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他動性に関する認知言語学的考察

- 文法形式と意味との乗離を巡って-

田 林 洋 一

1.序

本稿では文法形式と意味の変化を通して,スペイン語の他動性に関して

若干の考察を加えることを目的とする｡

2,文法形式と意味の変化について

文法形式 (あるいは文法)と意味の関係についての一つの伝統的な考え

方は,文法形式は意味とは完全に乗離して存在しているというものである｡

Chomsky以前の構造言語学的なBloom丘eldらの考え方では,文法形式

(狭義の統語論及び形態論)は語の間の結合,配列,及びそれに準ずる公

式を規定する一種の約束事であり,そこで行われる操作 (多分に変形的)

は意味に全く影響を与えない (即ち,文法形式が変わっても意味は変わら

ない)という存在であった｡

伝統的な立場に立つと,文法形式が異なる複数の文でも,一定の変形規

則にさえ従っていれば,当該文の意味が同じということになる｡ 例えば,

以下のような文のペアは,文法形式が変わっても意味は同じである｡

(1) a. Cervantesescribi6estanovela.

b. EstanovelafueescritaporCervantes.



152

(2) a. Visitamoslacatedraldondesecelebr6suboda.

b. Visitamoslacatedralenquesecelebr6suboda.

C. Visitamoslacatedralenlaqueseceiebr6suboda.

(1)は能動態と受動態のペアであり,伝統的な考え方では ｢セルバン

テスがこの小説を書いた｣と ｢この小説はセルバンテスによって書か礼

た｣は意味が同じと規定される｡ (2)では関係詞 donde,enque,enla

queはそれぞれ同義であ り,｢私達は彼の結婚が行われた大聖堂を訪ね

た｣というものである｡

これと対立して,文法形式と意味は不可分の関係にあり,文法形式が変

わると意味が変化するという考え方が存在する｡ 即ち,文法形式には意味

的要素が深 く浸透しており,文法レベルの些細な書き換えであっても,必

ず意味の変化を伴うという考え方である｡

20世紀前半は伝統的な考え方が言語学の大勢を占め,Chomskyによる

変形生成文法の考え方が広まると,それに従った研究が爆発的に盛んにな

った｡その後,今日に至るまで言語学は,文法と意味の乗離 (即 ち,文法

形式が変わっても意味は同じという想定)を如何に打ち破るかという点で

進展してきたといっても過言ではない｡徐々に破綻を見せていくのを目の

当 た りに した変形 生 成 文 法学 者 は, 今 度 は ｢泰 層構 造 (surface

structure)｣と ｢探層構造 (deepstructure)｣という二つの基準を設けた｡

これは,例えば能動態と受動態は同じ深層構造から派生した二つの表層構

造であり,事実上,意味は同じであるとする考え方である｡ この考え方に

よって,変形という操作は事実上放棄されるのだが,二つの表層構造は文

法形式が異なるだけで,実質的な意味は同じという,｢文法形式は意味に

影響を与ええない｣という基本姿勢は崩れてはいない｡

--:hJ,1970年代後半にそのアイデアが出現し,1980年代から研究が盛ん

に行われた認知言語学的な立場では,意味と文法形式は相互に影響しあっ

ており,文法形式が異なるならば意味も異なる,というテーゼを持つ｡例
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えば,英語の二重目的構文 (3a)と,toを取る与格構文 (3b)は伝挽

的な考え方では意味が同じであるが,認知言語学的な立場では異なる｡ な

ぜなら,その命題をキャンセルするような文を後続させると,二重目的語

構文では容認されない奇妙な文となるが,toを取る与格構文では容認さ

れるからである(1)｡

(1)toを取る与格構文が容認されるのは,二重目的語構文が持つ存在論的メタ

ファーの瞬時性に因る｡ 基本的に,前置詞 toはある事物が経路を通って移動

していく方向性をマークする前置詞である｡ 従って,toを取る与格構文では

問題の行為 (give)が瞬時になされることを合意しない｡この点で,toを持た

ない二重目的語構文はその行為が瞬時になされる可能性を秘めているため,紘

果が重視される｡ 以下の文を参照｡

(i) a. ?JohngaveabooktoMaryimmediately.

b. JohngaveMaryabookimmediately.

(ia)は副詞immediatelyを付加することによって,容認度がやや低くなる

(しかし,受け渡しの行為が目にもとまらぬ速さで行わjtたという過程を重視

する解釈ならば成立しうる)｡一方,同様の条件である二重目的語構文の (i

b)には特に有標的な解釈は存在しない｡よって,toを取る与格構文は過程が

重視されるという性格上,その結果をキャンセルすることができるのに対し,

結果を重視す る二重目的語構文はその結果をキャンセルできない｡

また,二重目的語構文の結果の含意は,二つの目的語の隣接関係に基づく随

伴関係から導き出されると分析することも可能である｡この時,近接性の関係

は,そのままメトニミ-的な拡張による意味を同時に表すことになる｡近接性

がそのまま随伴関係を表す例として,以下を参照｡

(ii) a. ghuankii

ARTJuanhouse

J̀LIan'shouse'

Langacker(1993:19)

b. jakareruguai

crocodile tail

c̀rocodile 's ta le '

Langacker(2004:35)

C. Inepokari-ne

l house-PUT

Ìwillhaveahouse'

Langacker(2004:36)

(iia)はパパゴ譜 (papagu),(iib)はグアラニ語 (guarani),(iic)はヤ
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(3) a. *JohngaveMaryapresent,butshedidn'treceiveit.

b. JohngaveapresenttoMary,butshedidn'treceiveit.

