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語
が
嫌
い
に
な
り
、
親
子
関

係
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
い
か

ね
ま
せ
ん
。
言
語
習
得
の
目

的
や
ゴ
ー
ル
を
明
ら
か
に
し
、

各
子
ど
も
の
言
語
習
得
力
や

言
語･

文
化
へ
の
興
味
を
見

な
が
ら
、
そ
の
子
に
合
っ
た

教
育
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
際
結
婚
の
場
合
、
日
本

語
を
話
さ
な
い
配
偶
者
が
、

疎
外
感
を
感
じ
て
非
協
力
的

に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

そ
の
場
合
は
、
家
族
全
員
の

時
は
英
語
、
日
本
語
を
話
す

親
と
は
日
本
語
と
い
う
使
い

分
け
の
工
夫
が
必
要
で
す
。

話
し
言
葉
を

ま
ず
習
得

　

言
語
と
い
う
も
の
は
、
生

活
体
験
を
す
る
中
で
発
音
や

ル
・
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
り

ま
す
。

　

第
２
言
語
の
習
得
に
は
個

人
差
が
大
き
く
、
言
語
の
学

習
開
始
時
期
や
子
ど
も
の
性

格
、
友
人
な
ど
、
多
数
の
環

境
要
因
が
影
響
し
て
き
ま
す
。

　

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
を
目
指
す

動
機
や
ゴ
ー
ル
も
、
日
本
の

親
戚
と
話
せ
る
程
度
の
日
本

語
力
を
め
ざ
す
の
か
、
日
本

の
企
業
な
ど
で
働
か
せ
た
い

の
か
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

加
え
て
、
子
ど
も
の
言
語

接
触
量
や
言
語
習
得
能
力
に

よ
っ
て
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
異
な
り
ま

す
。
日
本
語
を
使
う
環
境
や

必
要
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の

に
無
理
や
り
勉
強
さ
せ
る
と
、

子
ど
も
は
日
本
語
に
興
味
が

な
く
な
る
ば
か
り
か
、
日
本

環
境
や
目
的
で

異
な
る
ゴ
ー
ル

　

一
口
に
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」

と
言
っ
て
も
、
言
語
力
の
違
い

で
、
大
別
す
る
と
３
段
階
に
分

か
れ
ま
す
。
両
語
と
も
年
齢
相

応
の
母
語
話
者
な
み
に
使
え
る

「
プ
ロ
フ
ィ
シ
ェ
ン
ト
・
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
」、
一
言
語
は
母
語

話
者
な
み
の
年
齢
に
応
じ
た
レ

ベ
ル
で
あ
っ
て
も
、
他
方
は
そ

こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
「
パ
ー

シ
ャ
ル
・
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」、

ど
ち
ら
も
あ
る
程
度
は
で
き
る

け
れ
ど
両
言
語
と
も
年
齢
に
応

じ
た
母
語
話
者
な
み
の
発
達
を

し
て
い
な
い
「
リ
ミ
テ
ッ
ド
・

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」が
あ
り
ま
す
。

大
抵
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
は
ど

ち
ら
か
の
言
語
が
も
う
一
つ

の
言
語
よ
り
強
い
パ
ー
シ
ャ

永住を予定している人も、駐在の人もお子さんを「バイリンガルにしたい」と考えていらっしゃ
る方は少なくないと思います。しかし、環境や個性によって、教育の仕方やゴールは異なります。
そこで、バイリンガル教育を実践するためのヒントをプロや体験者に伺いました。

アメリカ在住家庭、必読！プロに教えてもらった

バイリンガル
教育の注意点

•すべての子どもが高度のバイリ
 ンガルになれるわけではない
•バイリンガルに育てるための
 マニュアルはない
•子どもの興味・能力にあった教育
•家庭での使用言語は日本語

右から、片岡裕子教授、ダグラス・小川昌子教授、
知念聖美准教授

ヒント

子
ど
も
の
特
性
に
合
っ
た
教
育
を
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each 

の
片
岡
裕
子
教
授
と
ダ
グ
ラ
ス
・
小
川
昌
子
教
授
、

知
念
聖
美
准
教
授
は
、
日
米
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
、

３
人
の
専
門
家
に
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
の
概
念
に
つ
い
て
伺
い
、
編
集
部
で
ま
と
め
ま
し
た
。

バイリンガル教育の
専門家
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囲
に
置
い
て
お
く
と
い
い
で

し
ょ
う
。

補
習
校
な
ど
で

学
習
言
語
を
習
得

  

家
庭
内
で
は
話
す
内
容
は

限
ら
れ
て
お
り
、
会
話
の
レ

ベ
ル
の
域
を
出
な
い
の
で
、

家
庭
で
学
ば
な
い
学
習
言
語

を
習
得
で
き
る
補
習
校
や
日

本
語
学
校
は
有
効
だ
と
思
い

ま
す
。勉
強
以
外
で
も
、普
段
、

現
地
校
で
は
異
な
る
文
化
の

中
で
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て

い
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

同
じ
環
境
の
子
ど
も
同
士
で

過
ご
せ
る
こ
と
は
安
ら
ぎ
を

感
じ
る
場
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
は
授
業

が
理
解
で
き
て
、
通
学
が
負

担
で
な
い
こ
と
が
大
前
提
で

す
。
日
本
語
が
嫌
い
に
な
っ

て
は
、
元
も
子
も
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
語
学
校
に
は
い
ろ

