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概 要 ： 本 論 の 目 的 は 、 認 知 文 法 に お け る 談 話 分 析 の 枠 組 み と し て 提 案 さ れ た ア ク
セ ス・活 性 化 モ デ ル お よ び こ の モ デ ル に 基 づ く 焦 点 構 造 の 分 析 の 問 題 点 を 踏 ま え 、
よ り 適 切 に 談 話 お よ び 焦 点 構 造 を 分 析 す る 枠 組 み を 提 示 す る こ と で あ る 。 ア ク セ
ス ・ 活 性 化 モ デ ル は よ り 実 際 の 言 語 使 用 の 実 態 に 近 い 形 で 言 語 を 分 析 で き る 枠 組
み と し て 提 示 さ れ た も の で あ る が 、 言 語 に よ る 情 報 伝 達 を 、 言 語 表 現 に 含 ま れ る
要 素 を 活 性 化 す る こ と と 捉 え て い る と い う 問 題 が あ る 。 情 報 と し て の 価 値 を 持 ち
う る 単 位 は 命 題 で あ り 、 そ こ に 含 ま れ る 要 素 の 活 性 化 如 何 は 情 報 伝 達 の 達 成 に と
っ て は 二 次 的 な 要 因 に 過 ぎ な い 。 本 論 で は 、 命 題 と し て の 情 報 の 伝 達 と そ こ に 含
ま れ る 要 素 の 活 性 化 と の 区 分 を 明 確 に す る こ と で 、 よ り 適 切 に 言 語 に よ る 情 報 伝
達 の 営 み を 分 析 す る た め の 枠 組 み を 構 築 し 、 そ の 事 例 へ の 適 用 可 能 性 を 探 る 。
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1. は じ め に
認 知 文 法 は 当 初 か ら 、 文 以 下 の 単 位 を 主 な 分 析 対 象 と し て き た 。 文 よ り 大 き い

単 位 、 す な わ ち 談 話 の 分 析 の た め の 枠 組 み は Langacker (2001) に よ っ て 示 さ れ 、
そ の 後 も Langaker (2012) や  Langacker (2016) な ど 、 散 発 的 に 談 話 に 関 わ る 現 象
を 分 析 す る た め の 提 案 が な さ れ て き た 。 こ れ ら の 中 で 、 情 報 構 造 に 関 し て 特 に 踏
み 込 ん だ 言 及 が 見 ら れ る の は Langacker (2012) で あ る 。 そ こ で Langacker は 、 従
来 の 部 分 が 組 み 上 げ ら れ て 全 体 を な す と い う 合 成 モ デ ル の 代 わ り に 、 予 め 想 定 さ
れ た 全 体 に 順 次 ア ク セ ス し 、 網 羅 し て い く と い う ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル を 提 案
し て い る 。 こ の モ デ ル に 基 づ い て 談 話 を 分 析 す る こ と で 、 よ り 実 際 の 言 語 使 用 に
即 し た も の と し て 談 話 を 捉 え る こ と が で き る と さ れ る 。そ し て 、Langacker (2012) 

は 、 ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に よ っ て 適 切 に 捉 え ら れ る 言 語 現 象 の 1 つ と し て 情
報 的 焦 点  ( informat ional focus) を 挙 げ 、 そ の 分 析 の 素 描 を 示 し て い る 。  

こ の Langacker (2012) に よ る 情 報 的 焦 点 の 分 析 に は 、 要 素 自 体 の 活 性 状 態 の 区
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別 と 前 提 ・ 焦 点 の 区 別 を 混 同 し て お り 、 焦 点 構 造 を 未 だ 適 切 に 捉 え る こ と が で き
て い な い と い う 問 題 が あ る 。 本 論 の 目 的 は 、 注 意 の フ レ ー ム の 積 み 重 ね に よ る 情
報 の 提 示 と い う よ り 実 際 に 即 し た 談 話 の 分 析 の 枠 組 み を 引 き 継 ぎ つ つ 、 言 語 に よ
る 情 報 伝 達 を 要 素 の 活 性 化 と 焦 点 構 造 の 提 示 か ら な る 多 元 的 な も の と 捉 え る こ と
で 、 よ り 適 切 に 焦 点 構 造 を 扱 い う る と い う こ と を 示 す こ と で あ る 。  

 本 論 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る 。ま ず 、2 節 で は 、Langacker (2012) が 提 示 す る
ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル お よ び そ れ を 用 い た 焦 点 の 分 析 の 概 要 を 示 し 、 そ の 問 題
点 を 指 摘 す る 。 3 節 で は 、 従 来 の 分 析 の 問 題 点 を 踏 ま え 、 焦 点 を よ り 適 切 に 捉 え
る た め の 枠 組 み を 示 す 。 4 節 で は 、 本 論 の 枠 組 み が そ の 分 析 に 有 効 で あ る と 思 わ
れ る 事 例 に つ い て の 分 析 の 例 を 挙 げ る 。 最 後 に 、 5 節 に お い て 、 本 論 の ま と め と
今 後 の 展 望 を 述 べ る 。  

 

2. 認 知 文 法 に お け る 焦 点 構 造 分 析 の 枠 組 み  

 認 知 文 法 は 、 そ の 当 初 か ら の 大 き な 目 的 の 一 つ と し て 、 言 語 の 諸 相 を 統 一 的 に
説 明 す る と い う こ と を 掲 げ て き た  (cf . Langacker 1987, 2008)。 し か し 、 認 知 文 法
が 主 た る 研 究 対 象 と し て き た の は 、 客 観 的 事 態 を 概 念 化 者 が ど の よ う に 捉 え て 言
語 化 す る か に 関 わ る 現 象 で あ り 、捉 え た 事 態 が 談 話 に お い て ど の よ う に 整 え ら れ 、
情 報 と し て 伝 え ら れ る の か と い う 側 面 は あ ま り 扱 わ れ て こ な か っ た 。こ の よ う な 、
言 語 に よ る 情 報 伝 達 に 関 わ る 現 象 が 主 な 分 析 対 象 と な る に は 、 Langacker (2001) 

に よ っ て 現 行 談 話 ス ペ ー ス  (current discourse space: CDS) の 概 念 が 導 入 さ れ る の
を 待 つ 必 要 が あ っ た 。CDS の 導 入 に よ り 、当 該 の 言 語 表 現 そ の も の の 概 念 的 内 容
を 超 え て 、 そ れ 以 前 や 以 後 の 使 用 場 面  (usage event) な ど の 文 脈 と の 関 わ り を 分
析 す る 方 向 性 が 示 さ れ た 。 た だ し 、 Langacker (2001) に お い て は 、 CDS に よ り 適
切 に 扱 え る よ う に な る 言 語 現 象 の 例 と し て 接 続 詞 や 日 本 語 の ハ に 代 表 さ れ る 提 題
表 現 が 挙 げ て ら れ て い る も の の 、 談 話 に お け る 前 提 ・ 焦 点 構 造 を ど の よ う に 扱 う
か に 関 し て は 特 に 述 べ ら れ て い な か っ た 。  

 認 知 文 法 に お い て 焦 点 構 造 を 扱 う た め の 枠 組 み を 初 め て 具 体 的 に 示 し た 研 究 は 、
Langacker (2012) で あ る 。Langacker (2012) で は 、そ れ ま で の 個 々 の 要 素 が 組 み 合
わ せ ら れ て 全 体 を な す と い う「 積 み 木  (building blocks)」の メ タ フ ァ ー に 基 づ く モ
デ ル を 補 完 し 、 言 語 の よ り ダ イ ナ ミ ッ ク な 側 面 を 捉 え や す く す る た め の 枠 組 み と
し て 、 ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル  ( the access-and-act ivat ion model) が 提 示 さ れ た 。
「 積 み 木 」 の メ タ フ ァ ー と は 異 な り 、 こ の モ デ ル は 、 予 め 伝 達 し よ う と す る 全 体
を な す 要 素 に 順 次 ア ク セ ス し 、 要 素 を 活 性 化 し て い く と い う 「 飛 び 石  (stepping 

stones)」 の メ タ フ ァ ー に 基 づ く も の で あ る 。 こ の モ デ ル に よ り 、 言 語 の 構 造 だ け
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で な く 、 処 理 と 談 話 を も よ り 現 実 に 近 い 形 で 捉 え 、 こ れ ら を 統 一 的 に 説 明 す る こ
と が 意 図 さ れ て い る 。  

 以 下 、本 節 で は 、2.1 節 に お い て ア ク セ ス・活 性 化 モ デ ル に お い て 焦 点 構 造 が ど
の よ う に 分 析 さ れ て い る の か を 示 し た 上 で 、 2.2 節 に お い て そ の 分 析 の 問 題 点 を
指 摘 す る 。  

 

2.1. ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル の 概 要  

 従 来 の 認 知 文 法 に お け る 言 語 現 象 の 分 析 は 、 図 1 の Alice admires Bill と い う 節
の 分 析 に み ら れ る よ う に 、 要 素 が 組 み 合 わ せ ら れ て 全 体 を な す と い う 「 積 み 木 の
メ タ フ ァ ー 」 に 基 づ く 合 成 モ デ ル に よ っ て 分 析 さ れ て き た 。 談 話 を 説 明 対 象 と し
た Langacker (2001) の CDS も 、 談 話 を 先 行 す る 使 用 場 面 、 発 話 時 点 の 使 用 場 面 、
後 続 す る 使 用 場 面 と い う 要 素 に 分 解 し 、そ れ ら が 全 体 と し て CDS を な す と い う 捉
え 方 を し て い る 点 で 、 合 成 モ デ ル の 一 種 と し て 捉 え る こ と が で き る 。  