単産,伝統的言語学の言う ｢意味が同じ｣とは ｢命題真理値が等価｣と

いうだけであり,その合意される意味が異なる場合がある｡ 例えば,二重

目的語構文とtoを取る与格構文のペアも,(3)が示すように違いが生じ

る(2)｡

伝統的な ｢文法形式が変わっても意味が同じ｣とは,文法は意味とは独

立して存在し,相互に影響を与えることはないという考え方に適ずる｡ 即

ち,文法には意味とは独立した書き換え規則が存在し,当該命題はその書

き換え規則を経ても変化 しないということである｡ 従って,｢意味が同

キ語 (yaqui)の例であるが,どれも二つの語の隣接の解釈がそのまま所有関

係を衷 している｡ 二重 目的語構文の更なる議論は山梨 (2009:174-183),

Goldberg(1995:75)他を参照のこと｡

(2) 与格構文と二重目的語構文を,<経路から到達点>-の焦点シフトの認知プ

ロセスの違いから分析した研究にLangacker(1986:14)がある｡

(i) a. BillsentawalrustoJoyce.

b. BillsentJoyceawalrus.

Langackerや山梨 (2009:97)によると,(ia)は被動作主のwalrusが直

接目的語のランドマークとして選択され,BillからJoyceへの移行するwalrus

の移動経路が焦点化されている｡一方,(ib)はwalrusの移動先の所有領域

が焦点化されている｡従って,walrusがJoyceに渡ったという所有関係 (結

果状態)が合意される｡

また,以下に示すように与格構文に対応する二重目的語構文の間接目的語に

は,ある種の制限がある｡

(ii) a. IsentawalrustoAntarctica.

b. ?IsentAntarcticaawalrus.

C. Isentthezooawalrus.

Langacker(1986:18)

Antarcticaという物理的な場所がwalrusの所有者になることはできないの

で,(iia)に対応する二重目的語構文 (iib)は容認度が下がる｡ しかし,

(iic)のように,間接目的語に出現する項が場所であっても,その場所の背後

に所有者を含意すると (即ち,場所を参照点として所有者に辿り着くような近

接性のメトニミ-が成立すれば)容認される｡
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じ｣でも,通常,ある事態ないしは状況を複数の表現で描写することがで

きる,と考えられる｡ 即ち,ある事態を一つの文法形式を用いて表現した

ならば 別の文法形式で記述しても矛盾が起こらないということである｡

このような意味は真理条件的意味 (truth-conditionalmeaning)と呼ばれ,

対象は話し手から独立した客観的な記述がなされるものと期待される｡

しかし,文法形式の表す意味が ｢客観的な真理条件的意味｣のみに限定

されるわけではない｡以下の文では全て事象は変わらないが,｢主観的意

味｣は変化している｡

(4) a. Estecaminoestaunacuestabajada.

b. Estecaminoestaunacuestasubida.

(5) a. Lafarmaciaestaalaizquierdadelacafeterl'a.

b. Lacafeteriaestaaladerechadelafarmacia.

(6) a. JuansepareceaPedro.

b. PedrosepareceaJuan.

(7) a. Elbarrilsehaquedadomediovacio.

b. Elbarrilsehaquedadomediolleno.

(4)～(7)のペアの真理条件的意味は同じであるが,話し手の事態に

対するとらえ方が違うために異なる文法形式 (ないしは語桑)が用いられ

ている｡ 例えば,(6)のペアではJuanを知っている話し手は (6a)を,

Pedroを知っている話し手は (6b)を選択するであろう｡ また,(7)の

ペアに見られるように,話し手の心的態度が異なる (楽観的か悲観的か)

と,用いられる文法形式や意味が異なることもある｡

以上の点から,本稿では,近年の認知言語学的視点 (即ち,文法形式が

変われば意味も変わる)という立場を取る｡ なお,以下からは文法形式を

総称して ｢構文 (construcciones)｣と呼ぶが,これは狭義の語の配列だ

けでなく,統語的 ｡形態的な語の配列もそれ自体で意味を持ちうるという
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広義の文法形式を指す｡

本稿で述べる ｢構文｣とは,｢全体は部分の総和である｣とする合成原

哩 (compositionalityprinciple)とは対極の概念をなすと一般にみなされ

る｡ しかし,合成原理には ｢強い主張｣と ｢弱い主張｣がある (Taylor

&瀬戸 (2008:43))｡ このうち,本稿の ｢構文｣は強い合成原理に反し,

弱い合成原理に与すると考える｡

強い合成原理は ｢複合表現の意味は,①部分の意味,②部分の意味の合

成のされ方,によって完全に決定される｣と主張し,更に以下のような原

理の細則に基づく｡

(8)a｡ 複合表現の部分は,当該の言語体系の中で定まった意味を

持つ｡

b. 部分が複合表現に合成されるとき,定まった合成法がある｡

C. 部分の意味は複合表現の中で欠けることなく保存される｡

d. 部分の意味及び合成のされ方によらない ｢プラスの意味｣

が複合表現に生じることはない｡

一方,弱い合成原理は ｢合成原理は部分的にしか成 り立たない｣と主張

する｡ その中には,複合名詞句,メタファー,イディオム,レ1､リックな

どの他にゲシュタル ト知覚や意味の弾性 (semantic負exibility)が含まれ

る｡ また,一見イディオムでない表現も,合成性の原理を破って聞き手に

知覚される｡ 以下の文を参照｡

(9) a Elba16nestadebajodelamesa.

b. Juanpate61amesa.

