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要 旨 ： 本 稿 は 、 従 来 継 続 性 を 表 す と さ れ て き た 古 英 語 の 副 詞 的 対 格 の 時 間 的 意 味
を ア ス ペ ク ト 論 的 観 点 か ら 再 検 討 し 、 実 際 に は 継 続 を 表 す と は ⾔ い 難 い ⽤ 例 が 存
在 す る こ と を 指 摘 す る 。 ま た 、 そ の 明 確 な 時 間 的 意 味 の 分 類 が 困 難 で あ る こ と か
ら 、 動 詞 ・ 名 詞 ・ 修 飾 語 の 意 味 素 性 を も と に 時 間 的 意 味 を 記 述 す る こ と を 提 案 す
る 。  

古 英 語 の 副 詞 的 格 の 時 間 的 意 味 は 、継 続・時 点・反 復 に 区 分 さ れ て き た 。し か
し 、 そ の 分 類 基 準 が 提 ⽰ さ れ て い る こ と は な く 、 同 じ ⽤ 例 が 先 ⾏ 研 究 に よ り 別 様
に 判 断 さ れ る こ と も あ っ た 。  

そ こ で 本 稿 は 、 客 観 的 に は 同 じ ⻑ さ の 時 間 も 、 捉 え ⽅  (粒 度 ) の 違 い に よ り 、
時 点 と も 継 続 と も み な せ る と い う ⽴ 場 に 則 り 、副 詞 的 格 の 時 間 的 意 味 の 記 述 に は 、
修 飾 語 な ど で 表 さ れ る 話 者 の 主 観 的 な 捉 え ⽅ に 着 ⽬ す る 必 要 が あ る と 主 張 す る 。
そ の 上 で 、 動 詞 、 主 要 部 名 詞 、 修 飾 語 の 意 味 論 的 特 徴 を 併 せ て 、 よ り 継 続 的 ・ よ
り 点 的 と 記 述 す る ⼿ 法 が 現 実 に 即 し て い る と 主 張 す る 。  

キ ー ワ ー ド ： 古 英 語 、 副 詞 的 格 、 副 詞 的 名 詞 、 ア ス ペ ク ト 、 粒 度 、 telicity

1. は じ め に
古 英 語 は 名 詞 に 主 格 、属 格 、与 格 、対 格 を 、代 名 詞 や ⼀ 部 形 容 詞 に こ れ ら に 加

え て 具 格 を 有 し て い た 。  

1  本 稿 は ⼀ 部 、第 39 回 中 世 英 語 英 ⽂ 学 会 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン で 発 表 し た 内 容 を 含
ん で い る 。 ま た 、 本 研 究 は JSPS 科 研 費 JP21J11676 の 助 成 を 受 け た も の で あ る 。  
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Table 1 古 英 語 の名 詞 曲 用 体 系  (Campbell 1983: 224–25, 290) 

se dæg ‘the day’, þæt gear ‘the year ’, seo niht ‘the night’ 

m. n. f.  

SG. PL. SG. PL. SG. PL. 

NOM. dæg dagas gear gearas niht niht 

GEN. dæges daga geares geara nihte(s) nihta 

DAT. dæge dagum geare gearum nihte nihtum 

ACC. dæg dagas gear gearas niht niht 

INSTR. dæge geare 

Table 2 古 英 語 の 代 名 詞 曲 ⽤ 体 系  

m. n. f.  

SG. PL. SG. PL. SG. PL. 

NOM. se þa þæt þa seo þa 

GEN. þæs þæra þæs þæra þære þæra 

DAT. þæm þæm þæm þæm þære þæm 

ACC. þone þa þæt þa þa þa 

INSTR. þy 

古 英 語 の 名 詞 は 男 性 、中 性 、⼥ 性 の 3 性 を 有 し て お り 、名 詞 ⾃ 体 の 語 形 変 化 と
修 飾 語 の 語 形 変 化 に よ っ て 性 数 格 が 標 ⽰ さ れ た 。 例 え ば 、 男 性 名 詞 は 主 格 対 格 同
形 で あ る も の の 、修 飾 す る 限 定 詞 や 形 容 詞 は 特 徴 的 -ne 語 尾 を 持 つ 。ま た 、具 格 も
名 詞 ⾃ 体 は 与 格 と 同 形 で 独 ⾃ の 語 尾 を 持 た な い も の の 、 男 性 お よ び 中 性 の 限 定 詞
þy な ど に よ っ て 標 ⽰ さ れ る 2。 具 格 は 与 格 と の 意 味 の 近 接 性 な ど か ら 後 者 に 吸 収
さ れ つ つ あ っ た と さ れ る が 、 古 英 語 期 に は い ま だ に 独 ⾃ の 機 能 を 保 っ て い た と す
る 研 究 も あ る  (Middeke 2021: 140)。名 詞 の 語 尾 に 着 ⽬ す る と 男 性・中 性 属 格 は -es

語 尾 を 有 す る の に 対 し 、 ⼥ 性 名 詞 は ⼀ 般 的 に こ の 語 尾 を 持 た な い 。 し か し 、 niht 

‘night’ に 限 っ て は 、本 稿 の テ ー マ で あ る 副 詞 的 ⽤ 法 で 頻 繁 に dæges ond nihtes ‘day 

and night’ と い う 成 句 で ⽤ い ら れ た た め 、 副 詞 的 ⽤ 法 で -s 語 尾 を 取 る よ う に な っ
た と さ れ て い る  (Shipley 1903: 111)。  

2  具 格 の 限 定 詞 に は þon と い う ⽐ 較 の 意 味 を 持 つ ⼩ 辞 に 遡 る 形 式 が 存 在 し 、 通 常
の 意 味 に 加 え 、 ⽐ 較 表 現  (þon mā ‘the more’) や 副 詞 的 接 続 詞  (for þon þe 

‘because’) で ⽤ い ら れ た  (Fulk 2018 :196)。  
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こ れ ら の 格 の う ち 、主 格以外の全て が前置詞 を伴わずに ⽂ 中 の 時 や 場所、様態
な ど の 意 味 を 表 す こ と が で き た  (Campbell 1983: 276; Sievers & Brunner 1951: 274)。
例 ⽂  (1) で は 属 格 が 、(2) で は 与 格 、具 格 が 、(3) で は 対 格 が 副 詞 的 に 機 能 し て い
る 。  

(1 ) a. Com nihtes  self,  | |  þær se waldend læg |  wine druncen. 

came  night.GEN himself where the ruler lay wine.DAT

drunk.PP3  

「（神は）主⼈（ゲラル王アビメレク）がワイン に溺れ て横たわっ
て い る と ころへ夜に ⾃ ら 来 た 。」 4  

GenA,B   A1.1 [0821 (2634)]5  

b.  Swā giōmor-mōd |  giohðo mǣnde, | |  ān  æfter eallum, |  unblīðe

so  sad-of-mind   sorrow mourned  one after all sorrowfully 

hwearf | |  dæges ond nihtes ,  |  oððæt dēaðes wylm | |  

wandered day.GEN and  night.GEN until death.GEN surging 

hrān æt heortan.  

touched at heart  

「か く し て⼼悲し き も の は他の 者 が 世 を去っ た 後 、嘆き つ つ 、昼も夜
も悲し み の う ち に彷徨っ て の ち に死ん だ 。」  

Beo   A4.1 [0625 (2267)] 

(2 ) a.  swā hine fyrn-dagum ||  worhte wǣpna smið, |  wundrum 

as him far-days.DAT made   weapons’ smith wonders.DAT 

tēode, | |  besette swīn-līcum, |  þæt hine syðþan nō | |  

made embellishe boar-figures that  him since never 

brond nē beado-mēcas |  bītan ne meahton. 

sword nor battle-sword cut not could 

「  (そ の兜は ) 古 の⽇に武器職⼈が奇跡に よ っ て作り出し 、猪の型で
飾 っ た た め 、以来 い か な る剣に よ っ て も 断 ち切ら れ る こ と は な か っ
た 。」  

3  格 な ど の ⽂ 法 標 ⽰ は解釈に 必 要 と思われ る 場合の み 明 記 す る 。  
4  以降の 例 ⽂ の翻訳は 、 明 ⽰ さ れ て い な い 限 り筆者 に よ る 。  
5  Dictionary of Old English Corpus (DOEC) か ら の 例 ⽂ の出典表 記 は すべて DOEC

に 従 う 。  
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Beo   A4.1 [0414 (1448)] 

b.  & þy ilcan geare Offa feng to rice 

and the.INSTR same year PN took to kingdom 

「そ の 同 じ年オッファが王位に つ い た」  
ChronA (Bately)   B17.1 [026110 (755.50)] 

(3 ) git on wæteres ǣht | |  seofon  niht  swuncon 

you.DU on water.GEN power seven nights.ACC laboured 

「あ な た ⽅⼆⼈は 7 夜、⽔の 上 に あ っ て苦難 を経験し た」  

Beo   A4.1 [0140 (516)] 