こ れ に 対 し て 、 ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル は 、 話 者 が 予 め 伝 え た い 内 容 全 体 を 想
定 し 、そ こ に 含 ま れ る 要 素 に 順 次 ア ク セ ス し て い く と い う「 飛 び 石 の メ タ フ ァ ー 」
に 基 づ く モ デ ル で あ る 。 実 際 に 話 者 が 発 話 を す る 際 に 取 っ て い る 方 略 は 合 成 モ デ
ル よ り ア ク セ ス・活 性 化 モ デ ル に 近 い も の で あ る と 考 え ら れ る た め 、Langacker は 、
言 語 の ダ イ ナ ミ シ テ ィ を 捉 え る に は こ ち ら の モ デ ル が よ り 適 し て い る と 述 べ て い
る 。  

Langacker (2012) の「 飛 び 石 の メ タ フ ァ ー 」に 従 う な ら ば 、言 語 表 現 と は 、無 限
に 広 が る 概 念 構 造  (conceptual structure) か ら 伝 え る べ き 内 容 が 選 び 出 さ れ 、 そ れ
ら に 特 定 の 順 序 で ア ク セ ス す る た め の も の で あ る 。例 え ば 、(1a) の 文 の 発 話 に 際

図 1 

(Langacker 2012: 96)
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し て の 概 念 構 造 は 図 2 の  (a) に 示 さ れ る 。こ れ に 対 し 、(1a) の 発 話 に よ っ て 概 念
構 造 に 含 ま れ る 要 素 が コ ー ド 化 さ れ て い く さ ま が 図 2 (b) に 示 さ れ て い る 。  

 

(1)  a. //  I  know a woman //  who has a fr iend / / who met a  lawyer //  who advises 

Obama. //  

b. //  A woman I  know has a  friend // who met a lawyer. //  This lawyer advises 

Obama. //  

(Langacker 2012: 108) 

 

図 2 (b) の 角 丸 四 角 形 は 注 意 の フ レ ー ム 1を 表 し て お り 、そ こ に 含 ま れ る 要 素 を 含

め て 注 意 の 焦 点 が 当 て ら れ て い る こ と を 太 線 で 示 し て い る 。 そ れ ぞ れ の フ レ ー ム
は 、発 話 時  i  の も の を 基 準 と し て 、後 続 す る も の に は i+1、i+2 と ラ ベ ル が つ け ら
れ て い る  (基 準 よ り 前 の フ レ ー ム に は i-1、 i -2 と ラ ベ ル が つ け ら れ て い く )。 図 2 

 
1 注 意 の フ レ ー ム は 、 実 際 の 発 話 に お け る 音 韻 形 式 と し て 、 Chafe (1994) の い う
イ ン ト ネ ー シ ョ ン・ユ ニ ッ ト  ( intonation unit) の 形 を と る も の と 想 定 さ れ て い る 。
認 知 の 上 で の 注 意 の フ レ ー ム と イ ン ト ネ ー シ ョ ン ・ ユ ニ ッ ト が 実 際 に 対 応 す る か
に つ い て は 疑 問 が 残 る が 、本 論 で は Langacker (2012) の 想 定 に 従 い 、「 注 意 の フ レ
ー ム 」 や 「 フ レ ー ム 」 と い う 用 語 を 用 い る 場 合 、 言 語 と し て は そ れ が イ ン ト ネ ー
シ ョ ン ・ ユ ニ ッ ト の 形 式 と 対 応 す る も の と す る 。  

図  2  

(Langacker 2012: 108)
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(b) は 例 文  (1a) に 対 応 す る も の で あ る が 、(1b) の よ う に 、同 じ 概 念 構 造 に 異 な る
順 序 で ア ク セ ス す る こ と も 可 能 で あ る 。  

 当 該 の 概 念 構 造 が あ ま り に 簡 潔 で な い 限 り 、 単 一 の 注 意 の フ レ ー ム に よ っ て 目
標 と な る 概 念 構 造 を 一 度 に 活 性 化 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。そ の た め 、上 述 の「 飛
び 石 」 の よ う に 、 注 意 の フ レ ー ム を 順 次 移 動 さ せ 、 一 定 量 の 情 報 を 活 性 化 し て い
く 必 要 が あ る 。こ の と き 、先 行 す る フ レ ー ム と 情 報 を ど の 程 度 重 複 さ せ る か  ( i .e.  

既 に 活 性 化 さ れ た 要 素 を ど の 程 度 含 め る か ) に は 、 い く つ か の 選 択 肢 が あ る 。 先
行 の フ レ ー ム と 全 く 同 じ 情 報 を 繰 り 返 し 活 性 化 す る 場 合 は 、 新 た な 情 報 が 全 く 伝
え ら れ な い こ と に な り 、 情 報 伝 達 の 観 点 か ら は 非 効 率 的 な フ レ ー ム に な る 。
Langacker に よ れ ば 、こ の よ う な 効 率 性 を 欠 く 方 略 が と ら れ う る の は 、発 話 に 感 情
的 な 力 を 与 え た り 、 重 要 性 を 強 調 し た り す る よ う な 場 合 で あ る 。 一 方 で 、 効 率 を
最 重 要 視 す る の で あ れ ば 、 先 行 す る フ レ ー ム で 活 性 化 さ れ た 情 報 と 全 く 重 複 し な
い 情 報 を 活 性 化 す る こ と に な る 。 し か し 、 こ ち ら は 聞 き 手 に 完 全 に 新 た な 情 報 を
処 理 す る 負 担 を 与 え 、前 の フ レ ー ム と の 関 わ り も 不 明 瞭 に な る と い う 欠 点 が あ る 。
そ こ で 、 多 く の 場 合 、 効 率 と 負 荷 の バ ラ ン ス を と る た め 、 一 部 の 情 報 を 先 行 す る
フ レ ー ム と 被 せ つ つ 、残 り を 新 た な 情 報 と す る と い う 方 略 が と ら れ る こ と に な る 。
後 述 す る 焦 点 構 造 の 分 析 も 、 既 に 活 性 化 さ れ た 情 報 を も と に 新 た な 情 報 を 活 性 化
す る と い う 発 話 の 進 め 方 に 関 わ る も の で あ る 。  

 以 上 の よ う に 、 ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル は 、 そ れ ま で の 合 成 モ デ ル に お け る 分
析 が 実 際 の 言 語 の 処 理 と は 乖 離 し た も の と な っ て い る と い う 欠 点 を 解 消 し 、 よ り
言 語 の ダ イ ナ ミ シ テ ィ を 捉 え や す く す る た め の 枠 組 み と し て 提 案 さ れ た 。 こ れ に
よ り 、 言 語 の 構 造 ・ 処 理 ・ 談 話 を 統 一 的 に 説 明 す る こ と が 目 指 さ れ て い る 。  

 

2.2. ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に よ る 焦 点 構 造 の 分 析  

 ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に よ っ て よ り 適 切 に 説 明 で き る 言 語 現 象 と し て
Langacker (2012) が 挙 げ て い る の は 、 情 報 的 焦 点  ( informational focus) 、 省 略  

(ellipsis)、ゼ ロ 照 応  (zero anaphora) で あ る 。本 節 で は 、こ の う ち の 情 報 的 焦 点 に
つ い て 、 そ の 分 析 を 概 観 す る 。  

 Langacker (2012) は 、 情 報 的 焦 点 を 、 音 韻 的 に は ア ク セ ン ト を 伴 い 、 意 味 的 に
は 新 た に 活 性 化 さ れ た 要 素 で あ る と 特 徴 づ け て い る 。 前 節 で 触 れ た よ う に 、 発 話
を 行 う 際 、 話 者 は 先 行 す る 注 意 フ レ ー ム ま で で 活 性 化 さ れ た 要 素 の 活 性 状 態 を 維
持 し つ つ 、 新 た な 要 素 を 活 性 化 し よ う と す る 。 こ の と き の 新 た に 活 性 化 さ れ た 要
素 は 示 差 的 な  (differential) 要 素 と 呼 ば れ 、記 号 Δ で 表 さ れ る 。こ こ で 特 徴 づ け ら
れ て い る 焦 点 構 造 は 、 そ れ ま で に 活 性 化 さ れ た 要 素 を 背 景 と し て 、 新 た な 要 素 を  
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( 示 差 的 に ) 前 景 と し て 活 性 化 す る と い う 構 造 で あ る と 考 え る こ と が で き る 。
Langacker に よ れ ば 、 不 活 性 の 状 態 に あ る 要 素 を 活 性 化 す る に は 既 に 活 性 化 さ れ
て い る 要 素 よ り も 強 い 活 性 化 の 力 が 必 要 に な る こ と が 、 音 韻 に お い て 強 制 を 伴 っ
て そ の 要 素 が 発 話 さ れ る こ と に 反 映 さ れ て い る 。  

 情 報 的 焦 点 が ど の よ う に 言 語 に 反 映 さ れ て い る か を 説 明 す る た め に 、Langacker 

(2012) は 、 以 下 の  (2a-b) の 例 を 挙 げ て い る 。  

 

(2)  a. ALICE ATE the HAMBURGER. She DEVOURED it.  

b. While ALICE WASHED the DOG, ANOTHER dog was BARKING. 