(9a)にはどのような状態でボールがテーブルの下にあるのかの情報は

記載されていない｡もしかしたら机がロープに吊り下げられ,その真下に
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ボールがあるのかもしれないし,逆さまになった机の下に押し潰されるよ

うにボールがある可能性もある｡ しかし,聞き手はごく自然に ｢四本の脚

が地面を支えた状態で立っている机の下にボールがある｣という情景を知

覚する｡ この情報は各単語の意味を超えた,文化的またはゲシュタル1､的

なものである｡

また,(9b)もJuanが (恐 らく足の甲や側面を使って)机の (恐らく

脚ないしは側面を)蹴ったという解釈が導き出されるが,蹴るための足や

テーブルのどの部位を蹴ったかなどの情報は語糞項目内にも,文法形式内

にも存在しない (patearが ｢足の使用を前提 とした行為｣と語粂項目に

記載されている可能性は高いが,ただ足だけを使うのではなく ｢体全体を

使って蹴る｣ことも可能である)｡この意味は,ゲシュタル ト的な知覚の

他に,Langacker(1984)の述べる ｢活性領域 (activezone)｣の解釈も

可能である｡

更に,ゲシュタル1､知覚を超えた語の辞書的知識と文化的知識 (百科事

典的知識)も,文の理解に多大な影響を与える｡ これらの情報は語桑項目

に記載されているわけではなく,また,文法形式から導き出されるもので

もない,語用論的な性質を持つ｡

(10) Juanvioundiamanteensudedoanularysuspir6profundamente.

(10)の文を理解するには,①ダイヤモンドは指輪についている宝石の

ことで,たまたま指の上に転がっているわけではない,② anularという

譜が示すように,｢指輪のための指｣即ち左手の薬指を指す,③ Juanは

左手の薬指に指輪をはめているということで ｢結婚｣を表す文化の中にい

る,の三点が想定されていなければならない｡①は先に挙げた (9)の解

釈が必要とされるが,②及び③は文化的な知識であり,結婚した人間が左

手の薬指に指輪をはめない文化圏の人間には理解できない性質のものであ

る｡
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以上を総括すると,ある文を理解するには,①合成性の原理に基づく各

語桑項目の意味,に加え,②ゲシュタルト知覚によって拡張された意味,

③文化的 ｡社会的知識,④ある限定的なコンテクス ト,が必要ということ

である｡ 実際の言語運用では,①～④の区別はファジー(fuzzy)なもので,

話し手は特に意識してこれらの情報を使い分けているわけではない｡

3.他動性に関する考察

さて,(3)は二重目的構文とtoを取る与格構文の比較であるが,その

違いは畢蒐文法形式の他動性 (transitividad)に起因する｡ 他動性とはあ

る対象物に対して当該動詞句がどの程度影響を及ぼすかという指標であり,

同じ動詞でありながら用いられる構文 (文法形式)によって他動性が変化

することがある｡ 例えば,以下の文を参照｡

(ll) a. Marysang.

b. Marysangtothebaby.

C. Marykissedthebaby.

d｡ Marykissedthebabyawake.

e. Marysangthebabytosleep.

池上 (1991:89)

(lュa)のsangは自動詞であり,他の対象に影響を与えることはなく,

自己完結的である｡ 一方,(llb)のsangには付加詞tothebabyが与え

られ,影響を与える対象を明示してはいるが,その効果がthebabyに届

いたかどうかは不明である｡ 従って,以下のように命題をキャンセルする

ことが可能である｡

(12) Marysangtothebaby,buthewasn'tlistening.
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(llC)では,Maryのキスした影響は確実にthebabyに届いており (即

ち,Maryがthebabyにキスをしたことは事実である),他動性は (lib)

よりも高い｡(lld)では,Maryがキスをしたことで対象物thebabyに

｢起きる (awake)｣という変化が生じており,他動性は最も高い｡(lle)

も (lid) と同様 に,Maryが歌 うこ とに よってthebabyが ｢眠 る

(sleep)｣という変化を起こしているため,他動性は高い｡

(ll)の観察から,構文自体にも他動性の強さを読み取ることができる｡

おおよそ,他動性は,(13a)から (13d)に行くに従って高くなる｡

(13) a. 主語+自動詞

b｡ 主語+自動詞+付加詞

C. 主語+他動詞+直接目的語

d. 主語+他動詞+直接目的語+付加詞

(3)に戻ると,(3a)の二重目的語構文ではMaryが目的語として機

能しているため他動性が高く,よってMaryがプレゼントを受け取らない

という解釈は存在 しない｡ しかし,(3b)のtoを取る与格構文では,

Maryがto前置詞句に導かれて出現しているため他動性が低 く,命題の

キャンセル (Maryがプレゼントを受け取らないという解釈)が可能とな

る｡ このように,他動性は動詞の種類だけでなく,表現されている構文

(文法形式)によっても決定される｡

また,スペイン語には,同じ動詞でも自動詞と他動詞の両方の機能を持

つもの (即ち,他動性が低い場合と高い場合を同じ動詞で表現すること)

が多い｡

(14) a. Juancomeenelcomedor.

b. Juancomeunamanzanaenelcomedor.

(15) a. Juantrabajaenunafabrica.
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b, Juantrabajalatierra.