し た が っ て 、⼀ つ の 時 間 名 詞 を ⽤ い て 時 間 的関係を 表 す 際 に は 、属 格 、与・具
格 、 対 格 、 そ し て前置詞 を ⽤ い た 表 現 が可能 で あ っ た こ と に な る 。  

曲 ⽤ 形 間 の 意 味 的相違 に関し て 、先 ⾏ 研 究 で は 対 格 は 時 間 の 継 続 を 表 し 、与 格
は 時 点 や 反 復 を 、 属 格 は ⽂脈に よ り 時 点 、 反 復 、 継 続 を 表 す と さ れ て い る 。 こ の
よ う に 、 先 ⾏ 研 究 で は 副 詞 的 格 の 時 間 的 意 味 を 時 点 と 継 続 、 お よ び 反 復 に 分 類 し
て い る も の の 、 実 際 に は ⽂献に よ り 意⾒の 分 か れ る ⽤ 例 や 時 点 か 継 続 か は っ き り
と は 分 類 し 難 い ⽤ 例 も 存 在 す る 。 ま た 、 先 ⾏ 研 究 で は 時 点 、 反 復 、 継 続 と い う 区
分 はほと ん ど所与 の も の と し て扱われ て お り 、 こ の 分 類 の妥当性 や そ の 判 断 基 準
な ど が議論 さ れ る こ と は な か っ た 。  

そ の た め 、本 稿 で は ア ス ペ ク ト 論 の 観 点 か ら こ う し た 副 詞 的 格 の 表 す 時 間 的 意
味 と そ の 分 類 基 準 の 再 検 討 を ⾏ う 。  

本 稿 の構成 は次の 通 り で あ る 。 2 節で は 先 ⾏ 研 究 を概観 す る 。 2.1 節で は 副 詞
的 格 に関し て 、 そ れぞれ の 曲 ⽤ 形 の 時 間 的 意 味 に関す る 記 述 を⾒た 上 で 、 ⽂献間
で若⼲の 意⾒の相違 が あ る こ と 、 と は い え 対 格 は 時 間 の 継 続 を 表 す と い う認識が
共有 さ れ て い る こ と を 確認す る 。 ま た 、 そ れ に も か かわらず継 続 的 と は解釈し 難
い 例 ⽂ が あ る こ と を 指 摘 し 、 時 間 的 意 味 の 記 述 に は な ん ら か の理論 的 基 準 が 必 要
で あ る こ と を 述べる 。 ま た 、 副 詞 的 な 対 格 が 継 続 的 に読ま れ る に は 、 継 続 的 な解
釈を付与 す る 修 飾 語 が 必 要 だ っ た可能 性 を 指 摘 す る 。そ の た め 、2.2 節で は 時 間 の
流れ に関わる概念で あ る ア ス ペ ク ト に関す る 先 ⾏ 研 究 を 確認す る 。 特 に 、 ア ス ペ
ク ト と い う 名称の も と扱われ る概念に は 、 語彙的 ア ス ペ ク ト  (状況タイプ ) と ⽂
法 的 ア ス ペ ク ト  (主 観 的 ア ス ペ ク ト ) の⼆種類 が 存 在 し 、前者 は 客 観 的 な 時 間 の
流れ 、 後 者 は 主 観 的 な 時 間 の 捉 え ⽅ に関連す る こ と を 述べる 。 3 節で はコーパス
か ら 収集し た 古 英 語 の 時 を 表 す 対 格 名 詞 の う ち 、 継 続 的 な 修 飾 語 を伴わな い ⽤ 例
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の調査を ⾏ う 。 そ の 際 、 名 詞 を 意 味 論 的 特 徴 に応じ て⼆つ のグループに 分 け 、境
界性 を 持 た な い 語 が 修 飾 語 を伴わずに 継 続 的 ⽂脈で ⽤ い ら れ る こ と は あ る も の の 、
境界性 を 持 つ 語 だ と そ の よ う な ⽤ 例 を⾒出す こ と が⾮常 に 困 難 で あ る こ と を 指 摘
す る 。4 節で は そ の結果を ア ス ペ ク ト 論 的 観 点 か ら考察し 、5 節で 時 点 、反 復 、継
続 と い う画⼀ 的 な 記 述 で は な く 、 素 性 の集合で 意 味 を 記 述 す る こ と を 提 案 す る 。  

2. 先 ⾏ 研 究
2.1. 副 詞 的 格 の 表 す 意 味

副 詞 的 格 の 存 在 ⾃ 体 は広く認識さ れ て い る も の の 、こ れ を 主 な 分析対象と す る
先 ⾏ 研 究 は 限 定 的 で あ る 。す で に１節で⾒た Campbell (1983) や Sievers & Brunner 

(1951) は 格 が 副 詞 的 に ⽤ い ら れ る こ と が あ る 、 と 述べて い る に過ぎず、 Shipley 

(1903) や Wülfing (1894) の よ う な 記 述 的 な 研 究 も個別 の 格 が 副 詞 的 に ⽤ い ら れ
て い る 例 を列挙す る に と ど ま っ て い る 。 ⼀ ⽅ 、他の 格 と の 意 味 が ⽐ 較 さ れ る こ と
は あ ま り な い も の の 、 よ り個々の 格 の ⽤ 法 に 着 ⽬ し た 研 究 に お い て は 、個別 の 格
の 時 間 的 意 味 の 記 述 は⾒出さ れ る 。  

まず、与 格 、及び 具 格 は 意 味 的・形態的 近 接 性 か ら ま と め て 論 じ ら れ る こ と が
多く 、  (2) の よ う に 時 点 や 反 復 を 表 す と さ れ る  (Callaway 1922: 130; Wülfing 

1894: 143; Mitchell 1985: 594; Sato 2009: 22)。 ⼀ ⽅ 、 継 続 を 表 す ⽂脈も 存 在 す る と
い う 指 摘 も な さ れ て い る  (Callaway 1922: 129; Wülfing, 1894: 143)。Schrader (1887: 

19) に⾄っ て は 、 与 格 は 時 間 の 継 続 を 、 具 格 は 時 点 を 表 す と い う 区 別 が 存 在 す る
と 主 張 し て い る 。 し か し 、 Mitchell (1985: 594) は 、 Schrader (1887) の挙げる ⽤ 例
(4) は 確 実 に 時 点 で解釈す る の が妥当あ る と し 、 そ の 時 間 的解釈の 難 し さ が垣間
⾒ら れ る 。  

(4 ) Oðrum  dagum  þu underfenge me on minum lymum. gyrstondæg þu 

other days you received me on my limbs yesterday you 

underfenge me on me sylfum; 

received me on me self 

‘On other days thou hast received me in my limbs, yesterday thou receivedst 

me in myself.’ (Thorpe 1844: 287) 

ÆCHom II, 16   B1.2.19 0047 (163.89) 

Mitchell (1985: 594) は 、 こ の 例 が 継 続 で な い と ⾔ え る理由を 明 確 に 述べて い な い
も の の 、継 続読み と 時 点 の解釈の 違 い は し ば し ば notional な も の で あ る と 指 摘 し 、
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そ の 区 別 が 困 難 で あ る こ と を 述べて い る 。 ま た 、 与 格 が 継 続 を 表 す と い う 、画⼀
的 な 区 分 に ⼀⾒不都合な 例 の説明 と し て 、以下の Callaway (1922) に よ るラテ ン
語模倣説を ⽤ い て い る 。  

Callaway (1922) は 、 時 間 の 継 続 を 表 す 与 格 は よ りオリジナルな 古 英 語散⽂ で
あ る『年代 記』や Wulfstan の説教に は⾒ら れ な い こ と 、前期散⽂ で あ る アルフレ
ッド⼤王の作品に も⾒ら れず、 後 期散⽂ に な っ て よ う や く West-Saxon Gospel や
Ælfric の著作な ど のラテ ン 語聖書の翻訳、 お よ び そ れ に 基づく に作品に 現 れ る こ
と か ら 、ラテ ン 語 の 継 続 的奪格 の模倣で あ る と結論づけ て い る  (cf. Mitchell 1985: 

595)。
し た が っ て 、先 ⾏ 研 究 の 記 述 に若⼲の揺れ が⾒ら れ 、継 続 を 表 す ⽤ 例 が 存 在 す

る こ と も 確 実 で あ る も の の 、 そ の よ う な 例 はラテ ン 語 の模倣と し て説明 で き る た
め 、 与 格 ・ 具 格 は 基 本 的 に は 時 点 、 反 復 を 表 す 表 現 で あ る と い え る 。  