 

(2a) を 図 示 し た も の が 図 3(a)、(2b) を 図 示 し た も の が 図 3(b) で あ る 。図 3(a) で
は 、 注 意 の フ レ ー ム  i  に お い て 活 性 状 態 と な っ た Alice、 ate、 hamburger の 中 の
ate に 関 し て 、 フ レ ー ム i+1 で は そ れ を よ り 精 緻 化 し た devour が 新 た に 活 性 化 さ
れ て い る 2。 図 中 の Δ は 、 先 行 す る フ レ ー ム に 含 ま れ て い な い devour が 示 差 的 な

 
2 図 中 の 名 詞 や 動 詞 が 多 重 に 円 や 四 角 形 で 囲 わ れ て い る が 、 こ れ は そ れ ら の 要 素
が ど の 程 度 精 緻 化 さ れ て 概 念 化 さ れ て い る か を 反 映 し て い る 。 名 詞 は 円 形 、 動 詞
は 四 角 形 で 囲 わ れ 、 外 側 が フ レ ー ム に 含 ま れ て い る ほ ど 、 そ の 要 素 が 精 緻 に 概 念
化 さ れ て い る と い う こ と が 示 さ れ る 。例 え ば 、図 3(a)の Alice が 指 す 対 象 は 、フ レ
ー ム i で は よ り 精 緻 な Alice と い う 表 現 に よ っ て 概 念 化 さ れ て い る が 、 フ レ ー ム
i+1 で は 単 に 女 性  (f ) で あ る こ と を 示 す  she  に よ っ て 概 念 化 さ れ て い る 。 ま た 、
名 詞 を 表 す 円 か ら 伸 び る 線 の 先 に 点 が あ る の は 、 そ の 名 詞 が グ ラ ウ ン デ ィ ン グ さ

図  3  

(Langacker 2012: 118)
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要 素 で あ る と い う こ と を 表 し て い る 。同 様 に 、図 3(a) で は 、フ レ ー ム i に お い て
活 性 化 さ れ た Alice、 washed、 dog の う ち の dog に 関 し て 、 フ レ ー ム i+1 で は そ の
概 念 が 指 す 異 な る 対 象 と 、 そ の 動 作 で あ る bark と が 示 唆 的 な 要 素 Δ と し て 活 性
化 さ れ た と い う こ と が 示 さ れ て い る 。  

 Langacker は 、情 報 的 焦 点 を こ の よ う に ア ク セ ス・活 性 化 モ デ ル に お け る 注 意 の
フ レ ー ム の 移 り 変 わ り の 中 に 位 置 づ け る こ と に よ り 、 談 話 の 処 理 に 関 わ る 現 象 で
あ る 焦 点 構 造 を よ り 適 切 に 分 析 で き る と し て い る 。 し か し 、 こ の よ う に 、 そ の 要
素 が 単 体 と し て 新 た に 活 性 化 さ れ た か ど う か を も と に 焦 点 を 位 置 づ け る こ と に は
問 題 が 存 在 す る 。 次 節 で は 、 本 節 で 取 り 上 げ た Langacker (2012) に お け る 焦 点 構
造 の 分 析 の 問 題 点 を 指 摘 す る 。  

 

2.3. ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に よ る 焦 点 構 造 分 析 の 問 題 点  

 一 般 的 な 言 語 学 に お い て 、 新 情 報 と 旧 情 報 の 区 別 や 前 提 と 焦 点 の 区 別 お よ び 、
新 情 報 ・ 旧 情 報 と 前 提 ・ 焦 点 の 両 区 分 が ど の よ う に 異 な る も の で あ る か は 、 多 く
の 研 究 の 主 題 と な っ て き た (e.g . Halliday 1967; Clark and Haviland 1977; Prince 1981, 

1992; Lambrecht 1994; Gundel and Fretheim 2004,  Ward and Birner 2004)。 そ の 中 で 、
特 に 新 情 報 と 焦 点 の 関 係 に つ い て 、 要 素 と し て 談 話 上 で 新 た に 導 入 さ れ た も の で
あ る と い う こ と  (i .e. 新 情 報 で あ る こ と ) と 、 そ の 要 素 が 含 ま れ る こ と に よ っ て
伝 達 さ れ る 情 報 自 体 が 価 値 を 持 つ と い う こ と  (i .e.  焦 点 で あ る こ と 3) は 異 な る と
い う 指 摘 が た び た び な さ れ て き た  (e.g.  Lambrecht 1994; Gundel 1999; Gundel and 

Fretheim 2004)。焦 点 は 新 情 報 で あ る と い う 言 説 が 誤 り で あ る と い う こ と は 、以 下
の よ う な 例 か ら 示 さ れ る 4。  

 

(3)  //  昨 日 田 中 に 会 っ た ん だ け ど 、//  俺 の 財 布 を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ た ん

 
れ て い る と い う こ と を 表 し て い る 。  
3  こ の よ う に 焦 点 を 定 義 す る 研 究 が 多 く あ る こ と を 踏 ま え 、 以 下 で は Langacker 

(2012) に よ る 活 性 状 態 に よ る 特 徴 づ け を 一 旦 棄 却 し 、単 に 焦 点 と い う 用 語 を 用 い
た 場 合 は こ の 意 味 で の 焦 点 を 指 す こ と と す る 。 Langacker (2012) に お け る 情 報 的
焦 点 に 言 及 す る こ と を 明 示 す る 際 は 「 情 報 的 焦 点 」 と い う 用 語 を 用 い る 。  
4 Langacker (2012) に 従 い 、 以 降 の 例 文 中 の  / /  は フ レ ー ム の 区 切 り を 表 す 。 注 1

で 述 べ た よ う に 、 区 切 ら れ た フ レ ー ム は そ れ ぞ れ 単 一 の イ ン ト ネ ー シ ョ ン ・ ユ ニ
ッ ト か ら な る こ と が 想 定 さ れ る 。 な お 、 1 つ の 例 が 単 一 の フ レ ー ム で 構 成 さ れ る
こ と が 明 ら か な も の に は 記 号 を 付 与 し な い こ と が あ る 。  
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だ よ 。 //  

 

 (3) の「 俺 の 財 布 を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ た ん だ よ 」に 含 ま れ る「 あ い つ 」は 先
行 す る 「 昨 日 田 中 に 会 っ た ん だ け ど 」 に お け る 「 田 中 」 に 対 応 す る も の で あ り 、
談 話 上 新 た に 導 入 さ れ た 要 素 で あ る と は 言 え な い 。そ の た め 、「 あ い つ 」は 情 報 の
新 旧 で い え ば 旧 情 報 で あ る と 考 え ら れ る 。一 方 、「 あ い つ 」に よ っ て《 誰 か が 俺 の
財 布 を 盗 ん だ 》 5と い う 命 題 の 不 明 点 に 対 し て 《 あ い つ  (田 中 ) が 財 布 を 盗 ん だ 》
と い う こ と が 明 ら か に な る た め 、「 あ い つ 」は「 俺 の 財 布 を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ
た ん だ よ 」 に お け る 焦 点 で あ る こ と が わ か る 。  

 以 上 を 踏 ま え た 上 で 、 Langacker (2012) に よ る 焦 点 の 特 徴 づ け が 情 報 的 焦 点 で
あ る か 否 か を 要 素 単 体 の 活 性 状 態 か ら 判 断 し て い る 点 を 考 慮 す る と 、Langacker の
ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に お け る 情 報 的 焦 点 は 、 前 提 ・ 焦 点 構 造 に お け る 焦 点 と
い う よ り む し ろ 、 要 素 自 体 が 新 情 報 で あ る か 否 か に 関 わ る も の で あ る と 考 え ら れ
る 。 こ の よ う な 捉 え 方 は 、 Prince (1981) が 新 情 報 ・ 旧 情 報 の 区 分 の 3 つ の 基 準 の
1 つ と し て Chafe (1976) を 念 頭 に 置 い て 挙 げ て い る 、 際 立 ち  (salience) に よ る 情
報 の 新 旧 の 区 別 に 相 当 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 6 。 焦 点 の 捉 え 方 に つ い て
Langacker (2012) に 従 う と 、 (3) の よ う な 旧 情 報  (Langacker の 用 語 で い え ば 当 該
の 発 話 時 点 で 既 に 活 性 状 態 に あ る 要 素 ) が 焦 点 で あ る よ う な 事 例 が 説 明 で き な い 。 

 加 え て 、Langacker (2012) に よ る 焦 点 の 特 徴 づ け は 、Lambrecht (1994) や Gundel  

and Fretheim (2004) な ど の 焦 点 に 関 す る 研 究 が 捉 え て き た 談 話 の 処 理 に 関 す る 重
要 な 側 面 を 捉 え る こ と が で き な い 。(3) の 発 話 の 後 半 を 例 に と る な ら ば 、「 俺 の 財
布 を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ た ん だ よ 」 に お け る 個 々 の 要 素 に つ い て 、 そ れ ま で に
単 体 と し て 活 性 さ れ て い な い も の は な い  (「 財 布 」「 盗 ん だ 」は  (3) に お い て は 初
出 で あ る が 、「 ～ の は ～ だ 」の 形 を も つ い わ ゆ る 分 裂 文 に お け る「 ～ の は 」の 部 分
は 発 話 の 前 提 と な っ て い る 必 要 が あ る  (伊 藤  2010) た め 、数 日 前 の 会 話 で 何 者 か
に 財 布 を 盗 ま れ た と い う こ と が 話 題 に の ぼ っ て い た 等 の 文 脈 が 想 定 さ れ る )。 2.1

節 で み た 情 報 の 重 複 を 要 素 の 活 性 状 態 の み か ら 考 え る な ら ば 、 こ の 発 話 に は 情 報
的 価 値 が ほ と ん ど な い と い う こ と に な る 。  