(14a)ではフアンが食べるという事実がクローズアップされるのに対し,

(14b)では食べる対象 (unamanzana)が直接目的語として明示され,

他動性が高くなる(3)｡(15)のペアも同様に,(15a)ではフアンが働いて

いることが際立ちを持ち,(15b)はその対象 (latierra)を明示すること

で,他動性が高くなる｡

更に,動詞の意味内容も直接 目的語を持つかどうか (即ち他動性の高

さ)に応じてわずかながら変化する｡ (15a)のtrabajaは単に ｢働く｣と

いう意味であり,フアンが具体的にどのような働き方をしていたのかとい

う様態に関する情報はない ((15a)では,フアンが工事現場の監督という

解釈もあれば,事務従事者,工学者などの解釈も可能である)｡一方,

(15b)のtrabajaは目的語latierraの存在により,｢畑を耕す｣という動

作の様態が動詞の意味に付与される｡

他動性の高さは主語や目的語など動詞が要求する項 (argumento)の種

類によっても異なる｡即ち,他動性は,被対象物が人間ないしは人間に準

ずるものかどうか,そして,動作主が被対象物にどの程度の影響をもたら

しているのかという語用論的な尺度によっても変化する｡ 例えば,受動構

文でもその対象が変化すると (即ち,対応する能動文と比較すると)容認

度に差が出る｡

(16) a. Juandesert6elej6rcito.

(3) (14b)のJuanのリンゴの食べ方には ｢動詞の限界｣という観念が想定され

ている｡Juanが食べているリンゴは,食べつくしてしまえばなくなる｡ 従って,

現在進行形にすると ｢食べる｣行為が線的に解釈され,｢食べ尽くす｣という

結果を想定した意味は放棄される (i)｡この時,｢～尽くす｣を意味する再帰

代名詞を付与すると容認度が下がる (ii)0

(i) Juanesはcomiendounamanzana.

(ii) ?Juanseestacomiendounamanzana.
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b. *Elej6rcitofuedesertadoporJuan.

(17) a｡ Todoslo§generalesdesertaronelej6rcito.

b. Elej6rcitofoedesertadoportodoslosgenerates.

(16a)では,フアンという-兵士が軍隊を脱走したからといって,直ち

に軍隊が壊滅する (即ち,軍隊が甚大な影響を受ける)ことにはならない｡

従って,影響が及ぼされるelej6rcitoを取り立てて受動構文の主語にする

と奇妙な文となる (16b)｡ しかし,(17a)のように全ての将校が軍隊を

脱走したならば,軍隊自体が壊滅するほどの影響を蒙ることになる｡ 従っ

て,影響が及ぼされるelej6rcitoを取 り立てて受動構文の主語にしても容

認される (17b)｡

この傾向は,スペイン語のみならず英語でも見られる｡

(18) a. Themoonwasreachedforthe丘rsttimein1969.

b. *TokyoStationwasreachedbyPeter.

(19) *AliceisresembledbyTom.

(18a)では,アポロ11号による初の到達によって,月の存在には人類に

対して心理的に多大かつ有意義な ｢変化｣がもたらされたと想定されるた

めに受動構文が容認される｡ しかし,(18b)のように,Peterという人間

が東京駅に着いたからといって,直ちに駅が聞き手に対して心理的に多大

な ｢変化｣をもたらすとは考えにくい (しかし,Peterが指名手配中の犯

人で,行く先々で殺人を繰り広げているような特殊な文脈では (18b)ち

容認されうる)oまた,(19)ではTomがAliceに対して余程 ｢似るよう

に｣働きかけない限り,受動構文は容認されないであろう｡

更に,以下のような文脈を与えられた場合,前者は適格だが,後者は容

認しづらくなる｡
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(20) a. iQu61ey6Juan?-Elley61anoveladeCervantes.

b. AQu61ey6Juan?-#LanoveladeCervantesfueleidapor

Juan.

スペイン語では基本的に後に来る要素が新情報を担う｡ (20a)は,前文

の問いに適格に返答しているが,(20b)は前文の求める答え (1anovela

deCervantes)を既知情報が担う場所 (即ち,動詞の前の位置)に提示し

ているため,容認度は低下する｡

このように,他動性は,①動詞の種類,に加え,(参構文 (文法形式)の

種類,③項が持つ要素の種類,④文脈あるいは情報構造に代表される語用

論的要素,によっても異なるということである｡

4L他動性の高低の指標

他動性の高さを測る一つの指標として,(3)で示 したように当該命題

をキャンセルする文を後続させるという方法が取られる｡ しかし,キャン

セルが可能かどうかは,同じ動詞であっても日本語や英語,スペイン語な

ど言語間によって差異があるようである｡

本稿では,まず他動詞ahogarを取 り上げる｡ 通常,｢溺れ (させ)る｣

を和西辞書で引くとahogarないしはahogarseが出てくるが,ahogar(se)

と ｢溺れ (させ)る｣の他動性は同じではない｡

(21) a. Juanahog6aCarmen.

b｡ フアンはカルメンを溺れさせた｡

スペイン語の (21a)ではカルメンが死んだことが含意されるが,それ

に対応する日本語の (21b)はそうではない｡従って,当該命題をキャン

セルさせると容認度に差が出る｡
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(22) a. *Juanahog6aCarmen,peroellanomuri6.