ま た 、時 点 を 表 す 表 現 と し て は 与 格・具 格以外に前置詞 句 も 存 在 し 、両者 は競
合関係に あ っ た こ と が 指 摘 さ れ て い る 。Kniezsa (1991) や Sato (2009) は 副 詞 的 格
と前置詞 句 の ⽐率の 通 時 的 変 化 を調査し 、 古 英 語 後 期 に か け て次第 に前置詞 句 が
優勢な 表 現 と な っ た こ と を 明 ら か に し て い る 。  

次に 、 対 格 は 継 続 的 意 味 を 表 す と 、 さ まざま な 先 ⾏ 研 究 で 指 摘 さ れ て い る
(Callaway 1922: 129; Kniezsa 1986: 424; Mitchell 1985: 580; Sato 2009: 22; Yamakawa 

1980: 1)  6。古 英 語前期 か ら前置詞 句 と の競合に さ ら さ れ て き た 与 格 や 具 格 と は異
な り 、時 間 の 継 続 を 表 す 副 詞 類 の う ち 、前期散⽂ で は 91.5%、後 期散⽂ で も 79.7%

が 副 詞 的 対 格 で あ っ た と い う  (Sato 2009: 174f)。 し た が っ て 、 対 格 は 時 間 の 継 続
を 表 す最も 標 準 的 な 表 現 ⼿段で あ っ た と い え る 。  

そ れ に も か かわらず、対 格 が 継 続以外の 意 味 を 表 し て い る と い う 指 摘 も 存 在 す
る 。 Wülfing (1894: 267) や そ れ を引⽤ す る Daniels (1904: 145–146) は アルフレッ
ド⼤王と Wulfstan の著作か ら 時 点 を 表 す と さ れ る 対 格 の ⽤ 例 を挙げて い る 。し か
し 、 Mitchell (1985: 582) が 指 摘 し て い る 通 り 、 そ れ ら が 継 続 を 表 す も の と ど の よ
う に異な る の か は説明 さ れ て お らず、説得⼒に⽋け る も の と な っ て い る 。例 え ば 、
Wülfing (1894: 267) は ealne weg ‘always’の よ う に 時 間 名 詞以外の ⽤ 例 も挙げて い
る が 、 こ れ が 継 続 で な い と ⾔ え る根拠は あげら れ て い な い 。他に も ealle þa niht 

‘all the night’, ealne dæg ‘all day’, eallne ðonne giogoþhad ‘all the youth’の よ う に eal 

6  同 様 の 指 摘 は 古 英 語以外のゲルマ ン諸語 や他の印欧諸語 に も な さ れ て い る 。 古
英 語 と 同 じ く北海ゲルマ ン 語 に 属 す る 古ザク セ ン 語 に つ い て は Behaghel (1966: 

165)、 古教会 スラブ語 に関し て は Gardiner (1984: 93) を参照。  
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‘all’と い う 継 続 的 な 修 飾 語 を伴う 名 詞 句 や 、 þa hwile (þe) ‘the while’ (‘during’) の
よ う にむしろ時 間 の幅を 表 す 表 現 が挙げら れ て い る 。実 際 、Kniezsa (1986: 427) は
継 続 の 例 と し て ealne winter ‘all winter ’と þa hwile (þe) を挙げて い る 。  

以上 よ り 、時 点 を 表 す 対 格 が 存 在 す る と い う 意⾒の妥当性 は低く 、対 格 は 時 間
の 継 続 を 表 す最も 標 準 的 な 副 詞 類 と し て 機 能 し て い る と い う認識が 先 ⾏ 研 究 で広
く共有 さ れ て い る と い え る 。  

属 格 が 表 す 時 間 的 意 味 に関す る 記 述 は 、他の 格 に関す る も の に ⽐べ多様 で あ る 。
先 ⾏ 研 究 で は 継 続 (Kniezsa 1986: 424; Koike 2004: 39; Traugott 1972: 78f)、 時 点
(Koike 2004: 39)、反 復  (Kniezsa 1986: 424) を 表 す と い う 記 述 が み ら れ 、最も包括
的 な 記 述 的 ⽂献で あ る Mitchell (1985:586) も “The adverbial genitive defines the 

time within which something happens”と い う 、 継 続 か 時 点 か と い う 観 点 と は異な る
記 述 を試み て い る よ う に思われ る 。 こ の 記 述 の多様 さ に関し て 中 ⻄  (2021b: 118) 

は 、dæges ond nihtes ‘day and night’の よ う な 成 句 の 場合に は 継 続 、反 対 に dæges や
nihtes 単体 の 場合に 時 点 と し て解釈で き る と 指 摘 し た 。 ま た 、 そ も そ も 副 詞 的 属
格 に ど の よ う な も の を 含むか と い う 点 に関し て も 上 述 の 先 ⾏ 研 究 で は ⼀致し て お
らず、 Kniezsa は fela ‘a lot’ + GEN.PL の よ う な構⽂ を 含 め て い る ⼀ ⽅ 、 Koike が
挙げる 時 点 の ⽤ 例 は前置詞 句 で あ る よ う に思われ る 7。 fela + GEN.PL の構⽂ で は
時 間 名 詞 が複数 属 格 と し て 、 fela 以外に も 数 詞 な ど を 修 飾 し て 時 間 的 意 味 を 表 す
が 、 こ こ で は 主 要 部 は 時 間 名 詞 で は な い と考え ら れ る た め 、 本 稿 で は こ れ を 副 詞
的 名 詞 と は み な さ な い 。  

以上 の 格 が 表 す 意 味 的相違 を ま と め る と 、次の 通 り で あ る 。  

対 格：時 間 の 継 続  

与 格 ・ 具 格：時 点 、 反 復  

属 格：⽂献に よ り さ まざま な 記 述（継 続 、 時 点 、 反 復）。  

以上 か ら 、先 ⾏ 研 究 に お け る 副 詞 的 格 の 時 間 的 意 味 は 、継 続・時 点・反 復 に 分
類 さ れ て い る こ と がわか る 。 同 様 の 分 類 は 、 格 変 化 をほぼ完全に失っ た 現 代 英 語
の 時 間 を 表 す 副 詞 的 名 詞 句 8の 意 味 記 述 に も ⽤ い ら れ て い る 。実 際 、Tani (2010: 39) 

7  to hwilces timan ‘at which time’ (Koike 2004: 39)。  
8  理論 的背景に よ り Bare NP adverbials、 Bare DP adverbials な ど 、多様 な 名称で呼
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や Quirk et al.  (1985: 693–694) は time position, time frequency, time duration を 区 別
し て い る 。 し か し 、 時 間 的 意 味 の 分 類 を ⾏ う 上 で の 基 準 は 先 ⾏ 研 究 に お い て 明 確
に 定義さ れ る こ と は な い 上 、 こ の 区 分 で過不⾜の な い も の で あ る の か 、 と い う 点
は こ れ ま で議論 の 対象と は な ら な か っ た 。先 ⾏ 研 究 に 時折み ら れ る 記 述 の揺れ は 、
こ の 点 が 要因と な っ て い る と考え ら れ る 。  

ま た 、 す で に 先 ⾏ 研 究 に お い て 、 対 格 は 継 続 を 表 す 基 本 的 な 表 現 で あ り 、
Wülfing (1894) や Daniels (1904) の 主 張 す る 時 点 を 表 す 対 格 の 存 在 を⽀持 す る理
由が少な い こ と を 述べた が 、 実 際 に は 対 格 が 明 確 に 継 続 を 表 し て い る と は 判 断 し
難 い ⽤ 例 が 存 在 す る 。  

(5 ) Ne  cwæð  he þæt of him sylfum ac  þa he wæs þæt ger  

not  says he that from him self but when he was that year 

bisceop he witgode  þæt se Hælend sceolde sweltan for ðære þeode 

bishop he prophesied that the Saviour should die for the people 

「彼は ⾃ ら（の 意 志 で）そ れ を ⾔ っ た の で は な く 、 そ の年⼤司祭で あ っ
た 時 に 、救い 主 が⼈々の た め に死ぬこ と を預⾔ し た の だ っ た 。」  

Jn (WSCp)   B8.4.3.4 [0573 (11.51)] 

(6 ) Eadgið seo hlæfdig forðferde on Winceastre. vii.  nihton ær 

PN the lady died on PN 7 nights before 

Cristesmæssan. &  se cyng hi  let bryngan  to Westmynstre mid 

Christmas and the king her let bring to PN with 

mycclan wurðscipe & lægde hi wið Eadward king hire hlaforde; 

great worship and lay her with PN king her lord 

&  se  wæs on  Westmynstre þone midewinter 

and he was on PN the Christmas 

「クリス マ ス の 7 晩前にエディス ⼥王がウィンチェス タ ー で亡く な り 、
王は彼⼥ を ⼤ い な る 名誉と共にウェス トミン ス タ ー に運ば せ 、彼⼥ の 主
⼈で あ るエドワード王と共に寝か せ た 。王はウェス トミン ス タ ー に クリ
ス マ ス に滞在 し た 。」