し か し 、 (4) の 2 つ 目 の フ レ ー ム の よ う な 、 ほ ぼ 全 て の 要 素 が 前 の フ レ ー ム の

 
5 以 下 、《 》で 囲 わ れ た 節 は 、実 際 の 発 話 で 明 示 さ れ る か に 関 係 な く 、発 話 に よ っ
て  (あ る い は 発 話 に 際 し て ) 喚 起 さ れ る よ う な 命 題 を 表 す も の と す る 。  
6 (Langacker 自 身 も 、「 活 性  (act ive)」等 の 用 語 を 用 い る 際 に 、Chafe の 研 究  (Chafe 

1987) に 基 本 的 に 従 う と 述 べ て い る  (Langacker 2012: 115)。  
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繰 り 返 し に な っ て い て 情 報 的 価 値 も 乏 し い よ う な 例 と 比 べ る と 、(3)の「 俺 の 財 布
を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ た ん だ よ 」 と い う フ レ ー ム は 、 情 報 的 な 価 値 を 多 分 に 帯
び て い る よ う に 思 わ れ る 。  

 

(4)  //  今 日 は 焼 肉 を 食 べ た ん だ 、  / /  焼 肉 を 食 べ た ん だ っ て 。 //  

 

(3) と  (4) の 差 異 に は 、 言 語 の 発 話 に よ る 情 報 の や り と り が 、 単 に 個 々 の 要 素 を
活 性 化 さ せ る こ と を 目 指 す 営 み で は な く 、 要 素 の 活 性 化 を 手 段 と し て 命 題 と し て
価 値 の あ る 情 報 を 与 え あ う と い う 営 み で あ る と い う こ と が 関 わ っ て い る 。 先 の  

(3) に お け る「 俺 の 財 布 を 盗 ん だ の は あ い つ だ っ た ん だ よ 」も 、新 た に 活 性 化 さ れ
た 要 素 こ そ な い も の の 、 聞 き 手 に と っ て そ れ ま で 不 明 で あ っ た 財 布 盗 難 の 犯 人 が
明 ら か に な っ て い る 点 に お い て 、価 値 の あ る 情 報 で あ る 。こ れ に 対 し 、(4) に お け
る 「 焼 肉 を 食 べ た ん だ っ て 」 は 、 そ の フ レ ー ム が 発 話 さ れ る こ と に よ っ て 何 か が
明 ら か に な る よ う な も の で は な く 、 情 報 と し て 価 値 の あ る 発 話 で あ る と は 言 い が
た い 。 こ の よ う な 発 話 が も つ 情 報 的 価 値 の 多 寡 は 、 要 素 の 活 性 度 の み に 着 目 し て
い て は 捉 え ら れ な い も の で あ り 、 そ の フ レ ー ム が 命 題 を 喚 起 す る も の と し て 発 話
さ れ る こ と に よ り 、 何 か が 判 明 す る か 否 か に よ っ て 捉 え て い く 必 要 が あ る 7。  

 以 上 の よ う に 、 Langacker (2012) に よ る 情 報 的 焦 点 の 特 徴 づ け は 、 焦 点 を 単 一
の 要 素 の 活 性 状 態 に 帰 し て い る 点 に お い て 、 焦 点 を 適 切 に 捉 え る こ と が で き て い
な い 。 ま た 、 こ の よ う な 特 徴 づ け で は 、 価 値 の あ る 情 報 の や り と り と い う 言 語 に
よ る 情 報 伝 達 の 重 要 な 側 面 を 扱 う こ と が で き な い 。 以 上 の 問 題 点 を 解 消 す る た め
に は 、 談 話 が 価 値 の あ る 情 報 を 伝 達 す る こ と を 目 標 に  (あ る い は 少 な く と も 目 標
の 1 つ と し て ) 展 開 さ れ る と い う こ と を 踏 ま え 、 こ れ を 要 素 単 体 の 活 性 状 態 の 管
理 と は 異 な る 軸 に 据 え て 談 話 を 分 析 す る 枠 組 み を 構 築 す る 必 要 が あ る 。  

 

3. 焦 点 構 造 を よ り 適 切 に 扱 い う る 枠 組 み の 構 築  

 本 節 で は 、 前 節 ま で で 見 た Langacker (2012) の ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル に よ る
情 報 的 焦 点 の 問 題 点 を 踏 ま え 、 焦 点 を よ り 適 切 に 扱 う た め の 枠 組 み を 提 案 す る 。  

 

 
7 Stalnaker (2002) に よ る 、命 題 に よ っ て 構 成 さ れ る 話 し 手 と 聞 き 手 の 間 の 共 有 基
盤  (common ground) を 増 大 さ せ る べ く 情 報 的 価 値 の あ る 発 話 の や り と り を 行 う
と い う モ デ ル は 、本 論 の 観 点 か ら す る と 、(Langacker (2012) の モ デ ル に 比 し て )  よ
り 適 切 に 言 語 の 情 報 伝 達 の 側 面 を 捉 え た も の と 言 う こ と が で き る だ ろ う 。  
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3.1. 談 話 展 開 の 多 元 性  

 先 述 し た よ う に 、 言 語 に よ る や り 取 り の 目 的 の 1 つ は 、 価 値 の あ る 情 報 を 伝 達
す る こ と で あ る 。 こ こ で い う 「 情 報 」 は 、 命 題 の 形 を と る も の で あ り 、 要 素 が 単
体 で 情 報 と し て の 価 値 を 持 つ こ と は で き な い 。 以 下 の 例 を 考 え て み よ う 。  

 

(5)  a. 黒 い 猫  

b. 目 の 前 に 黒 い 猫 が い る 。  

 

(5a) の よ う な 語 句 を 考 え て み た 場 合 、 こ の 語 句 単 体 か ら な る 発 話 を 行 う こ と で 、
黒 い 猫 と い う 概 念 を 聞 き 手 の 意 識 に 活 性 化 さ せ る こ と は 可 能 で あ る 。 し か し 、 そ
の 概 念 の 活 性 化 自 体 が 達 成 さ れ た と し て も 、 そ れ に よ っ て 聞 き 手 が 何 ら か の 情 報
を 受 け 入 れ る こ と に は な ら な い 。も ち ろ ん 、「 黒 い 猫 」の み に よ っ て 構 成 さ れ る 発
話 が 情 報 的 価 値 を 持 つ こ と も あ り う る が 、そ れ は  (5b)  の 発 話 が 喚 起 す る 命 題 と
同 じ よ う な 命 題 が 、 文 脈 に 応 じ て 聞 き 手 に 伝 達 さ れ て い る 場 合 に 限 ら れ る 。 発 話
が ど の よ う な 形 を と っ て い よ う と も 、 そ れ が 価 値 の あ る 情 報 と し て 伝 達 さ れ る た
め に は 、そ れ が 何 ら か の 命 題 を 聞 き 手 に 喚 起 す る よ う な も の で な け れ ば な ら な い 。
発 話 に よ っ て そ こ に 含 ま れ る 要 素 を 聞 き 手 の 意 識 下 で 活 性 化 さ せ る こ と は 、 情 報
の 伝 達 と い う 談 話 の 目 的 に 照 ら し た 場 合 、 有 用 で あ る と は い え な い 。  

 一 方 で 、 要 素 が 活 性 化 さ れ て い る か 否 か と い う 観 点 は 、 言 語 に よ る 情 報 伝 達 を
分 析 す る 上 で ま っ た く 不 要 な も の で あ る と い う わ け で は な い 。 あ る 情 報 を 伝 達 す
る た め に は 、 そ こ に 含 ま れ る 要 素 が 何 を 指 す も の で あ る の か に つ い て 、 両 者 が 見
解 を 揃 え て お く 必 要 が あ る 。 例 え ば 、 以 下 の  (6a)  に 含 ま れ る 要 素 の 多 く を 聞 き
手 が 知 ら な い 場 合 、 聞 き 手 は こ れ を 容 易 に 受 容 す る こ と が で き な い 。  

 

(6)  中 村 が か み し ん プ ラ ザ の チ ヨ ダ で セ ダ ー ク レ ス ト を 買 っ た ら し い 。  

 

そ れ ま で の 文 脈 か ら 「 中 村 」 が 誰 で 、「 か み し ん プ ラ ザ 」 が ど こ で 、「 チ ヨ ダ 」 が
何 の 店 で 、「 セ ダ ー ク レ ス ト 」 が 何 な の か が 了 解 さ れ な い ま ま  (6) が 提 示 さ れ て
も 、聞 き 手 は 混 乱 し て し ま う 。こ れ を 防 ぐ に は 、(6) が 表 す 命 題 を 伝 達 す る 前 に 、
そ れ ぞ れ の 要 素 を 聞 き 手 が 同 定 可 能 な 形 で 活 性 化 さ せ て お く 必 要 が あ る 。例 え ば 、
以 下 の  (7) の よ う な や り 方 が 考 え ら れ る だ ろ う 。  

 

(7)  //  中 村 っ て い う 地 元 の 友 達 が い て 、/ /  地 元 の シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル の か み
し ん プ ラ ザ っ て と こ ろ に 入 っ て る 、//  チ ヨ ダ っ て い う 靴 屋 さ ん に 行 っ た
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ら し い ん だ け ど 、//  そ こ で セ ダ ー ク レ ス ト っ て い う ブ ラ ン ド の 靴 を 買 っ
た ら し い 。 //  

 