b. フアンはカルメンを溺れさせたが,彼女は死ななかった｡

(22)のペアが意味するところは以下の通 りである｡ 即ち,(22a)の

ahogarは対象物が影響を蒙った結果,それがどうなったかという結果を

含意するのに対し,(22b)の ｢溺れさせた｣には対象物が影響を蒙った

結果の含意がない｡

このように,行為 (溺れさせる)とその結果 (死ぬ)との間に強い因果

関係がある場合,一方が他方-転用されることがある｡ 例えば,dibujoは

｢デッサ ン｣の他に ｢措 くこと｣ という行為 も表すことができるが,

dibujoenlaparedは ｢壁に描かれたもの (作品)｣という行為の結果によ

る解釈しかない｡日本語でも,｢あやまる｣には ｢誤る｣と ｢謝る｣があ

るが,語源的にこの二つは ｢誤 りを犯した結果,迷惑をかけた人に謝る｣

という行為と結果の因果関係の近接性から来ている(4)｡

さて,(22b)をスペイン語にする場合,寧ろ (23a)のようにtratarde

を伴って表す方がよいと思われる｡ また,状況によっては迂言法iraで表

される場合もある (23C)｡

(23) a. Juantrat6deahogaraCarmen,peroellanomuri6.

b. フアンはカルメンを溺れさせようとしたが,彼女は死なな

(4) この近接性の因果関係は,時として文法化 (gramaticalizaci6n)を引き起こ

すことがある｡例えは 英語の完了の助動詞haveは,所有の意味を表す本動

詞have(持っている)に由来する｡Ibavereadabook.は,もともとIhave

abookread.のような構文から派生している｡ 後者では,｢本を読んでしまっ

てそれを所持している｣という行為の結果としての状態に焦点が当てられてい

る｡ しかし,後に行為に言及しつつも先行する ｢読む｣という行為に重点を移

していき,最終的にhaveの所有の意味が弱まり助動詞化したと考えられる｡

スペイン語でも,完了を作る助動詞haberは13世紀にはaverという形で,

tenerと共に ｢保持する｣｢持つ｣という意味を持っていた｡このことは,莱

語の完了形がhaveを用いていることと無関係ではない｡
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かった｡

C. Juanibaaahogarseenelrio,per°61nomuri6.

a. フアンは川で溺れかけたが,死ななかった｡

もう一つ,ahogar(se)が ｢溺れ (させ)る｣に対応するのではなく,

｢溺死す (させ)る｣という複合語に対応するという考え方がある｡ つま

り,スペイン語には日本語の ｢溺れ (させ)る｣に対応する語がないとい

う見方である｡この考え方は,既に近年の辞書ではかなり取 り入れられて

いるようである｡ 例えば,『ポケットプログレッシブ西和 ｡和酉辞典 (小

学館)』や 『西和中辞典第 1版 (小学館)』には ｢溺れ (させ)る｣と併記

して ｢溺死す (させ)る｣,『現代スペイン語辞典 (白水社)』や 『西和中

辞典第2版 (小学館)』には ｢溺れ (させ)る｣の表記がなく,｢溺死す

(させ)る｣としか記載されていない (｢窒息 (死)させる｣や ｢絞殺す

(させ)る｣は省 く)｡逆に,『プログレッシブスペイン語辞典第2版 (小

学館)』には,｢溺れ (させ)る｣の表記しかない｡

酉酉辞典で見ると,MariaMolinerのDiccionariodeusodelEspan～olで

は,ahogarを "Mataraalguiensumergi6ndoleenaguaoimpidi6ndole

respirardecualquiermanera","Moriralguienpornopo°errespirar"ど

説 明 してお り,結果状態 を表す ｢殺す (matar)｣ ない しは ｢死 ぬ

(morir)｣が先に説明され,その様態 (｢殺し方｣ないしは ｢死に方｣)は

半ば補助的に説明される｡ また,SGELの Grandiccionariodeusodel

espan～olで も,ahogarを "Quitarlavidaaunapersonaoaunanimal

privandoledelarespiraci6n,biensumergi6ndoleenaguaduranteun

tiempo,bientapえndolela§viasrespiratoriasoapretandoleenla

garganta"と説FDjしており,やはり結果状態を表す ｢命を奪う (quitarla

vida)｣を第一義的に説明している｡ また,『Larousseスペイン語版百科

事典 (2005年度版)』でも,ahogarを"Causarlamuertedeunapersona

ounanimalimpidi6ndolerespirar"と説明しており,やはり結果状態を表
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す ｢死を引き起こす (causarlamuerte)｣を第一義的に説明している｡

その他,EspasaのDiccionariodelalenguaespan～olaparaestudiantesde

espan～olではahogarを"Mataralguienoalgo(aunapersonaoanimaD

impidi6ndolelarespiraci6m"と 説 明 し,RealAcademiaEspa缶olaの

Diccionariodelalenguaespan～ola第22版 (2001)でも,ahogarを"Quitar

lavidaaunapersonaoaunanimal,impidi6ndolelaresplraCi6n,yasea

apret畠ndolelagarganta,yasumergiendoloenelagua,yadeotromodo"

と説明している｡

以上から,スペイン語には日本語の ｢溺れ (させ)る｣に相当する語句

はなく,ahogar(se)は ｢溺死す (させ)る｣と結果状態を表す複合動詞

で訳した方が正確であると言うことになる｡ 結論を急 ぐことはできないが,

日本語では,結果状態を複合動詞で表すのに対し,英語やスペイン語では

無標の扱いになっているように見受けられる｡ 更に,動詞の様態は日本語

では複合動詞が担うのに対し,スペイン語では動詞に組み込まれているか,

現在分詞を用いて表現する傾向にあると言える｡

日本語ではキャンセルが可能でも,スペイン語ではキャンセルが不可能

な語桑が ahogar以外にもいくつか存在する｡ 例えば,以下の例文を参照｡

(24) a. *Juanlepersuadi6aMariaparaquevinieraala丘esta,

peroellanovino.