ChronE (Irvine)   B17.9 [1262 (1075.26)] 

ば れ る 。 中 ⻄  (2021a: 56) 参照。  
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新約聖書の 古 英 語訳で あ る West-Saxon Gospel の 例 で あ る  (5) や『ア ングロ・
サクソン年代 記』E写本 の 例 で あ る  (6) は 、上 に⾒た  (1) や  (2) と は異な り wesan

‘be’と い う 継 続 的 動 詞 が ⽤ い ら れ て い る と い う 点 で ⼀⾒継 続読み も可能 な よ う に
思われ る 。

実 際 、 例 ⽂  (5) を 継 続 的 対 格 の 例 と み な す 先 ⾏ 研 究 も 存 在 す る 。 Yamakawa 

(1980) は 、継 続 的 対 格 と 意 味 的 に 対応す る前置詞 句 の 発達を調査す る 際 に 、修 飾
語 の 有無な ど を も と に構⽂ の 分 類 を ⾏ い 、 こ の 例 を下の B タイプと し た  (p. 6)。  

 A 数 詞（不定冠詞 含む )/量化⼦+時 間 measurament 名 詞  

 Ab 決定 詞＋数 詞 /数量詞 +時 間 measurament 名 詞  

 Ac 数 詞 、 数量詞 の 属 格（ of 属 格 含む）+ space of time を 意 味 す る 名 詞  

 B 決定 詞＋特 定 の 期 間 を 表 す 名 詞  

 C (不定冠詞＋時 間 の ⻑ さ を 表 す 形 容 詞＋ ) space of time を 表 す 名 詞  

 D (all+) 所有 代 名 詞＋⼈⽣、 在位期 間 な ど を 表 す 名 詞  

(Yamakawa 1980: 4) 

し か し な が ら 、同 じ B タイプに挙げら れ て い る他の ⽤ 例 は 、ほぼ全て決定 詞 だ
け で は な く eall ‘all’,  ælc ‘each’, aghwylc ‘each’, andlang ‘all along’な ど の 継 続読み 、
反 復読み を喚起す る 修 飾 語 を伴っ て お り 、 例外は 上 の  (5) と þa Easterdagas ‘the 

Easter days’ (HomS 10 (BlHom 3) B3.2.10 [0068 (170)])と い う複数 形 名 詞 の み で あ
る 。し た が っ て 、Yamakawa が挙げて い る ⽤ 例 の う ち 、単数 形 の 時 間 名 詞 が 継 続 や
反 復 を喚起す る 修 飾 語 な し で 継 続 を 表 し て い る と さ れ る 例 は  (5) の み で あ る 。  

ま た 、こ の箇所、あ る い は原典のラテ ン 語 で 同 じ 表 現 が ⽤ い ら れ て い るパラレ
ルテ ク ス ト の ⽤ 例 も  (5) を 継 続 の ⽤ 例 と し て扱う こ と が適切で な い可能 性 を ⽰
唆し て い る 。

(7 ) Hyra an wæs genemned Caiphas se wæs ða on gere   bisceop 

their one was named Caiphas who was then on year bishop 

「彼ら の 1 ⼈はカイアファと い う 名 で 、彼は そ の年司祭で あ っ た」  
Jn (WSCp) B8.4.3.4 [0572 (11.49)] 

(8 ) And heora an cwæð þa, |  Caiphas ȝehaten, | |  se wæs sacerd 

and their one said then Caiphas named who was priest 
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|  on þam ȝeare9  

 on the year 

「そ し て そ の 時彼ら の 1 ⼈、カイアファと い う 名 の 、そ の年司祭で あ っ
た も の が ⾔ っ た」  

ÆHomM 4 (Ass 5) B1.5.4 [0003 (9)] 

(9 ) Wæs se Anna sweor þæs Caifan þe ðy  gere  wæs bisceop. 

was the Anna father-in-law the Caiphas who the year was bishop 

「ア ンナス は そ の年司祭で あ っ たカイアファの舅だ っ た 。」  
HomS 24 (ScraggVerc 1) B3.2.24 [0004 (6)] 

(10 ) hoc autem a semet ipso non dixit sed 

this.N.SG.ACC but  from himself same not says but 

cum esset  pontifex  anni illius  

when be.3.SG.IMPF.SBJ high-priest year.GEN.SG that.GEN.SG 

prophetavit  quia  Iesus  moriturus  erat  pro  gente 

predict.3.SG.PEFR that Jesus die.FUT.PART be.IMPF for people 

(Jn. 11, 51) 

例  (5) のラテ ン 語原典で あ る  (10) で は 、 pontifex anni illius「そ の年の ⼤司祭」
と い う 修 飾 表 現 が ⽤ い ら れ て お り 、⾏ 間グロス で あ る Lindisfarne Gospel で も 同 様
で あ る 1 0  (Skeat 1878: 113)。 こ れ は West-Saxon Gospel の Jn.18, 13 で も 同 様 で あ る
の に 対 し 、 Jn. 11, 49 の翻訳で あ る  (7) や Ælfric に よ る 同 じ箇所の韻⽂説教 1 1  (8) 

で は前置詞 句 、Vercelli Homilies (9) で は 具 格 と い う 、むしろ時 点 を 表 す 表 現 が ⽤
い ら れ て い る 。 し た が っ て 、 例  (5) は pontifex anni illius と い うラテ ン 語 表 現 の
翻訳に 対 格 が使⽤ さ れ て い る 例 と し て 特異な だ け で な く 、 Yamakawa (1980) の B

タイプの ⽤ 例 と し て も 継 続 的 修 飾 語 を伴わな い 例外的 な も の で あ る 。 そ の 上 、パ
ラレルテ ク ス ト の 表 現 を⾒て も 、 こ の ⽤ 例 を 継 続 の 例 と し て積極的 に認め る根拠
は⼗分 で は な い 。  

9  |  は韻⽂ に お け る半⾏ の 区切り（ caesura）、 | |  は ⾏ の 区切り を 表 す 。  
1 0  た だ しラテ ン 語 の 語順は anni illius ‘year that’ で あ る の に 対 し てグロス の順は
ðæs geres ‘the year ’と逆に な っ て い る 。 そ れ に 対 し て 18, 13 で はラテ ン 語 に忠実
な geres ðæs と い う 語順に な っ て い る 。  
1 1  Assmann (1889: 254) 
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こ の よ う に 、先 ⾏ 研 究 で 継 続 的 と さ れ る ⽤ 例 を⾒る と 、⼤半の ⽤ 例 で 継 続 的解
釈を付加 す る 修 飾 語 を伴っ て お り 、 こ の こ と が 継 続読み を可能 と す る ⼀ つ の 指 標
で あ る よ う に思われ る 。 実 際 、 修 飾 語 の 有無に よ っ て 副 詞 的 対 格 の 時 間 的解釈に
違 い が⽣じ る こ と は 、現 代ドイツ語 に お い て も 観察さ れ る 。Schäfer (2015: 257) に
よ る と 、副 詞 gestern ‘yesterday’を 時 間 の 継 続 を 表 す 対 格 名 詞 句 に置き換え る 場合
に は  (11b) の よ う に gestrig ‘of yesterday’と い う 形 容 詞 だ け で は不⼗分 で あ り 、
ganz ‘whole’に よ る 修 飾 が 必 要 に な る と い う 。  

(11 ) a. Gestern  haben wir im Garten gegrillt .  

Yesterday have we in.the garden grilled 

‘Yesterday, we grilled in the garden.’ 

b. *Den gestrigen Tag  haben wir im Garten gegrillt .  

The.ACC yesterday. ADJ.DAT day have we in.the garden grilled 

c. Den ganzen gestrigen Tag  haben wir im 

The.ACC whole.ACC yesterday. ADJ.DAT day have we in.the 

Garten gegrillt .  

garden grilled  

d. Am gestrigen Tag  haben wir im Garten gegrill t .  