(7) の よ う な 聞 き 手 に と っ て 未 知 の 要 素 ば か り で 構 成 さ れ る 情 報 が 聞 き 手 に と っ
て 興 味 の あ る も の で あ る か に つ い て は 疑 問 が 残 る も の の 、 こ の よ う に 逐 一 要 素 を
活 性 化 さ せ な が ら  (6) と 同 じ 情 報 を 伝 え る こ と で 、 (6) の よ う な 伝 え 方 よ り は 滞
り な く こ れ が 受 容 さ れ 、 後 に 「 こ の 間 話 し た 中 村 が 買 っ た セ ダ ー ク レ ス ト は 3 日
で ソ ー ル が 剥 が れ る よ う な 不 良 品 だ っ た 」 と い う よ う な 情 報 を 伝 え る と き の 背 景
と し て 用 い る こ と が で き る よ う に な る だ ろ う 。 こ の よ う に 、 伝 え よ う と す る 情 報
に 聞 き 手 が 知 ら な い こ と が 推 測 さ れ る 要 素 が 含 ま れ て い る 場 合 、 一 口 に そ れ を 伝
え る の で は な く 、 い く つ か の フ レ ー ム を 割 い て 要 素 を 導 入 し つ つ 伝 え て い く 必 要
が あ る 。  

 ま た 、 聞 き 手 が 同 定 で き な い 固 有 名 詞 等 が 含 ま れ て い な い よ う な 発 話 に つ い て
も 、 当 該 の 談 話 に お い て 聞 き 手 が そ れ に 関 わ る 話 を し て い る と 理 解 し て い な い も
の に つ い て い き な り 伝 え る こ と は で き な い 。(8) の よ う な 例 に つ い て 考 え て み る 。 

 

(8)  a. (開 口 一 番 に ) 鈴 木 が 昨 日 こ の 部 屋 に い た み た い 。  

b. //  昨 日 電 気 が 付 け っ ぱ な し に な っ て た の 、  / /  鈴 木 が 昨 日 こ の 部 屋 に
い た み た い 。 //  

 

(8a) は 、事 前 の 文 脈 な し に い き な り 情 報 を 伝 達 し よ う と し て い る 例 で あ る 。こ の
場 合 、 聞 き 手 は 一 定 の 蓋 然 性 を 伴 っ た 《 鈴 木 が 昨 日 こ の 部 屋 に い た 》 と い う 情 報
を た ち ど こ ろ に 受 容 す る こ と は な く 、「 え 、何 の 話 ？ 」と い う よ う な 反 応 を す る と
考 え ら れ る 。一 方 、同 じ 内 容 を 伝 え る 場 合 で も 、(8b) の よ う に 適 切 な 文 脈 で 発 話
を 行 っ た 場 合 は 、 す ん な り と 聞 き 手 に 受 容 さ れ う る 。 こ こ で い う 「 適 切 な 文 脈 」
と は 、 当 該 の 情 報 を 伝 え る 発 話 の 前 提 ―焦 点 構 造 に お い て 、 前 提 と な る 事 項 が 明
ら か に な っ て い る よ う な 文 脈 で あ る 。 あ る 情 報 が 価 値 を 持 つ た め に は 、 そ の 情 報
に よ っ て 何 ら か の 不 明 な 事 柄 が 明 ら か に な る 必 要 が あ る が 、 こ の と き に そ も そ も
「 何 が 不 明 で あ る か 」 が 前 提 と し て 共 有 さ れ て い な い 場 合 、 聞 き 手 は 何 が 判 明 し
た の か を 即 座 に 理 解 す る こ と が で き な い 。 (8b) で は 、「 昨 日 電 気 が 付 け っ ぱ な し
に な っ て た の 」 と い う フ レ ー ム に よ っ て 、《（ 電 気 が 付 け っ ぱ な し に な っ て い る と
い う こ と は ） 誰 か が 昨 日 こ の 部 屋 に い た 》 と い う 前 提 が 共 有 さ れ 、 実 際 に 誰 が 部
屋 に い た の か に つ い て 《 鈴 木 が 昨 日 こ の 部 屋 に い た 》 と い う 価 値 の あ る 情 報 が 伝
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達 さ れ て い る 8。  

 以 上 の よ う に 、 円 滑 な 情 報 伝 達 の た め に は 、 そ の 情 報 自 体 を 伝 達 す る た め だ け
で は な く 、 そ の い わ ば 下 準 備 と し て  (特 に 固 有 名 詞 に つ い て ) 語 句 が 何 を 指 す の
か を 明 示 し た り 、 あ る い は 当 該 の 発 話 に よ っ て 何 を 明 ら か に し よ う と し て い る の
か を 明 確 に し た り す る た め に も 注 意 の フ レ ー ム を 割 く 必 要 が あ る 。 Langacker 

(2012) は 、「 飛 び 石 」 に よ っ て 概 念 構 造 中 の 要 素 に 順 次 ア ク セ ス し て 活 性 化 し て
い く と い う 営 み を 、そ れ に よ っ て 情 報 伝 達 が 達 成 さ れ る も の と 位 置 付 け て い た が 、
こ の よ う な 要 素 単 体 の 活 性 状 態 の 管 理 自 体 は む し ろ 、 情 報 伝 達 の た め の 手 段 と し
て 主 た る 役 割 を 持 つ も の で あ る と 考 え る こ と が で き る 。  

 情 報 伝 達 の 観 点 か ら は 、 談 話 は 多 元 的 に 展 開 さ れ る と い え る 。 ま ず 、 談 話 を 展
開 の 軸 と な る の は 、 価 値 の あ る 情 報 を 提 供 す る と い う こ と で あ る 。 情 報 を 話 し 手
が 聞 き 手 に 与 え て 共 有 す る こ と で 、 そ の 後 の 談 話 に お い て 、 話 し 手 が さ ら に 新 た
な 情 報 を 聞 き 手 に 与 え る た め の 背 景 的 知 識 と し て そ れ を 用 い る こ と が で き る よ う
に な る 。 一 方 で 、 そ の よ う な 情 報 ひ と つ ひ と つ が 円 滑 に 伝 達 さ れ る た め に は 、 ど
う い う 事 柄 に つ い て 語 っ て い る の か が 明 ら か に さ れ て い る 必 要 が あ る 。 そ の た め
に 、 核 と な る 情 報 を 伝 え る に 先 立 っ て 、 必 要 な 要 素  (あ る い は 要 素 か ら な る 前 提
に あ た る 命 題 ) を 活 性 化 し て お か な け れ ば な ら な い 。 注 意 の フ レ ー ム  (あ る い は
そ れ に 準 ず る 発 話 の 区 切 り ) の 積 み 重 ね と い う 一 元 的 な 手 段 に よ っ て 、 一 方 で は
新 た な 情 報 を 伝 達 し 、 他 方 で は そ の た め に 必 要 な 要 素 の 活 性 化 を 行 っ て い る の で
あ る 。  

 

3.2. 焦 点 フ レ ー ム と 活 性 化 フ レ ー ム  

 前 節 で み た 情 報 伝 達 と 活 性 化 と い う 談 話 展 開 に お け る 注 意 の フ レ ー ム の 2 つ の
役 割 を 踏 ま え 、本 論 で は 、前 者 を「 焦 点 フ レ ー ム 」、後 者 を「 活 性 化 フ レ ー ム 」と
し て 両 者 に 区 分 を 設 け る こ と を 提 案 す る 。  

 

3.2.1. 焦 点 フ レ ー ム  

 焦 点 フ レ ー ム は 情 報 伝 達 の 中 核 を 担 う フ レ ー ム で あ り 、 以 下 の よ う に 定 義 す る

 
8  以 上 の 議 論 は 、 Lambrecht (1994) に よ る 、 語 用 論 的 前 提  (pragmatic 

presupposition) と 語 用 論 的 主 張  (pragmatic assert ion) か ら 焦 点 が 同 定 さ れ る と い
う 議 論 に 基 づ い て い る 。「 前 提 」あ る い は「 何 が 不 明 で あ る か 」は 語 用 論 的 前 提 に
対 応 し 、 そ れ に 基 づ い て 伝 え ら れ る 「 価 値 の あ る 情 報 」 と し て 本 論 で 言 及 し て い
る 対 象 は 語 用 論 的 主 張 に 対 応 す る 。  
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こ と が で き る 。  

 

(9)  焦 点 フ レ ー ム :  そ れ に よ っ て 、 そ れ ま で に 話 者 と 聴 者 の 間 で 共 有 さ れ て
い な い 情 報 が 新 た に 伝 達 さ れ 、 両 者 に 共 有 さ れ る 知 識 が 増 大 す る こ と が
話 者 に よ っ て 意 図 さ れ る よ う な フ レ ー ム 。  

 

こ れ 以 降 、 当 該 の フ レ ー ム が 焦 点 フ レ ー ム で あ る こ と を 明 示 す る 場 合 、  / /  f(発 話
内 容 ) //  と い う 形 で 表 す こ と と す る 。  「 焦 点 」と い う 用 語 を 用 い て い る の は 、情
報 が 新 奇 な も の と し て 伝 達 さ れ る た め に は 、 適 切 な 前 提 に 基 づ い て 、 そ の 前 提 に
新 た な 要 素 を 結 び 付 け る と い う 構 造 、 す な わ ち 焦 点 構 造  (cf . Lambrecht 1994) を
な す 必 要 が あ る た め で あ る 。  

 ま た 、 当 該 の フ レ ー ム が 焦 点 フ レ ー ム を な す か ど う か は 、 事 実 と し て そ れ ま で
に 共 有 さ れ て い な い 情 報 を 含 む 発 話 が 行 わ れ て い る か で は な く 、 話 者 が そ れ を 新
奇 な も の と し て 伝 達 し よ う と 意 図 し て い る か に 依 存 し て い る 。  

 