b. フアンはマリアをパーティに来るように説得したが,彼女

は来なかった｡

(25) a. *Fernandollamaporte16fonoaMargarita,per°ellano

estabaen仁asa.

b｡ フェルナンドはマルガリータに電話したが,彼女は留守だ

った｡

(26) a. *Juanleayud6aMariaaresolveresteproblema,pero

ellanopodiaresolverlo.
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b. フアンはマリアがこの間題を解くのを手伝ったが,マリア

は解けなかった｡

(27)a. *Juanas丘Ⅹi6aMaria,per°ellanomuri6.

b. フアンはマリアを窒息させたが,彼女は死ななかった｡

(28) a. *Juanhirvi6elagua,peronohirvi6.

b. フアンは水を沸かしたが,沸かなかった'5)｡

(29) a. *Ⅰsabelquem6elmu缶eco,per°nosequem6L6).

b. イサベルは人形を燃やしたが,燃えなかった｡

(30) a. *Juandisolvi6elhielo,peronosedisolvi6.

(5) 池上 (1981:270-271)は,以下の文を挙げて,日本語でも同じように目的

語を使っていても ｢結果を表す (または合意する)目的語｣を伴う場合には,

矛盾した感じを最も強く受けると述べている｡

(i) a. 沸かしたけど,沸かなかった｡

b. ?水を沸かしたが,沸かなかった｡

C. *湯を沸かしたが,沸かなかった｡

これは,日本語の ｢沸く｣が目的語を義務としてとらない (即ち,同じ形態

を持ちながら他動詞としても自動詞としても使える)ことを考慮に入れなけれ

ばならないことを示唆している｡スペイン語も英語とは異なり,この種の自他

交替は認められるが,それによる ｢結果性｣は薄らいではいないように思われ

る｡

(6) ｢水を沸かしたが,沸かなかった｣や ｢人形を燃やしたが,燃えなかった｣

という表現は,不適格と答えた日本人インフォーマントが2名いた｡彼らは

｢沸かない (燃えない)と想定 しうる対象が目的語に来れば,容認度が上が

る｣と主張して,以下の文を提示した｡

(i) a. がちがちに凍った水を沸かしたが,沸かなかった｡

b. 燃えにくい紙を燃やしたが,燃えなかった｡

更に,｢容易に沸 く (燃える)と想定しうる対象が目的語に来ても,容認度

が上がる｣として,以下の文が挙げられた｡

(ii) カラカラに乾いた藁半紙を燃やしたが,燃えなかった｡

それぞれ,(i)は対象が蒙った影響による結果をあらかじめ想定 (含意)

できること,(ii)はその想定 (含意)に反して,という対比の影響が見て取

れる｡ここで ｢燃えやすさ｣や ｢沸かしやすさ｣といった意味内容を選択制限

(selectionalrestriction)に組み込むことはできないが,畢克,日本語でも結

果状態を想定するがゆえに表現される要素が選別されることもあるということ

である｡
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b. フアンは氷を溶かしたが,溶けなかった｡

(31) a. *Juandcrriti6elhelado,peronosederriti6.

b. フアンはアイスを溶かしたが,溶けなかった｡

(32) a *Juanmezc16elaguayelaceite,peronosemezclaron.

b. フアンは水と油を混ぜたが,混ざらなかった｡

(33) a. *Juanlelevant6aMaria,per°ellanoselevant6.

b. フアンはマリアを起こしたが,マリアは起きなかった｡

(24)から (33)までの例では,スペイン語には先ほど検討したahogar

と同じ意味構造を持つ動詞句があることを示唆している｡即ち,それぞれ

動詞句 persuadiar,llamarporte16fono,ayudaraunoaresolver,as艮Ⅹiar.

hervir,quemar,disolver,derretir,mezclar,levanter(se)は結果状態 を

合意する(7)｡従って,対応する日本語が当該命題をキャンセルする文を後

続できるのに対し,スペイン語では当該命題をキャンセルする文を後続さ

せると,容認不可能な文となる(8)｡

このうち,(24)から (27)までの動詞は,ahogarと同じく対象物が直

接目的格として明示されている｡(28)のhervirは,単独で他動詞的な振

る舞いと自動詞的な振る舞いを同時に見せる語であり,日本語の ｢沸か

(7) このうち,llamarporte16fonoに対応するドイツ語telefonierenやフランス

語t616phonerは,日本語のように相手が電話に出たことを合意しないようで

ある｡ しかし,英語callはスペイン語と同様に結果状態を合意するため,日本

語と以下のような対立をなす｡

(i) a. #JohncalledMary,butshewasout.

b. ジョンはメアリーに電話したが,彼女は留守だった｡

(8) 山梨 (2009:101)や池上 (1981:266)は,言語類型論的な立場から日本語

と英語を分析している｡即ち,<移動>のスキーマと<行為>のスキーマのう

ち,日本語は<移動>のスキーマを重視するのに対し,英語やスペイン語は<

行為>のスキーマを重視する｡また,池上は,一般的に日本語は<到達点指向

性>が弱く,英語は<到達点指向性>が強いとしている｡<到達点指向性>に

関する両言語の違いは,<起点-経路-到達点>のスキーマにおける焦点化の

違いの拡張のケースとして解釈することも可能である (山梨 (2009:103))｡
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す｣(他動詞)と ｢沸く｣(自動詞)とは異なり,語条約かつ形態的に他動