い
ろ
な
学
校
が
あ
る
の
で
、

ど
の
タ
イ
プ
の
学
校
が
子
ど

も
に
合
っ
て
い
る
か
を
み
て
、

楽
し
く
学
べ
る
学
校
に
行
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

る
に
は
、
少
な
く
と
も
一
つ

の
言
語
が
年
齢
相
応
に
発
達

し
て
い
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

も
し
ど
ち
ら
の
言
語
も
母
語

話
者
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い

な
け
れ
ば
、
言
語
を
通
じ
て

知
識
や
学
力
を
つ
け
る
こ
と

が
非
常
に
難
し
く
な
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
一
つ

の
言
語
に
集
中
し
て
伸
ば
す

方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

漫
画
や
ゲ
ー
ム
で

楽
し
く
学
ば
せ
る

　

家
庭
で
日
本
語
を
学
ぶ
場

合
、
特
に
読
み
の
力
を
つ
け

て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
が

初
期
の
段
階
で
推
奨
し
て
い

る
の
は
日
本
の
漫
画
や
ア
ニ

メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
で
す
。

　

例
え
ば
、
漫
画
に
は
イ
ラ

ス
ト
が
あ
る
の
で
分
か
ら
な

い
語
が
出
て
き
て
も
、
イ

ラ
ス
ト
が
理
解
の
助
け
に
な

り
ま
す
。
子
ど
も
は
、
興
味

が
あ
れ
ば
、
言
葉
を
獲
得
し

よ
う
と
し
ま
す
。
子
ど
も
が

理
解
し
や
す
く
、
面
白
い
と

思
え
そ
う
な
も
の
を
親
が
周

た
日
本
語
全
体
が
伸
び
て
い

る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
話
す

力
、
聞
く
力
を
で
き
る
限
り

つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

第
１
言
語
を

大
切
に
し
て

　

言
語
習
得
の
ス
ピ
ー
ド
は
、

一
般
的
に
、
習
得
の
速
い
子

ど
も
で
日
常
会
話
に
２
〜
３

年
、
教
科
内
容
を
理
解
す
る

た
め
の
学
習
言
語
の
習
得
で

は
平
均
で
４
〜
８
年
か
か
る

と
い
う
研
究
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
日
本
語
を
第
１

言
語
と
す
る
子
ど
も
に
は
、

現
地
校
に
通
い
始
め
て
も
、

そ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
日
本

語
が
、
そ
の
子
に
と
っ
て
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は

か
り
、
考
え
る
た
め
の
道
具

で
す
。
急
に
英
語
だ
け
を
伸

ば
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

日
本
語
を
伸
ば
す
環
境
を
家

庭
で
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
英

語
は
次
第
に
強
く
な
り
ま
す
。

　

言
語
の
発
達
段
階
に
あ
る

小
中
学
生
が
知
的
に
も
精
神

的
に
も
健
全
な
成
長
を
遂
げ

文
法
の
正
し
さ
に
対
す
る
直

感
的
判
断
力
を
身
に
付
け
て

い
く
も
の
で
す
。
個
人
差
も

あ
り
、
明
確
に
は
言
い
切
れ

ず
、
母
語
の
よ
う
な
自
然
な

言
語
習
得
が
で
き
る
タ
イ
ム

リ
ミ
ッ
ト
は
10
歳
前
後
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
科
学
的

に
は
実
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

特
に
子
ど
も
の
場
合
、
話
し

言
葉
の
習
得
か
ら
書
き
言
葉

の
習
得
へ
と
い
う
順
番
が
自

然
の
流
れ
で
す
。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
日

本
語
を
学
ぶ
場
合
、
何
も
話

せ
な
い
の
に
、
ひ
ら
が
な
、

次
に
カ
タ
カ
ナ
、
そ
し
て
漢

字
を
教
え
る
学
校
が
多
々
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
生
活
環

境
が
日
本
語
で
な
い
場
合
は
、

日
本
で
行
っ
て
い
る
よ
う
な

「
国
語
教
育
」
と
は
異
な
っ
た

指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

そ
の
際
、
日
本
語
習
得
の

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
、
漢

字
に
注
目
し
が
ち
で
す
が
、

漢
字
が
で
き
て
も
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
要
な
話
し

言
葉
や
語ご

い彙
、
文
型
を
含
め

　人間が言語を学ぶ場合、文法、
読解、単語、音韻（アクセント）
の４機能が関連しているとされ、
それは英語も日本語も変わりません。
　研究によって、この４機能はそ
れぞれ左脳に分かれて存在し、文
法、読解領域は前頭葉、単語領域
は頭頂葉、音韻領域は側頭葉にあ
ること、また、それぞれ神経繊維
で相互につながって情報をやりと
りしながら機能していることが分
かりました。それで、私はこの状
況から「言語地図」を作成しまし
た。
　これら４領域は 熟達度に応じて
活動の仕方が異なり、英語の熟達度が低い脳は、
各領域が活発に活動するのに、熟達度が高い脳
はわずかしか活動しなくなります。英語力が高
い人ほど脳を使わなくても処理できるようにな
るためで、この省エネになった脳こそがバイリ
ンガル脳です。意識することなく省エネ脳にな
るには約６年かかることが分かっています。
　４つの領域のうち、文法と音韻の２領域は、
６歳くらいまでの脳の柔らかい時期に出来上が
りますが、仕上がりには個人差があり、それが
語学のセンスにつながります。
　一方、単語や読解領域は思春期に遅れて出来
上がりますが、生涯にわたって鍛えることがで
き、読書の効果が大きいと考えられています。

習
熟
度
Ｕ
Ｐ
で
脳
は
省
エ
ネ
化

脳内の言語地図を作成
東京大学大学院　酒井邦嘉教授