On.the yesterday.ADJ.DAT day have we in.the garden grilled 

(Schäfer 2015: 257) 

ドイツ語 に お い て も 対 格 名 詞 は 時 間 の 継 続 を 表 す こ と が で き る が  (e.g. den 

ganzen Tag ‘all the day’)、 上 の 例 ⽂  (11) は ganz ‘whole’と い う 継 続 的ニュア ン ス
を付加 す る 形 容 詞 が 継 続相と し て の解釈に 必須で あ る こ と を ⽰ し て い る 1 2。  

し た が っ て 、副 詞 的 格 の 表 す 時 間 的 意 味 の解釈は 、ど の 形態的 格 が ⽤ い ら れ て
い る か だ け で な く 、 ど の よ う な 修 飾 語 を伴っ て い る か と い う 点 に も左右さ れ る と
い え る 。  

こ の よ う な 修 飾 語 に よ る解釈の 変 化 、 あ る い は 継 続読み が可能 に な る事実 は 、
話 者  (作者 ) に よ る 主 観 的 時 間 の 捉 え ⽅ が 時 間 的解釈に と っ て重要 で あ り 、 現 実
世界の 時 間関係を考慮す る だ け で は 副 詞 的 格 の 意 味解釈に は不⼗分 で あ る こ と を
⽰ し て い る 。 し た が っ て 、次節で は 時 間 の流れ の 捉 え ⽅ に関わる ア ス ペ ク ト と い

1 2  ⼀ ⽅ 、 時 点 の解釈得る に は  (11d) の よ う に前置詞 句 に す る 必 要 が あ る と い う  

(p. 257)。  
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う概念を 確認す る 。  

2.2. ア ス ペ ク ト  

ア ス ペ ク ト は あ る状況の 時 間 の流れ に関わる概念と し て 、多様 な 定義の も と ⽤
い ら れ て き た 。 研 究史に お い て は 、 ⼤ き く 分 け て 語彙的 ア ス ペ ク ト と ⽂ 法 的 ア ス
ペ ク ト 、 あ る い は 客 観 的 ア ス ペ ク ト と 主 観 的 ア ス ペ ク ト と呼ば れ る 、 定義か ら し
て ⼤ き く異な る 2 つ の概念が 存 在 す る  (Heindl 2017: 19)。  

2.2.1. 語彙的 ア ス ペ ク ト  (状況タイプ )  
Heindl な ど が状況タイプと呼ぶこ の概念は 、 inherent ア ス ペ ク ト や ア クツィオ

ー ン ス アルト  (Dal & Eroms 2014: 105) と も呼ば れ 、動 詞 や 動 詞 句 、さ ら に は ⽂ 中
の 要 素 が合わさ る こ と に よ り 表 さ れ る 本 来 的 時 間 的解釈を 指 す 。例 え ば 、Vendler 

(1957) は あ る 動 詞 が進⾏ 形 を 取 る か 、ど の よ う な 副 詞 と共起す る か 、な ど を も と
に そ の 動 詞 の 表 す事態を活動 、到達、達成 、状態に 区 別 し た 。  

し か し 、以下で⾒る よ う に 、こ の よ う な 分 類 は 動 詞 だ け で決定 さ れ る も の で は
な く 、動 詞 句 内 部 の構造や ⽂ 中 で の構成 に よ っ て も左右さ れ る  (Heindl 2017: 19)。
例 え ば 、 ⽬ 的 語 の 有無や 数 に よ っ て解釈が 変 化 す る こ と が知ら れ て お り  (Brinton 

1988: 49f)、 De Boel (1987: 35) は 、イタリア 語 の 動 詞 uccidere ʻkillʼの ⽤ 例 を あげ
て 、そ れ を ⽰ し て い る（ (12)）。こ の 動 詞 は 、通 常 は ⽬ 的 語 の 名 詞 が 表 す 対象が死
ん だ状態に移⾏ し て初め て そ の事態が真で あ る と み な さ れ る が 、未完了形 に お い
て は そ のゴールに到達し て い な い と解釈さ れ る 。 し か し 、 ⽬ 的 語 が複数 形 で あ る  

(12a) で は「⾁屋は複数 の⼦⽜を殺し つ つ あ っ た」と い う こ と で 、少な く と も ⼀頭
の⼦⽜は す で に殺し て い る と解釈し う る の に 対 し 、⽬ 的 語 が単数 で あ る  (12b) で
は い ま だ に ⼀頭も殺し て い な い と い う解釈に な る 。  

(12 ) a.  Il  macellaio  uccideva  i  vitelli  

 the  butcher kill.IMPF the.PL calf.PL  

 b. Il macellaio uccideva il vitello 

the butcher kill.IMPF the calf.SG  

(De Boel 1987: 35) 

こ の 区 別 は 、 動 詞 の 表 す 動作が 必然的 に終わり を 含 意 し て い る か  （完結的 で
あ る か）  の よ う に 語彙的 に あ る程度決定 さ れ る 。こ れ を Van Valin (2005) に 従 っ
て 素 性 で 表 す と  (13) の よ う に 提 ⽰ で き る 。  
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(13 )  基 本 的 な状況タイプと そ の 素 性 1 3（ cf. Vendler 1957; Van Valin 2005）  

状態： [+static],[-dynamic],[-telic],[-punctual] 

活動： [-static],[+dynamic],[-telic],[-punctual] 

到達： [-static],[-dynamic],[+telic],[+punctual] 

達成： [-static],[+dynamic],[+telic],[-punctual] 

(Van Valin 2005: 33 改変 ) 

こ れ ら の 素 性 の う ち 、 本 稿 と 特 に関わる の は [±telic]と [±punctual]で あ る 。前
者 は状況が 本 来 的 な終着 点 を 持 っ て い る か 、と い う こ と と関係す る 。例 え ば 、「死
ぬ」と い う状況が真で あ る た め に は 、 あ る⼈物が⽣き て い る状態か ら死ん だ状態
に移⾏ し な け れ ば な ら な い 。 そ し て 、 そ の移⾏ は瞬時 に起き る 。最初に 提 ⽰ し た
例  (1a)、 (2) で は「神が 来 る」、「兜を作る」、「王位に つ く  (succeed to power)」と
い う 、 いずれ も 、神が 来 て い な い状況か ら 来 て い る状況、兜が で き て い な い状況
か ら兜が で き た状況、王位に つ い て い な い状況か ら王位に つ い て い る状況へ移⾏
す る瞬間 が 存 在 し て お り 、 そ れ を経過し て い な い と そ の事態が真で あ る と は ⾔ え
な い 。そ の た め 、こ れ ら の 例 は [+telic]な事態で あ る と い え る 。⼀ ⽅ 、例  (1b)、(3) 

の「さ ま よ う」、「苦難 を経験す る」と い う事態が真で あ る た め に 必 要 な 本 来 的終
着 点 は 存 在 し な い た め 、 こ れ ら は [-telic]で あ る 。  

[±punctual] は事態が 時 間 的広が り を 持 つ か否か を 表 す 。 例 え ば 、 Van Valin 

(2005:34) は the ice melted は 時 間 の広が り を 持 つ た め [-punctual]で あ る の に 対 し 、
the balloon popped は ⼀瞬で起き る出来事で あ る た め [+punctual]で あ る と し 、 こ の
特 徴 が いずれ も [+telic]で あ る到達と達成 の 間 の 違 い で あ る と し て い る 。  

⼀⾒、こ の [±punctual]と い う 素 性 に よ っ て 、あ る事態が 継 続 的 か 点 的 で あ る か
は ⼀ 意 に決定 さ れ る か の よ う に も思え る 。し か し 、Smith (1991: 29–30) は こ の [±
punctual]1 4 と い う 素 性 は理想化 さ れ た も の で あ り 、瞬間 的 と さ れ る 動作も厳密に
は若⼲の 時 間 的 継 続 を伴っ て い る と 指 摘 し た 上 で 、 こ の 素 性 を設定 し な い 先 ⾏ 研
究 も 存 在 す る こ と を 述べて い る 。 Van Valin (2005: 34) は 、 [-telic]で あ る状態と活
動 は 定義か ら し て [-punctual]で あ る と し て い る が 、 客 観 的事態を 意 味 素 性 で 表 し
て い る はずの  (13) に は 、実 際 に は 主 観 が介⼊す る余地が あ る と い う こ と に な る 。
実 際 、 様々な ⻑ さ の 時 間 が 時 点 と し て解釈さ れ う る こ と 、 客 観 的 に 同 じ ⻑ さ の 時

1 3  Vendler は 上 の 4 つ の み を 区 別 し た が 、 の ち に単⼀相（ semelfactive）や active 

accomplishment な ど が 加 え ら れ た 。 し か し 、 本 稿 で は当初の 4 タイプの み を 区 別
す る 。  
1 4  Smith の ⽤ 語 で は [±durative]。  
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間 が 時 点 と も 継 続 と も解釈で き る こ と か ら 、 time position の 客 観 的 な 定義は ⾔ 語
学 的 に は重要 で は な い し 、不可能 で あ る と Tani (2010: 40) は 述べて い る 。 し た が
っ て 、こ の [±punctual]と い う 素 性 を考え る 上 で は 、次節で 述べる 主 観 的 ア ス ペ ク
ト と い う概念を導⼊す る 必 要 が あ る 。