詞と自動詞を見分ける術はない｡(29)から (33)の動詞は,再帰代名詞

seをつけることによって他動詞と自動詞の交替が観察される｡(29)では

quemar(se)が ｢燃やす｣と ｢燃える｣の対立,(30)ではdisolver(se)

が ｢溶かす｣と ｢溶ける｣の対立,(31)ではderretir(se)が ｢溶かす｣

と ｢溶ける｣の対立,(32)ではmezclar(se)が ｢混ぜる｣と ｢混ざる｣

の対立,(33)ではlevantar(se)が ｢起こす｣と ｢起きる｣の対立を示し,

それぞれ前者が他動詞的な振る舞い,後者が自動詞的な振る舞いを見せる｡

以上から,スペイン語の動詞は多分に結果状態を含意するのに対し,冒

本語の動詞は結果状態ではなく,その過程に焦点を置くという一般原則を

立てることができる(91｡これをスキーマで表すと,以下のようになる｡ そ

れぞれ,下線部はそれが合意され,かつ焦点が置かれる意味要素,括弧内

(9) 同じ言語でも異なる語桑を用いると ｢結果状態｣に焦点を置くか,｢過程｣
に焦点を置くかが変わることがある｡例えば,英語のseeは結果ないしは着点

に注目するのに対し,lookは主に行為ないしは過程に焦点が当てられる｡ 以

下の文を参照｡

(i) a. Billsawthehouse.

b. *Billsawtothehouse.

C. *Billsawtowardthehouse.

d. 一軒Billisseeingthehouse.

(ii) a. *Billlookedthehouse.

b. *Billlookedtothehouse.

C. BilHookedtowardthehouse.

d. Billislookingatthehouse.

米山 (1996:67)

(i)が示すようにseeの用法では通常は進行形がなく,着点に注目する性

質がある｡ 一方,(ii)のlookは進行形を許すこと,過程のプロセスを明示す

るtowardと共に生起できることから,過程を重視する語養であるといえる｡

従って,seeとlookは以下のように一つの文に共起しても矛盾文とはならない｡

(iii)Imusthavelookedatitahundredtimes,butIneversau]it.

(i)～(iii)が示すのは,lookとseeの意味領域に違いがあるということで

ある｡スペイン語でも ｢注視する｣mirarと ｢轟きも視する｣contemplar,そして

｢(一般的な)見る｣verなど,この種の対立はいくつも見つかるであろうo
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はそれが合意しないこともある要素を示す (ここで注意すべきは,日本語

の動詞は結果の ｢不達成｣を含意するのではなく,達成か不達威かを問わ

ないという点である)｡

(34) スペイン語 行為の過程 + 結果状態

日本語 行為の過程 十 (結果状態)

スペイン語の動詞の意味構造に存在する ｢結果状態｣を含意させないよ

うにする一つの方法は,ある命題を述べた後に一度音声的なポーズを置き,

そして改めて当該命題をキャンセルするような文を後続させることである｡

(35) a. Juanlepersuadi6aMariaparaquevinieraalafiesta.

Peroellanovino.

b｡ フアンはマリアをパーティに来るように説得した｡しかし

彼女は来なかった｡

(36) a. Juanahog6aCarmen.Peroellanomuri6.

b. フアンはカルメンを溺れさせた｡しかし,彼女は死ななか

った｡

(35)の意味するところは,フアンはマリアをパーティに来るように説

得し,そしてマリアは一度はそれを了承したが,それから時間がしばらく

経ってから考え直して,結局はキャンセルしてパーティに来なかった,と

いうものである｡ つまり,前文と複文は完全に別個な存在であり,音声的

にはポ-ズが,正書法 (統語的)にはピリオ ドがその役 目を果たす｡

(36)も同様に,フアシはマリアを溺死させたように見えたが,後の蘇生

術で奇跡的にマリアが息を吹き返したという文脈ならば成立しうる｡ しか

し,かなり強力な文脈的サポー トがないと動詞の結果状態の含意を取 り消

すことは難しいと思われる｡
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さて,当然のことながら,スペイン語の動詞のうち,意図的な行為を表

す動詞が全て結果状態を合意するわけではない｡また,日本語の動詞も全

て結果状態を合意しないわけではない｡それぞれの言語の動詞については

以下の可能性が考えられる｡

(37) a. スペイン語も日本語も ｢結果状態｣を含意す9る動詞｡

b. スペイン語も日本語も ｢結果状態｣を合意しない動詞｡

C. スペイン語では ｢結果状態｣を含意するが, 日本語では

｢結果状態｣を合意しない動詞｡

d. スペイン語では ｢結果状態｣を合意しないが,日本語では

｢結果状態｣を合意する動詞｡

(37a)に相当する動詞に ｢殺す (matar)｣が挙げられる｡ この動詞は

スペイン語も日本語も ｢結果状態｣を合意する｡

(38) a. *Juanmat6aMaria,per°ellanomuri6.

b. *フアンはマリアを殺したが,彼女は死ななかった｡

(38)の動詞 ｢殺す (matar)｣は両者とも ｢マリアが死んだ｣ことを合

意するため,当該命題をキャンセルする文を後続させると容認不可能にな

る(】o)0

(10) matar(殺す)は ｢結果状態を合意する｣動詞というより,｢結果状態も表

す動詞｣とした方が適切かもしれない｡例えば,英語のshoot,スペイン語の

dispararに は ｢(対 象 を) 撃 っ た ら死 ぬ だ ろ う｣ とい う推 測 的 意 味

(implicaci6n)が働 くため,当該命題をキャンセルすることはできない｡なお,

英語のshootを 『ジーニアス英和大辞典 (大修館書店)』で見ると ｢弾丸など

が当たることで,その結果負傷させたり殺したりすることを含む｣と但し書き

がついている｡日本語の ｢撃つ｣にはこの推測的意味は組み込まれていない｡

(i) a. *Maryshottheenemy,buthewasnotdead.