(10)  a.  / /  先 月 大 阪 に 行 っ た ん だ け ど 、 //  f た こ 焼 き は 食 べ な か っ た よ 。 //  

b. A: 先 月 大 阪 に 行 っ た ん だ け ど 、 た こ 焼 き は 食 べ な か っ た よ 。  

B: え っ 、 じ ゃ あ 何 を 食 べ た の ？  

c.  A: 先 月 大 阪 に 行 っ た ん だ け ど 、 た こ 焼 き は 食 べ な か っ た よ 。  

B: え っ 、 大 阪 に 行 っ た の ？  

A: う ん 、 先 月 ⾧ め の 休 み を 貰 っ た か ら 、 大 阪 に 行 っ て き た ん だ 。  

B: そ う な ん だ 。 で 、 た こ 焼 き じ ゃ な か っ た ら 何 を 食 べ た の ？  

 

(10a) に お け る 焦 点 フ レ ー ム は 、「 た こ 焼 き は 食 べ な か っ た よ 」で あ る 。こ の と き 、
話 し 手 は《 (話 し 手 が ) 先 月 大 阪 に 行 っ た 》と い う 情 報 を 新 奇 な も の と し て 伝 達 す
る こ と は 意 図 し て い な い 。聞 き 手 が《 (話 し 手 が ) 先 月 大 阪 に 行 っ た 》と い う 情 報
を 既 に 知 っ て い る か 否 か に 関 わ ら ず 、 話 し 手 は 聞 き 手 が そ れ を 前 提 と し て 受 け 入
れ る こ と を 期 待 し 、 そ の 前 提 を も と に 「 た こ 焼 き は 食 べ な か っ た よ 」 を 新 た な 情
報 と し て 共 有 し よ う と し て い る 。こ の こ と は 、聞 き 手 は  (10b) の よ う に 先 行 す る
フ レ ー ム を 前 提 と し て 焦 点 フ レ ー ム に よ っ て 伝 達 さ れ た 情 報 を 受 け 入 れ 、 よ り 新
た な 情 報 を 聞 き 出 そ う と す る と い う 談 話 の 流 れ が ご く 自 然 で あ る と い う こ と か ら
わ か る 。 一 方 、 聞 き 手 が 前 提 と し て そ れ を 受 け 入 れ る 準 備 が 整 っ て い な か っ た 場
合 、 修 復  (cf . Schegloff et  al. 1977) が 行 わ れ 、 改 め て 「 大 阪 に 行 っ て き た ん だ 」
と い う 焦 点 フ レ ー ム を 介 し て《 (話 し 手 が ) 先 月 大 阪 に 行 っ た 》と い う 情 報 が 新 た
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な も の と し て 伝 達 さ れ て か ら 談 話 が 進 行 し て い く こ と が 考 え ら れ る 。  

 

3.2.2 活 性 化 フ レ ー ム  

 焦 点 フ レ ー ム に よ っ て 聞 き 手 に 情 報 を 伝 達 す る と い う 目 的 を 果 た す た め に は 、
そ れ ま で に そ の 情 報 が 円 滑 に 受 け 入 れ ら れ る た め の 準 備 を し て お く こ と が 必 要 と
な る と い う こ と は 、 3.1 節 で 述 べ た 通 り で あ る 。 (10) に お け る 「 た こ 焼 き は 食 べ
な か っ た よ 」 に 先 行 す る フ レ ー ム も 、 そ の よ う な 役 割 を 帯 び た も の で あ る と い え
る 。 焦 点 フ レ ー ム に よ る 情 報 伝 達 に 先 立 っ て 、 そ の た め の 準 備 を 主 た る 役 割 と し
て 担 う フ レ ー ム を 、 本 論 で は 活 性 化 フ レ ー ム と 呼 ぶ 。 活 性 化 フ レ ー ム は 以 下 の よ
う に 定 義 さ れ る 。  

 

(11)  活 性 化 フ レ ー ム :  そ れ に よ っ て 、 聞 き 手 が 後 続 す る 焦 点 フ レ ー ム に お い
て 伝 達 さ れ る 情 報 を 円 滑 に 受 け 入 れ る た め に 必 要 な 要 素 を 聞 き 手 の 意
識 下 に 活 性 化 す る こ と が 話 し 手 に よ っ て 意 図 さ れ る よ う な フ レ ー ム 。  

 

活 性 化 フ レ ー ム を 明 示 す る 場 合 は 、/ /  a(発 話 内 容 ) //  と い う 形 で 表 記 す る こ と と す
る 。  

 活 性 化 フ レ ー ム は 主 た る 主 張 を 行 う た め の フ レ ー ム で は な く 、 こ の フ レ ー ム に
よ っ て 提 示 さ れ る 情 報 は 、 聞 き 手 に 新 奇 な も の と し て 受 け 入 れ ら れ る こ と は 期 待
さ れ な い 。 典 型 的 に は 、 既 に 共 有 さ れ て い る 知 識 の う ち 、 当 該 の 談 話 に お い て 活
性 度 が 低 下 し て い る も の を 活 性 化 し 、 俎 上 に 据 え る よ う な フ レ ー ム と な る 。 (12) 

の 前 半 部 分 は 、 そ の よ う な 典 型 的 な 活 性 化 フ レ ー ム を な し て い る 。  

 

(12)  //  a 昨 日 話 し て た 本 、 //  f 大 学 の 図 書 館 に あ っ た よ 。 / /  

 

(12) は 、 前 日 に 聞 き 手 が 当 該 の 本 を 探 し て い る と い う 情 報 が 共 有 さ れ た も の の 、
当 該 の 談 話 に お い て は そ れ ま で に そ の 本 が 話 題 と な っ て は い な か っ た 、 と い う よ
う な 文 脈 に お け る 自 然 な 発 話 で あ る と 考 え ら れ る 。「 昨 日 話 し て た 本 」と い う フ レ
ー ム に よ っ て 《 昨 日 話 し て い た 本 に つ い て 何 か が わ か っ た 》 と い う 前 提 が 活 性 化
さ れ 、 焦 点 フ レ ー ム 「 大 学 の 図 書 館 に あ っ た よ 」 に よ っ て 《 昨 日 話 し て い た 本 が
図 書 館 に あ っ た 》と い う 情 報 が 円 滑 に 伝 達 さ れ て い る 。こ の と き 、「 昨 日 話 し て た
本 」 に よ っ て 当 該 の 本 を 活 性 化 し た こ と に よ っ て は 、 何 ら の 価 値 の あ る 情 報 も 聞
き 手 に 伝 達 さ れ て い る わ け で は な い こ と に 注 目 さ れ た い 。  

 前 節  (10c) で 見 た よ う に 、話 し 手 が 情 報 的 価 値 を 持 た せ る こ と を 意 図 せ ず 、前
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提 と し て 受 け 入 れ ら れ る こ と を 期 待 す る よ う な 情 報 を 含 む フ レ ー ム で あ っ て も 、
聞 き 手 に と っ て そ れ が 新 奇 な も の で あ る 場 合 は 、 焦 点 フ レ ー ム を 介 し て 再 度 そ の
情 報 を 受 容 す る プ ロ セ ス を 踏 む 場 合 が あ り う る 。 こ の よ う に 、 そ の フ レ ー ム が 情
報 的 価 値 を 持 つ か は 話 し 手 と 聞 き 手 相 互 の 了 解 に 基 づ い て 決 定 さ れ る も の で あ る 。
た だ し 、 多 く の 場 合 に 分 析 対 象 と な る 、 話 し 手 が 情 報 を 提 示 す る  (聞 き 手 が そ れ
を 受 容 す る か を 決 定 す る 前 の ) 段 階 の 発 話 に 含 ま れ る フ レ ー ム は 、 話 者 の 意 図 に
基 づ い て 整 理 さ れ 、 提 示 さ れ て い る 。  

 ま た 、 焦 点 フ レ ー ム に よ っ て 伝 え ら れ る 情 報 に と っ て 前 提 と な る 要 素 が 全 て 、
活 性 化 フ レ ー ム に よ っ て 明 示 的 に 活 性 化 さ れ て い る 必 要 は な い 。 あ る 内 容 が 前 提
と し て 機 能 し う る か に 関 わ る の は 、 当 該 の 内 容 を 構 成 す る 要 素 の 活 性 状 態 と い う
よ り む し ろ 、そ の 内 容 が 文 脈 か ら 予 測 可 能 か ど う か で あ る と 考 え ら れ る 。例 え ば 、
話 し 手 に 弟 が い る と い う こ と が 聞 き 手 と の 間 で 相 互 に 了 解 さ れ て い る と き 、 (13) 

の よ う に 焦 点 フ レ ー ム に そ れ ま で の 談 話 で 登 場 し な か っ た 「 弟 」 が 含 ま れ て い た
場 合 で も 、 談 話 は ス ム ー ズ に 進 行 し て い く と 考 え ら れ る 。  

 

(13)  // a 今 日 は 俺 の 誕 生 日 で 、 // f 弟 は ネ ク タ イ を く れ た ん だ 。 //  

 