2.2.2. 主 観 的 ア ス ペ ク ト
状況タイプ  (語彙的 ア ス ペ ク ト ) が 現 実 世界に お け る 時 間 の流れ に関わっ て

い る の に 対 し 、 ⽂ 法 的 ア ス ペ ク ト 、 あ る い は 観 点 ア ス ペ ク ト は あ る状況の 時 間 の
内 的構成 の 捉 え ⽅ に関わる概念で あ る  (Brinton 1988: 2; Comrie 1981: 3)1 5。 こ れ
は 、 主 に あ る状況を全体 と し て 捉 え る完了体 と 、出来事の流れ の ⼀段⾯を 提 ⽰ す
る不完了体 に 分 け ら れ る  (Heindl 2017: 30)。 こ れ は出来事を外か ら⾒て い る か 、
内 か ら⾒て い る か と い う 違 い で あ り 、 そ の た め に 主 観 的 で あ る 。 Heindl の ⾔葉を
借り れ ば ⽂ 法 的 ア ス ペ ク ト は出来事を ど う 捉 え る か 、 提 ⽰ す る か と い うレンズの
よ う な も の で あ る  (Heindl 2017: 30)1 6。  

こ の視点 の 違 い は 、ロシ ア 語 な ど の スラブ諸語 で は 接頭辞 の付加 な ど 、(12) の
イタリア 語 な ど のロマ ン ス諸語 で は 動 詞 の単純形 に 対 す る未完了形 な ど の ⽂ 法 的
⼿段に よ っ て 表 さ れ る 。 現 代 英 語 で も単純形 と進⾏ 形 と い う ⽂ 法 的 ⼿段に よ る 表
現 が 存 在 し て お り 、前者 が完了的 、 後 者 が未完了的 で あ る 。 こ の よ う な ⾔ 語 に 対
し 、 古 英 語 は 確固た る進⾏ 形 を 有 し て い な か っ た た め 、視点 の 提 ⽰ に は異な る ⼿
段が ⽤ い ら れ た と考え ら れ る 。  

そ も そ も 、語彙的 ア ス ペ ク ト と ⽂ 法 的 ア ス ペ ク ト は複雑に絡ま り合っ て い る た
め 、 ⽂ 法 的 ア ス ペ ク ト が議論 さ れ る 場⾯に お い て も 語彙的 ア ス ペ ク ト は少な か ら
ぬ役割を担う  (Heindl 2017: 32)。 例 え ば 、 ⽂ 法 的 な ア ス ペ ク トカテゴリー を 持 た
な い 現 代ドイツ語 の よ う な ⾔ 語 で は 、 語彙的 性質や 副 詞 と い う 、 語彙的 ア ス ペ ク
ト に関連し て議論 し た 要 素 が ⼤ き く関わる と い う  (p. 32)。 現 在 形 や進⾏ 形 同 様 、
あ る種の 副 詞 や 副 詞 句 も事象の 捉 え ⽅ 、 特 に 特 定 の 時 間 の 間隔を 表 す  (Croft

1998: 79)。そ の た め 、進⾏ 形 が未発達で あ っ た 古 英 語 で も 、副 詞 的 格 と の共起や 、
修 飾 語 が視点 の 提 ⽰ の仕⽅ と関わっ て い る と考え ら れ る 。

1 5   「ア ス ペ ク ト」と い う ⽤ 語 はロシ ア 語 ⽂ 法 の vid ‘view’か ら 19 世紀に輸⼊さ
れ た  (Brinton 1988: 2)。  
1 6  こ の よ う な 区 別 は 、 ⽤ 語 は 違 え ど伝統⽂ 法 で も ⾏われ て お り 、 Krause (1968: 

212) は ア クツィオー ン ス アルト (状況タイプ ) を 客 観 的 、ア ス ペ ク ト  (主 観 的 ア ス
ペ ク ト ) を 主 観 的 で あ る と し て い る 。
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以上 よ り 、 時 間 の 主 観 的 捉 え ⽅ を ア ス ペ ク ト と す る考え ⽅ に 基づく と 、 2.1 節
で 確認し た 修 飾 語 の 有無が も た ら す解釈の 違 い は 、 時 間 の 主 観 的 捉 え ⽅ が 表出さ
れ て い る証左に な る と考え ら れ る 。 し た が っ て 、 継 続 的 修 飾 語 が な い 場合に も 副
詞 的 対 格 が 継 続 的 で あ っ た の か が問題と な る 。  

3. 分 析
3.1. 分 析 対 象

副 詞 的 格 は ⽐ 較 的 ⽤ 例 数 の少な い ⽤ 法 で あ り 、そ の 中 で も 特 定 の 格 の 時 間 的 ⽤
法 に 限 る と 、 ⼀ つ の 古 英 語作品か ら得ら れ る ⽤ 例 数 は⾮常 に 限 定 的 で あ る 。 そ の
た め 、本 稿 で は DOEC か ら散⽂ に お け る 時 間 名 詞 の ⽤ 例 を全て 収集し た 上 で 、対
象と な る ⽤ 例 を探す と い う ⼿ 法 を採る 。  

そ の 際 、ど の よ う な 場合に 副 詞 的 名 詞 句 が 継 続 的 で あ る か を 判 断 す る 上 で 、主
要 部 名 詞 の 意 味 論 的 違 い と 、 修 飾 語 に 着 ⽬ す る 。  

時 間 名 詞 に は 、⼀年や ⼀⽇な ど の暦上 の 区切ら れ た 時 間 を 表 す も の と 、⻑ さ は
定 めずに 時 間 の広が り を 表 す も の が あ る 。 こ の 意 味 論 的 特 徴 か ら次の⼆つ の 名 詞
グループを ⽴ て る こ と が で き る 1 7。  

(i) （暦な ど の）特 定 の 期 間 を 表 す 名 詞
(ii) 時 間 の幅を 表 す 名 詞

両者 の 違 い は境界性 の 有無で あ る 。 (i) の 名 詞群は 客 観 的 な外界の 時 間 の ⻑ さ に
応じ て 時 間 を⼈⼯的 に 区切っ た 、境界の あ る も の で あ る の に 対 し 、 (ii) は ど の く
ら い の ⻑ さ で あ る か に関係な く 、時 間 の広が り を 表 す 名 詞 で あ る 。⾔ い換え る と 、
(i) は [+telic]で あ り 、(ii) は [-telic]で あ る 。し た が っ て 、(ii)の 名 詞群は 話 者 の 主 観
に よ る さ ら な る 捉 え ⽅ の 違 い と し て は 、 そ の ⻑ さ が ど の程度 の も の で あ る か程度
に し か あ り え な い こ と が予測さ れ る 。 ⼀ ⽅ 、 客 観 的 な外界の 時 間 の ⻑ さ を規定 す
る 語彙で あ る  (i) の 語彙群は 、話 者 の 主 観 に よ る 捉 え ⽅ の 違 い に さ ら さ れ や す い
と い え る 。 ⼀年は ⻑ い の か短い の か 、 あ る ⾏為が ⾏われ 続 け る 時 間 な の か 、 そ れ
と も ⼀瞬と し て 捉 え う る の か 、 話 者 の 観 点次第 で さ まざま に 捉 え る こ と が で き る
(Tani 2010: 40; cf. Croft 1998: 70)。

1 7  こ の他に も 、 あ る ⼀瞬の 時 点 を 表 す beorhthwil ‘moment, instance’の よ う な 名 詞
も 存 在 す る が 、 そ の ⽤ 例 数 は 古 英 語 に お い て⾮常 に 限 定 的 で あ る た め 、今回 の調
査か ら は除い た 。  
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今回 の調査対象と な っ た 古 英 語 の 時 間 名 詞 を 上 の 基 準 に当て は め る と 、次の
Table 3 の よ う に 分 類 で き る 。  

Table 3 時 間 名 詞 の意 味 論 的 分 類  

(i) æfen ‘evening’, dæg ‘day’, gear ‘year ’, monað ‘month’, morgen ‘morning’, niht 

‘night’, sumor ‘summer ’, uhta ‘dawn’, winter ‘winter ’ 

(ii) first ‘time’, hwil ‘while’, tid ‘time’, þrag ‘time’1 8  

実 際 に は 、同 じ 語彙で も 場合に よ っ て は 表 す 意 味 が異な り う る た め 、こ の 分 類
は絶対 的 な も の で は な く 、 ⾃ 動 的 に 分 け る こ と が で き るわけ で は な い も の の 、⼆
つ のグループの 名 詞 間 に は振る舞い の 違 い が⾒ら れ る 。 す で に 述べた よ う に 、 継
続 的 対 格 と し て ⽤ い ら れ る 際 に は 、 (i) の 名 詞群は 数 詞 や full ‘full’,  eall ‘all’,  

manige ‘many’な ど の 時 間 的広が り を強調す る 修 飾 語 に よ っ て 形 容 さ れ て い る の
がほと ん ど で あ る の に 対 し 、 (ii) に 属 す る hwil や þrag は 修 飾 要 素 な し で の 継 続
⽤ 法 を ⽐ 較 的 容易に⾒出せ る 。  

(14 ) Ac se heaþrym þæs Godes hades þæm englicum 

but the exalted-glory the God’s state the.DAT.PL angelic 

weorodum simle ondweard wæs, þeah þe he þrage  mid 

host always present was though which he time with 

us wunode 

us stayed 

‘The exalted majesty of the Godhead was ever present with the angelic hosts, 

though He dwelt with us for a while.’ (Kelly 2003 訳 ) 