b. *Marl'adispar6contraelenemlgO,Per°61nomuri6.
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また,｢増やす (aumentar)｣も同様に (37a)に相当する動詞である｡

スペイン語ではaumentarが自動詞にも他動詞にも使えるが,日本語では

｢増やす｣と ｢増える｣という形態的な自他交替を見せる｡

(39) a. *Juanaument6lainversi6n,peronoaument6.

b. *フアンは投資を増やしたが,増えなかった｡

(37b)に相当する動詞に ｢招待する (invitar)｣が挙げられる｡この動

詞はスペイン語も日本語も ｢結果状態｣を合意しない｡

(40) a. Juaninvit6aMariaala丘esta,per°ellanovino.

b. フアンはマリアをパーティに招待したが,彼女は来なかっ

た｡

(40)の動詞 ｢招待する (invitar)｣は両者とも ｢来る｣という結果状態

を合意しないため,当該命題をキャンセルする文を後続させても容認可能

である｡

本稿で集中的に見てきたパターンが (37C)であるため,ここでは繰 り

返さない｡

(37d)のパターンは管見では見当たらない(111｡即ち,先に示したスキー

マ (34)がスペイン語と日本語の動詞の基本的意味構造ということになる｡

C. マリアは敵を撃ったが,敵は死ななかった｡

しかし,動詞matar｢殺す｣には,既に行為としての結果状態が ｢推測的意

味｣ではなく,語褒項目に記載されている情報と考えた方が自然である｡

(ll) 池上 (1981:267-268)や池上 (1996:173)では,英語が結果の達成を常に

合意し,達成を必ずしも合意しないのは日本語であるとしている｡この点から

見ると,スペイン語と英語は動詞の意味構造が似ているということになる｡な

お,達成を合意することから来る場所理論における運動動詞の達成についての

研究は池上 (1981:263-265),Anderson(1971)などを参照｡
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5.スペイン語と日本語の重力詞のスキ-マ

以上から,スペイン語は日本語に比べて動詞の行為によって引き起こさ

れた ｢結果状態｣を重視する言語ということができる｡つまり動詞の行為

の結果として生じる ｢状態｣を合意する傾向が強い言語である｡

さて,スペイン語 と日本語を対比 した (34)のような図式は,既に

Talmy(1988)や Langacker(1990)が ビ リヤ ー ド｡モ デ ル (action

chain),Croft(1991)が因果連鎖 (causalchain)という説明原理を用い

て説明している｡ 最後に,スペイン語の動詞と日本語の動詞の因果連鎖を

概観する｡ 本稿では既に ｢溺れ死ぬ (ahogarse)｣の分析を行ったが,そ

れを因果連鎖で示すとどうなるか,以Tの文を参照｡

(41) a. Juanahog6aCarmenenelrio.

b. フアンはカルメンを川で溺れさせた｡

繰 り返すように,スペイン語で表した (41a)はカルメンが死んだこと

を合意するため,キャンセルすることがで きない｡対応する日本語

(41b)はキャンセルが可能である｡

(42) a. *Juanahog6aCarmenenelrio,per°ellanomuri6.

b. フアンはカルメンを川で溺れさせたが,死ななかった｡

(42)を踏まえたうえで,(41)の因果連鎖は以下の通 りである｡

(43) a. Juan CarmenAhogarseMorir

● - ● - ● - ● - ● - ●

VOL ACT CAUSE MOVE STATE



スペイン語の動詞と構文が持つ他動性に関する認知言語学的考察 173

b. フアン カルメン 溺れる

● - ● - ● - ● - ●

VOL ACT CAUSE MOVE

(VOLはvolition,ACTはactionを表す)

スペイン語のビリヤー ドモデル (43a)は,Juanが意図 (volici6n)を

持ってCarmenが溺れて死ぬ原因となる行為を行ったことを示す｡その時,

下線で示したようにその結果となる ｢溺れて,そして,墾垂｣という状態

がクローズアップされる｡ 一方,日本語のビリヤー ドモデル (43b)は,

フアンが意図を持ってカルメンが溺れる原因となる行為を行ったことまで

は同じだが,それによって伴う結果 (カルメンが死んだ状態)は含意され

ない｡従って,日本語の動詞 ｢溺れ (させ)る｣では,黒丸で表された参

与者 (participantes)がスペイン語の動詞 ahogar(se)よりも少ない｡

｢溺れ死ぬ｣｢溺死する｣という複合動詞にすると,スペイン語のahogar

(se)により近くなる｡

6.結語

本稿では,スペイン語と日本語を比較しながらスペイン語の他動性に関

する考察を行った｡スペイン語の動詞は日本語のそれに比べて他動性が高

く,ある動作の結果状態が意味構造の中に含まれることを見た｡一方,冒

本語の動詞は動作の結果状態を表すために複合語にするなどの有標的な操

作が必要になる｡

以上から,スペイン語の動詞には行為の ｢結果状態｣という意味役割に

おける参与者が多数存在するが,日本語には行為の ｢結果状態｣の参与者

が入る動詞が少ないという一般化が可能だと思われる｡
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