 め る こ と が 、 産 出 行 動 に 繋 が る こ と が 期 待 で き る 。  

な お 、本 研 究 で 行 っ た 実 験 は 横 断 的 で あ り 、有 効 的 な 指 導 方 法 を 用 い て ア ス ペ

ク ト 複 合 動 詞 の 運 用 能 力 を 高 め ら れ る か 、 と い う 縦 断 的 な 研 究 が 今 後 の 研 究 課

題 と し て 期 待 さ れ る 。ま た 、学 習 者 の 個 別 目 標 に 基 づ き 、共 起 表 現 付 き 複 合 動 詞

や 、日 本 語 能 力 試 験・会 話・ビ ジ ネ ス 場 面 で 多 用 さ れ る 複 合 動 詞 、ベ ト ナ ム 語 母

語 話 者 学 習 者 向 け の 複 合 動 詞 辞 典 編 纂 等 、 学 習 者 の 個 別 目 標 に 即 し た 教 材 開 発

に も 研 究 の 発 展 を 期 し た い 。  

 

学 位 審 査 論 文 の 内 容 、 最 終 試 験 に お け る 発 表 お よ び 質 疑 に 対 す る 応 答 を 総 合

的 に 判 断 し た 結 果 、審 査 委 員 会 は 全 員 一 致 で 、本 論 文 が 博 士（ 学 術 ）の 学 位 を 授

与 す る に ふ さ わ し い と す る 結 論 に 達 し た 。  

 

以 上  

 