(13) の 焦 点 フ レ ー ム は 、《 弟 が 誕 生 日 に 何 か を く れ た 》と い う 前 提 に 対 し て《 弟 が
誕 生 日 に ネ ク タ イ を く れ た 》と い う 情 報 を 伝 達 す る も の で あ る と す る 9。(13) の 焦
点 フ レ ー ム に お い て 「 弟 」 が 初 め て 現 れ た に も 関 わ ら ず 、 修 復 が 行 わ れ ず と も 談
話 が 進 行 し う る の は 、 活 性 化 フ レ ー ム に よ っ て 《 今 日 は 話 し 手 の 誕 生 日 だ 》 と い
う 命 題 が 喚 起 さ れ る こ と で 、 誕 生 日 は 家 族 に プ レ ゼ ン ト を 行 う と い う 慣 習 や 話 し
手 の 家 族 に は 弟 が 含 ま れ る こ と 等 の 知 識 と 併 せ て 、 焦 点 フ レ ー ム に お い て 喚 起 さ
れ る 前 提 で あ る 《 弟 が 誕 生 日 に 何 か を く れ た 》 が 予 測 可 能 な も の と な っ た こ と に
よ る と 考 え ら れ る 。 こ の と き 、 活 性 化 フ レ ー ム 「 今 日 は 俺 の 誕 生 日 で 」 の 発 話 が
な さ れ た 時 点 で 《 弟 が 誕 生 日 に 何 か を く れ た 》 と い う 命 題 が 明 示 的 に 喚 起 さ れ て
い る 必 要 は な い 。 焦 点 フ レ ー ム の 発 話 を 受 け て 、 聞 き 手 は 遡 及 的 に 「 弟 」 が 含 ま
れ る 前 提 を 構 築 し 、そ の 前 提 に 基 づ い て 新 た な 情 報 を 受 容 し て い る と 考 え ら れ る 。 

 以 上 、 談 話 の 展 開 を よ り 適 切 に 分 析 す る た め の 枠 組 み と し て 、 ア ク セ ス ・ 活 性
化 モ デ ル が 想 定 す る 注 意 の フ レ ー ム を 焦 点 フ レ ー ム と 活 性 化 フ レ ー ム と に 区 分 す

 
9  《 弟 が 誕 生 日 に ネ ク タ イ を く れ た 》と い う 命 題 全 体 が 焦 点 と な る 、い わ ゆ る 文
焦 点 の 形 で  (13) の 「 弟 は ネ ク タ イ を く れ た ん だ 」 を 解 釈 す る こ と も 可 能 で あ る
が 、 こ こ で は 考 慮 し な い 。  
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る こ と を 提 案 し た 。 こ の 区 分 に よ り 、 Langacker (2012) に よ る ア ク セ ス ・ 活 性 化
モ デ ル が 抱 え る 、 要 素 を 活 性 化 す る こ と と フ レ ー ム が 情 報 的 価 値 を 持 つ こ と と の
混 同 に よ る 問 題 を 解 消 し 、 よ り 言 語 使 用 の 実 態 に 即 し た 形 で 談 話 を 分 析 す る こ と
が 可 能 に な る 。  

 

4. 事 例 へ の 応 用  

 前 節 ま で の 議 論 は 枠 組 み の 提 示 を 主 眼 と し て い た た め 、 い く つ か の 事 例 を 提 示
す る 際 に も 、 そ こ に 含 ま れ る 特 定 の 言 語 現 象 に 言 及 す る こ と は な か っ た 。 本 節 で
は 、 従 来 か ら 情 報 構 造 に 関 わ る も の と さ れ て き た 言 語 現 象 の う ち の い く つ か を 対
象 と し て 、 本 論 で 示 さ れ た 枠 組 み の 適 用 可 能 性 を 探 る 。   

 

4.1 分 裂 文  

 分 裂 文  (cleft sentence) や 強 調 構 文 と 言 わ れ る 、1 つ の 命 題 を 複 数 の 節 で 表 現 す
る 形 式 を も つ 構 文 10は 、 多 く の 研 究 に お い て 、 焦 点 構 造 と の 関 わ り か ら 分 析 さ れ
て き た 。 例 え ば 、 Lambrecht (2001) は 、 分 裂 文 を 、 関 係 節 で は あ る 項 に 意 味 論 的
役 割 を 割 り 当 て 、 主 節 節 で は そ れ に 焦 点 と い う 語 用 論 的 役 割 を 付 与 す る も の で あ
る と 分 析 し て い る 。  

 

(14)  It is champagne that  I  like.  

(Lambrecht 2001: 467、 一 部 改 変 )  

 

Lambrecht の 分 析 に よ れ ば 、  (13) に お け る 関 係 節  champagne that I  like  は 関 係
節 で 表 さ れ る 命 題 に お け る champagne  の 意 味 論 的 役 割 を 明 示 す る 役 割 を 持 ち 、主
節  i t  is champagne は 、 前 提 と な る 既 知 の 命 題  ‘speaker likes x’ お け る 変 項 x に  

‘champagne’ が 当 て は ま る  (前 提 に 対 し て  ‘champagne’ が 焦 点 と な る ) と い う こ
と を 表 し て い る こ と に な る 。Lambrecht は 、英 語 以 外 の 言 語 に も 射 程 を 広 げ 、様 々
な 言 語 に お い て 見 ら れ る 多 様 な 形 式 の 分 裂 文 に 対 し て 、 意 味 論 的 役 割 と 語 用 論 的
役 割 の 区 別 に 基 づ く 分 析 を 適 用 し う る こ と を 示 し て い る 。  

 こ の 種 の 分 析 を 踏 ま え る と 、 分 裂 文 は 新 奇 な 情 報 を 聞 き 手 に 伝 達 す る 焦 点 フ レ
ー ム を な す 形 式 で あ る と 考 え ら れ る 。一 方 で 、分 裂 文 の 形 式 を 持 つ 文 で あ っ て も 、
主 節 に 置 か れ た 項 が 焦 点 を 表 し 、 そ れ に よ っ て 聞 き 手 に 新 奇 な 情 報 を 伝 達 し て い
る と は 言 い が た い 事 例 も 存 在 す る 。  

 
10 こ の よ う な 分 裂 文 の 特 徴 づ け は 、 Lambrecht (2001) に 従 う 。  
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(15)  本 日 ご 紹 介 す る の は こ の お 鍋 で す 。  

 

(14) は 、こ の 発 話 が な さ れ る こ と に よ っ て《 話 し 手 は 今 日 こ の 鍋 を 紹 介 す る 》と
い う 情 報 が 新 た に 共 有 さ れ 、 そ れ が さ ら な る 情 報 の 共 有 の た め に 用 い ら れ る 、 と
い う 種 類 の も の で あ る と は 言 え な い 。 む し ろ 、 発 話 に 含 ま れ る 「 こ の お 鍋 」 に 対
し 、 そ の 後 の 談 話 に お け る 主 題 と し て の 立 場 を 与 え る よ う な 発 話 で あ る と 考 え ら
れ る 。 後 続 す る 談 話 と し て 、 例 え ば 以 下 の  (15) の よ う に 展 開 し て い く こ と が 期
待 さ れ る が 、 そ の よ う な 談 話 に お け る 「 本 日 ご 紹 介 す る の は こ の お 鍋 で す 」 の 役
割 は 、 む し ろ 活 性 化 フ レ ー ム に 近 い と 考 え る べ き も の で あ る 。  

 

(16)  //  a?本 日 ご 紹 介 す る の は こ の お 鍋 で す 。 //  a こ ち ら の お 鍋 は ス テ ン レ ス 製
な の で 、 //  f 汚 れ や 錆 び に 強 く な っ て お り ま す 。 //  …  

 

こ こ で の 「 本 日 ご 紹 介 す る の は こ の お 鍋 で す 」 と い う フ レ ー ム は 、 後 続 す る 発 話
に お け る 前 提 を な す 要 素 と し て 「 こ の お 鍋 」 を 提 示 し 、 後 の 《 こ の 鍋 は 汚 れ や 錆
び に 強 い 》と い う 情 報 を 円 滑 に 伝 達 す る と い う と い う 役 割 を 担 っ て い る 。こ れ は 、
(11) に 示 し た 活 性 化 フ レ ー ム の 定 義 に 従 う も の で あ る 11。  

 

4.2 応 答 表 現  

あ る 発 話 が な さ れ た 際 の 聞 き 手 側 か ら の 応 答 を 、 当 該 の 発 話 に よ っ て 伝 達 さ れ
る 情 報 の 既 知 ・ 未 知 の 観 点 か ら 分 析 す る も の と し て 、 森 山  (1989) が 挙 げ ら れ
る 。 森 山 は 、「 へ え 」「 な る ほ ど 」 等 の 日 本 語 の 応 答 表 現 に つ い て 、 応 答 者 が そ の
情 報 を 予 め 持 っ て い る か 否 か に 基 づ い て 分 類 し て い る 。  

 

(17)  応 答 者 に も と も と の 情 報 が な い 場 合  
驚 き 表 示 類 : へ え え 、 ふ ー ん 、 本 当 、 ふ う ん 、 あ っ 、 ほ ほ う  

 
11  分 裂 文 と し て 主 に 研 究 対 象 と な っ て き た の が 事 実 確 認 発 話  (constative 

utterance) で あ る の に 対 し て 、「 本 日 ご 紹 介 す る の は こ の お 鍋 で す 」の よ う な 事 例
は 行 為 遂 行 発 話  (performative utterance) に あ た る も の で あ る と い う 、 言 語 行 為 の
類 型  (Austin 1962) の 観 点 か ら の 差 異 が 、 本 節 で 述 べ た 分 裂 文 の も つ 役 割 の 違 い
に 繋 が っ て い る 可 能 性 が あ る 。 本 論 で は 詳 し く 議 論 し な い が 、 言 語 行 為 と 情 報 伝
達 の 関 係 に つ い て も 精 査 し て い く 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。  
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導 入 表 示 類 : あ ー そ う 、 そ う で す か ／ や は り 、 な る ほ ど 、 あ あ 、 も っ と
も 、 あ ー  そ う だ ね  

(森 山  1989: 79) 
(18)  応 答 者 に そ の 情 報 が 既 に あ る 場 合  

聞 き 取 り 表 示 類 : う ん 、 ふ ん 、 は い 、 は あ 、 え え 、 あ あ  
当 然 類 : も ち ろ ん  
賛 成 認 定 類 : そ の 通 り 、 本 当 本 当 、 そ う だ 、 そ う な ん だ 、 そ う 、 ね 、 全