HomS 47 (BlHom 12)   B3.2.47 [0003 (10)] 

DOEC の散⽂作品か ら は þrag は 14 例 、hwil は 1347 例得ら れ た が 1 9、そ の う ち

1 8  古 英 語 の 語彙を そ の 意 味領域ごと に 分 類 す る A Thesaurus of Old English で は
hwil は A stretch/period of time, A time appointed, a fixed, proper time, A day's space, 

An hour と 、 þrag は A stretch/period of time, A time, particular time, occasion と 記載
さ れ て い る 。  
1 9  検索ワードは þrag に は boolean 検索で fragmentary、 Drag or Trag、 hwil に は
simple 検索で fragmentary、hwil と し 、無関係な 語 や 対象語彙を 主 要 部 と し な い複
合語 を ⼿ 動 で除外し た 。  
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前者 は 5 例 、 後 者 は 4 例無修 飾 で 継 続 を 表 し て い た 。 ⽤ 例 数 は多い と は ⾔ え な い
も の の 、特 に þrag は ⽐ 較 的⾼い割合で無修 飾 の ま ま 継 続 的 意 味 を 表 す こ と がわか
る 。  

本 稿 の以降の節で は DOEC か ら 収集し た  (i) 群の 名 詞 の う ち 、 副 詞 的 ⽤ 法 の
頻 度 が⾼い dæg、gear、niht の 3 語 に 対象を絞っ て 分析を ⾏ う 。3 語 に絞っ た の は 、
副 詞 的 ⽤ 法 は 語彙に よ っ て使⽤傾向が ⼤ き く異な り 、æfen や monað で は ⽤ 例 が⾮
常 に 限 ら れ る た め で あ る 2 0。こ れ ら の 語彙が 、eall な ど の 継 続 的 修 飾 語 な し 、あ る
い は Yamakawa (1980) の B タイプに相当す る ⽤ 例 を調査し て い く 。ま た 、そ の 際 、
状況タイプの [±telic]素 性 に も 着 ⽬ す る 。[-telic]な事態の 場合、副 詞 句 の 意 味次第
で は 継 続読み も 時 点読み も可能 で あ る の に 対 し 、仮に [+telic]な事態と 副 詞 的 対 格
が共起し て い る 場合に は 、 継 続 的読み は極め て 困 難 に な る た め で あ る 。  

3.2. ⽤ 例  

DOEC か ら 収集さ れ た  (i) 群名 詞 は dæg 7535 例 、 gear 3216 例 、 niht 2152 例 な
ど が あ る が 、 本 稿 が 対象と す る構⽂ で 現 れ る も の は⾮常 に少な く 、 そ の 中 で 確 実
に 副 詞 的 に扱われ て い る も の は 50 例程度 し か⾒つ か ら な か っ た 。  

は じ め に 、 継 続 的解釈が ⽐ 較 的 容易な 例 を 確認し て い く 。  

(15 ) & heo þa eode into hire cleofæ & þær wunede ðone dæg  

and she then went into her chamber and there stayed the day 

& þa niht  on hire bedum. 

and the night on her prayer 

「彼⼥ は 部屋へ⾏ き 、 そ こ で そ の⽇と夜祈り の 中 に留ま っ た 。」  
LS 18.1 (NatMaryAss 10N) B3.3.18.2 [0041 (139)] 

こ の 例 で は 、 ⼀⾒対 格 の 限 定 詞 ðone の み に 修 飾 さ れ た dæg が 継 続 的 意 味 を 表 し
て い る よ う に思われ る が 、 こ の 場合 dæg and niht ‘day and night’と い う ⼀ つ の ま と
ま り を な し て い る た め に 継 続 的 な解釈が可能 に な る と思われ る 。す なわち 、day や
night は単体 で は 時 間 の 期 間 を 表 す も の の 、⼆語 が ⼀ つ の セ ッ トフレーズと し て ⽤
い ら れ る こ と に よ り そ の境界性 が消失し 、結果的 に  (ii) 群の 名 詞 と 同 じ 性質を 持

2 0  こ の 語彙的制約に関し て は 中 ⻄  (2021a) で も調査し 、æfen、uhta、wicu ‘week’
な ど の 副 詞 的 ⽤ 例 が 古 英詩で は 確認で き な い こ と を 述べた が  (pp. 62f)、今回資料
を DOEC の全散⽂作品に広げる こ と で少数 な が ら ⽤ 例 を⾒つ け る こ と が で き た 。 
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つ よ う に な る と考え ら れ る 。 た だ し 、 niht が単体 で「祈り の 中 に と ど ま る」と い
う 表 現 で ⽤ い ら れ て い る 例 は他に も⾒ら れ 、 LS 10 (Guth) B3.3.10 [0029 (5.98)]の
þa niht in halegum gebedum wunode ‘stayed in holy prayers the night’な ど は 継 続 と⾒
做せ る と思われ る 。  

(16 ) a. Eac swylce þone æftran dæg   mid his nihte unwerig on benum 

also such the next day with his niht untired on prayers 

he þurhstod. 

he continued 

「ま た 、次の⽇、夜（の 間 も祈り を捧げて い た こ と）に疲れず彼は祈
り 続 け て い た」  

b. secundo etiam  die  cum nocte subsequenti 

second.ABL in-addition day.ABL with night.ABL succeeding.ABL 

indefessus in precibus perstitit .  

unwearied in prayers persisted 

「さ ら に⼆⽇⽬ 、引き 続 く夜に疲れず祈り 続 け た」  

GDPref and 3 (C) B9.5.5 [0239 (14.200.7)] 

(16a) は シリア か らイタリア の ス ポレー ト に や っ て 来 た聖イサア ク が教会 の 中 で
幾⽇に も渡っ て祈り を捧げ続 け て い る 場⾯で あ る 。 こ こ で は ⼀⽇⽬ の祈り を絶え
間 な く終え 、⼆⽇⽬ も祈り を 続 け た こ と が 語 ら れ て い る た め 、 継 続 的 修 飾 語 は な
い も の の 継 続 的解釈が ⾃然で あ る よ う に思われ る 。 た だ し 、 こ の ⽂ で は 動 詞
þurhstandan が そ の解釈に影響し て い る可能 性 が あ る 。þurh ‘through’は前置詞 と し
て は 継 続 表 現 を 表 す 際 に ⽤ い ら れ 、副 詞 と し て の ⽤ 法 も⾒ら れ て い る 。ま た 、Hecht 

(1900) の校訂版で は 動 詞 の 接頭辞 と し て扱われ て い る も の の 、写本 2 1で は ⾏ を跨
い で お り 、は っ き り 接頭辞 で あ る と は 判 断 で き な い 。そ れ に 加 え 、þurhstandan の
⽤ 例 は Bosworth & Toller の 辞書で は こ の ⼀ 例 し か挙げら れ て お らず、 DOEC か ら
も他の ⽤ 例 は⾒出せ な か っ た 。 し た が っ て 、 こ の Hapax legomenon の正確 な 意 味
を読み 取 る に は や や 難 が あ る も の の 、ラテ ン 語原⽂ の perstitit  (< perstō)2 2  と の 対
応を考え る と  ‘continue’ と い う解釈で問題な い と考え ら れ る 2 3。 な お 、ラテ ン 語

2 1  Cambridge, Corpus Christi College, MS 322, 78v.  
2 2  To continue resolutely in an attitude, activity, or sim., persist,  stand firm (w. in + 
abl) (Glare 2012: 1495) 
2 3  de Vogüé (1979: 305) の訳で は ‘le second jour qui s 'ensuivit,  infatigable, il  persista 
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原典で も secundo die ‘second day’と い う奪格 が ⽤ い ら れ て い る た め 、 時 間解釈で
問題な い と思われ る が 、古 英 語 だ け を も と に解釈す る な ら ば 、先 ⾏ す る he stod in 

his gebede ealne dæg & þam dæge þa æfterfylgendan nihte he to geþeodde ‘he stood in 

his prayer all the day and to the day he added the following night’と い う ⽂ 中 の 動 詞
geþeodde ‘added’の ⽬ 的 語 と し て解釈す る こ と も不可能 で は な い と考え ら れ る 。  

次に 継 続 的 と も 点 的 と も解釈で き 、 明 確 な 判 断 が し 難 い 例 を 確認す る 。  

(17 ) & hi didon swa, & he sealed him andlifene wiþ horsum & 

and they did so and he gave them food for horses and  

wiþ hriðerum & wið sceapum & wið assan, & fedde hi þæt 

for oxen and for sheep and for asses and fed them that 

gear  wið heora orfe. 

year for their cattle 

「彼ら が そ の よ う に す る と 、彼は⾺と⽜と⽺とロバと交換で⾷糧を彼ら
に 与 え 、彼ら を そ の年家畜と交換に養っ た の で あ る」  

Gen   B8.1.4.1 [1043 (47.17)] 