く 、 (ソ ウ ト モ の よ う な 追 認 的 な 終 助 詞 が 共 起 す る こ と も
あ る ) 

(森 山  1989: 82) 
 

森 山  (1989) で は 、 先 行 す る 発 話 と の 関 係 と い う 観 点 か ら 応 答 表 現 の 分 類 が 行
わ れ て お り 、 応 答 者 が 情 報 を 持 っ て い る か 否 か は 並 列 的 に 扱 わ れ て い る 。 こ れ に
対 し 、 森 山 の い う 「 応 答 者 に も と も と の 情 報 が な い 場 合 」 は 焦 点 フ レ ー ム に 対 す
る 応 答 、「 応 答 者 に そ の 情 報 が 既 に あ る 場 合 」は 活 性 化 フ レ ー ム に 対 す る 応 答 と し
て 捉 え 直 す こ と で 、 談 話 の 流 れ の 中 で 応 答 表 現 の 役 割 を 有 機 的 に 捉 え る こ と が で
き る と 考 え ら れ る 。 以 下 の よ う な 談 話 を 考 え て み る 。  
 

(19)  A: a 今 日 そ こ の お 弁 当 屋 さ ん で さ 、  
B: う ん 。  
A: f お 弁 当 を 買 っ て み た ん だ 。  
B: へ え 。  
A: a 食 べ て み た ら ね 、  
B: う ん 。  
A: f 思 っ た よ り 美 味 し く な か っ た 。  
B: へ え 。  

 

(18) に お け る A の 発 話 に お い て 、「 今 日 そ こ の お 弁 当 屋 さ ん で さ 」「 食 べ て み た
ら ね 」 は 後 続 す る フ レ ー ム に よ る 情 報 伝 達 の た め の 前 提 を 喚 起 す る 活 性 化 フ レ ー
ム で あ り 、「 お 弁 当 を 買 っ て み た ん だ 」「 思 っ た よ り 美 味 し く な か っ た 」 は 新 奇 な
情 報 を 伝 達 す る 焦 点 フ レ ー ム を な し て い る 。 こ れ に 対 す る 聞 き 手 の 応 答 は そ れ ぞ
れ「 う ん 」「 へ え 」と な っ て い る 。こ の と き の「 う ん 」は 、応 答 者 が 直 前 の フ レ ー
ム を 活 性 化 フ レ ー ム と し て 受 け 取 り 、 後 に そ れ に 基 づ い て 新 た な 情 報 が 提 示 さ れ
る こ と へ の 期 待 を 表 明 す る も の で あ る と 捉 え る こ と が で き る 。こ れ に 対 し 、「 へ え 」
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は 直 前 の フ レ ー ム を 焦 点 フ レ ー ム と し て 受 け 取 っ た 上 で 、 そ れ を 受 容 し た こ と を
表 明 す る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 、 応 答 表 現 を 前 提 の 喚 起 と そ れ に
基 づ く 情 報 の 伝 達 と い う 談 話 の 流 れ の 中 に 位 置 づ け る こ と で 、 情 報 を 伝 達 さ れ る
立 場 の 応 答 者 が そ の よ う な 談 話 の 展 開 に 協 働 的 に 参 与 す る さ ま を 、 よ り 適 切 に 捉
え る こ と が で き る 。  
 
4.3 イ ン ト ネ ー シ ョ ン  

 特 定 の 言 語 形 式 を 離 れ 、 言 語 の 音 韻 的 側 面 に 目 を 向 け る な ら ば 、 フ レ ー ム に 対
応 す る イ ン ト ネ ー シ ョ ン ・ ユ ニ ッ ト ご と の イ ン ト ネ ー シ ョ ン に 、 焦 点 フ レ ー ム と
活 性 化 フ レ ー ム で 差 異 が 生 ま れ る と い う こ と が 考 え ら れ る 。例 え ば 、以 下 の  (19) 
の 例 で は 、 筆 者 の 内 省 に よ る 限 り 、 最 後 の 焦 点 フ レ ー ム の 抑 揚 が 他 よ り 大 き く な
る 。  
 

(20)  //  a 隣 の ク ラ ス に さ 、 / /  a 高 橋 っ て い る じ ゃ ん 、 //  a そ い つ が 昨 日 、 //  f 教
室 の 窓 を 割 っ た ら し い ぜ 。 / /  

 

前 3 つ の フ レ ー ム は 、 最 後 の 焦 点 フ レ ー ム に よ っ て 伝 達 さ れ る 《 高 橋 が 昨 日 教 室
の 窓 を 割 っ た 》 と い う 情 報 が 価 値 を も つ た め の 《 高 橋 が 昨 日 何 か を し た 》 と い う
前 提 を 喚 起 す る 活 性 化 フ レ ー ム で あ る 。 こ れ ら の フ レ ー ム の 抑 揚 を 控 え め に す る
こ と で 焦 点 フ レ ー ム を 韻 律 的 に 際 立 た せ 、 そ の フ レ ー ム に よ っ て 新 た な 情 報 を 伝
達 し よ う と し て い る こ と が 明 示 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。  

 ま た 、 (19) の 前 3 つ の 活 性 化 フ レ ー ム は 、 そ れ ぞ れ の 最 終 音 節  (「 さ 」、「 じ ゃ
ん 」、「 昨 日 」 末 尾 の 「 お  (う )」 ) に お い て イ ン ト ネ ー シ ョ ン を 上 下 さ せ る こ と が
で き る 。 こ の 種 の イ ン ト ネ ー シ ョ ン は 焦 点 フ レ ー ム と し て 発 話 さ れ る フ レ ー ム に
お い て は 許 容 さ れ ず 、 当 該 の フ レ ー ム が 活 性 化 フ レ ー ム で あ り 、 そ の 内 容 を 前 提
と し て 、 そ れ に 関 わ る 何 ら か の 新 た な 情 報 が 後 続 す る 発 話 に お い て 伝 達 さ れ る こ
と を 聞 き 手 に 予 測 さ せ る も の で あ る と 考 え る こ と が で き る 。  

 こ こ で は 内 省 に 基 づ く 直 感 に よ っ て 談 話 の 展 開 と 言 語 の 音 韻 的 側 面 と の 関 わ り
と い う 観 点 か ら 分 析 で き る 思 わ れ る 現 象 の 例 を 挙 げ る に 留 め る が 、 実 際 の 音 声 デ
ー タ に 基 づ く 分 析 を 行 い 、 こ こ で 述 べ た も の を は じ め 、 よ り 説 得 的 に 両 者 の 関 わ
り を 論 じ て い く 必 要 が あ る だ ろ う 。  

 

5. お わ り に  

 以 上 、 本 論 で は 、 認 知 文 法 に お け る 談 話 の 分 析 で あ る ア ク セ ス ・ 活 性 化 モ デ ル
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に よ る 情 報 構 造 に 関 わ る 現 象 の 分 析 の 問 題 点 を 踏 ま え 、 こ れ を 解 決 し う る 枠 組 み
を 提 示 し た 上 で 、 そ の 事 例 へ の 適 用 可 能 性 の 一 端 を 示 し た 。 本 論 の 枠 組 み は 、 言
語 に よ る 情 報 伝 達 を 、 従 来 の 要 素 の 活 性 化 の み に 着 目 し た モ デ ル に 比 し て よ り 実
際 に 即 し た 形 で 捉 え る こ と が で き る も の で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 Lambrecht 

(1994) に 代 表 さ れ る 情 報 構 造 に 関 す る 研 究 の 多 く は 、文 や 節 を そ の 分 析 対 象 と し
て き た 。、 注 意 の フ レ ー ム の 推 移 と い う よ り 現 実 的 な 言 語 の 処 理 過 程 を 志 向 す る
本 論 の 枠 組 み か ら そ の よ う な 研 究 の 成 果 を 再 検 討 す る こ と で 、 談 話 に 対 す る よ り
深 い 知 見 を 提 供 し う る だ ろ う 。 な お 、 本 論 4 節 で は 枠 組 み の 事 例 へ の 応 用 例 を 示
し た が 、 こ れ は あ く ま で 素 描 の 域 を 出 る も の で は な い 。 今 後 、 よ り 詳 細 な デ ー タ
を 用 い て 情 報 構 造 に 関 わ る 多 様 な 言 語 現 象 を 分 析 す る こ と で 、 本 論 で 示 し た フ レ
ー ム の 区 分 に 基 づ く 分 析 の 有 用 性 を よ り 詳 細 に 検 討 し て い く こ と が 求 め ら れ る 。  
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The Cognitive Grammar Approach to Information Structure 
 

Yudai Inoue 

 

 

The aim of this paper is  to modify the access-and-act ivation model proposed by 

Langacker (2012),  which was brought up to account for  the dynamic aspects of language.  

The problem the access-and-activation model suffers from is rooted in its premise that  

information sharing is achieved through activating newly introduced l inguist ic  

components in  the hearer ’ s mind; what mat ters is  managing the activation state of 

linguistic  components of an utterance.  However,  i t  is  argued that this model  cannot offer 

an adequate explanation on what makes a whole ut terance as a  proposit ion informative.  

This paper proposes a modified version of  the access-and-activation model  that  

incorporates the higher dimension of conveying proposit ions, and introduces “focus 

frame”  and “activat ion frame”  as subclasses of frames of at tention.  The application of  

the proposed model is shown by brief analyses of some informat ion-related phenomena 

such as cleft-sentences.  
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