(17) は旧約聖書『創世 記』の 47 章 17 節の翻訳で あ り 、こ の箇所は こ の ⽤ 例 で は
fedan ‘feed’と い う活動 動 詞 が ⽤ い ら れ て い る た め 、 動 詞 の 意 味 論 的 特 徴 は [-telic]

で あ る 。欽定訳聖書で も こ の箇所は 継 続 的 に訳さ れ て い る 。 数少な い 限 定 詞 に よ
る 修 飾 の み で 継 続 を 表 し て い る 例 と も考え ら れ る が 、 粒 度 の荒い 観 点 か ら過去の
出来事を 述べて い る（「そ の年の 間家畜を養っ た」で は な く「そ の年家畜を養っ た」）
と考え る と 点 的解釈も不可能 で は な く 、決め ⼿ に⽋く 。

(18 ) a.  Ða cwæð he hlaford, læt hine gyt þis gear ,  oð ic hine 

then said he lord let him yet this year until I him 

bedelfe & ic hine bewurpe mid meoxe  

dig and I him throw with dung 

「す る と彼は ⾔ っ た 、『ご主⼈、今年そ れ（⽊）を放っ て お い て く だ
さ い 、私が そ れ を耕し て肥や し を かぶせ る ま で』」  

b. at ille respondens dixit illi  domine dimitte  illam et 

but he responding said him lord.VOC leave.IMP him and 

dans ses prières’ と な っ て い る 。  
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hoc anno   usque dum fodiam circa illam et 

this.ABL year.ABL until until dig.1.SG.FUT around it and 

mittam stercora 

put.1.SG.FUT dung 

Lk (WSCp)   B8.4.3.3 [0571 (13.8)] 

(18) で はイチジク の⽊を農園に植え た も の の 、 3 年間 ⼀ 度 も 実 を つ け て い な い こ
と を理由に農園主 が⽊を切る よ う ⾔ っ た こ と に 対 す る農夫の返事で あ る 。「も う
⼀年間」と い う こ と な の で 継 続 と も読め る が 、 ⼀年を 点 的 に読む解釈も で き る た
め 、曖昧な 例 で あ る と い え る 。

(19 ) & þa swa se Godes þeowa wæs genyded fram werignysse 

and then as the God‘s servant was compelled from weariness 

his geferana, þæt he wunode þa niht  on his mynstre. 

his fellow that he stayed the night in his monastery 

「そ し て そ の神の僕は 、 同 ⾏ 者 た ち の疲労ゆえ 、彼の 修道院 に そ の夜留
ま る こ と を強い ら れ た」  

GD 1 (C)   B9.5.2 [0219 (4.38.23)] 

(19) で は wunian ‘stay’と い う [-telic]な状態動 詞 が þa niht と い う 限 定 詞付き の
名 詞 と共起し て い る 。状態動 詞 は 現 代 英 語 で は 時 点 の 副 詞 句 と も共起し う る（出
⽔ 2023: 25）た め決定 的 な 判 断 は 困 難 で あ る 。niht は  (19) の よ う に 限 定 詞 で 修 飾
さ れ た 例 だ け で な く 、 sume niht(e) ‘some night’と い う構⽂ で も ⽤ い ら れ る 2 4。  

(20 ) a. Þa eode he sume neahte  on ise unwærlice, þa gefeoll he 

when went he some night on ice incautiously then fell he 

semninga on his earm ufan, & þone swiðe geðræste & gebræc 

suddenly on his arm above and it very hursted and broke 

「あ る晩彼が氷の 上 を不注意 に歩い て い る と 、不意 に腕の 上 に転び 、
痛め て折っ て し ま っ た」  

2 4  内 ⼀ 例  (Mart 5 (Kotzor) B19.5[0815 (Au 3, A.4)]) は frigeniht ‘Friday night’と い
う複合語 。  
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b. dum incautius forte noctu  in

when incautious.COMP.N.SG.NOM once-upon-a-time at-night on

glacie incederet, repente conruens (corruit) 

ice walk.SBJ.IMPF.3.SG suddenly fall.ACT.PRES.PART 

Bede 3   B9.6.5 [0030 (1.156.16)] 

例  (20a) で は 動 詞 gan ‘go’ が「歩く」と い う活動 動 詞 と し て使われ て お り 、さ ら
に そ れ を背景情報と し て 、「彼が転ん で怪我を す る」と い う事態が 述べら れ る 。そ
の た め 、 こ の 例 ⽂ で は 継 続 的 に解釈す る ⽅ が ⾃然で あ る 。  

こ こ ま で の ⽤ 例 で は wunian ‘stay’や wesan ‘be’な ど の状態に 分 類 さ れ る 動 詞 や 、
fedan ‘feed’や gan ‘go の よ う な活動 動 詞  が ⽤ い ら れ て い た 。し か し 、中 に は [+telic]

で あ る 動 詞 が gelimpan ‘happen’が ⽤ い ら れ て い る 例 も 存 在 す る 。  

(21 ) Þa sume nihte  cigde heo þa ylcan Redemtan þæt ealde wif, 

then some night called she the same PN that old woman 

ymb þa ic wæs ær sprecende, þæt heo fedde þa twa 

about the I was before speaking that she fed the two 

þinenna mid hire sylfre on anre stowe, & heo þa 

female-servant with her self on one place and she the 

Romula cwæð  þus to hire: cum la moder hider. 

PN said thus to her come lo mother here 

「あ る夜、彼⼥  (聖ロムラ )  は 、私が 話 し て い た と ころの そ の年⽼い た ⼥
性 、レデン タ を呼ん だ  ―  彼⼥  (レデン タ )  は 2 ⼈の ⼥ 性 の 従 者 を ⾃ ら
と 同 じ住居で養っ て い た  ―  そ し てロムラは彼⼥ に向か っ て こ の よ う に
⾔ っ た 、『⺟上 、 こ ち ら に 来 て く だ さ い』」  

GDPref and 4 (C)   B9.5.6 [0231 (16.284.9)] 

(22 ) Witodlice þa gelamp hit sume niht ,  þæt heo læg geswænced mid 

truly then happened it some night that she lay afflicted with 

þære ylcan untrumnesse þæs cancres. Þa færinga geseah 

the.DAT same infirmity the.GEN cancer then suddenly saw 

heo þone eadigan apostol sanctum Petrum standan betweoh 

she the blessed apostle saint Peter stand between 
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þam candelstafum beforan hire ræste. 

the candle-staffs in-front-of her bed 

「ま こ と に 、 あ る晩そ れ は起き た の だ 。彼⼥ が そ の癌の病に苦し ん で寝
て い る と 、 そ の 時不意 に 、祝福さ れ し使徒聖ペ テロが彼⼥ の床の前の燭
台の 間 に ⽴ っ て い る の を⾒た の だ 。」  

GDPref and 4 (C)   B9.5.6 [0191 (14.280.3)] 

例  (21) で はロムラがレデン タ を呼ん だ と い う事態が描か れ て い る た め 、 こ こ で
は [+telic]な状況タイプで あ る と考え ら れ る 。 同 様 に 、  (22) の gelimpan ‘happen’

は 明 確 に [+telic]な到達動 詞 の た め 、 継 続読み は 困 難 で あ る 。  

以上 の 分析結果を ま と め る と 、今回調査対象と し た 、継 続 的 修 飾 語 を伴わな い  

(i) 群名 詞 の 例 に は よ り 継 続 的解釈が相応し い と読め る も の 、 点 的解釈が相応し
い も の 、 ま た 、 ど ち ら の解釈も許す も の が あ る と い え る 。 中 で も 、 点 的解釈が相
応し い も の は sume niht(e) の ⽤ 例 に多く⾒ら れ た 。  

4. 考 察
以上 の 分析結果を 素 性 の⾯か ら 検 討 す る 。 時 点読み が 困 難 な 例  (15) (16) は い

ずれ も [-telic]で あ る活動 の状況タイプを 表 し て い る 。(17) も fedan ‘feed’は活動 の
⽤ 例 で あ る と も思え る が 、 こ こ で は 時 点読み も可能 で あ る よ う に思われ た 。 意 味
的 特 徴 か ら考え る と 、 feed は eat の使役的 ペ ア で あ る と考え ら れ る が  (Brinton 

1988: 77)、 eat は活動 と達成両⽅ で ⽤ い ら れ う る た め で あ る  (Croft 2012: 39)。 し
た が っ て 、継 続 的 修 飾 語 を伴わな い 副 詞 的 対 格 の 意 味 素 性 が は っ き り し な い以上 、
話 者 の視点 が ど の程度 の 粒 度 で 時 間 の流れ を 捉 え て い る の か 明 ら か に す る こ と は
困 難 で あ る と思われ る 。  

ま た 、 (5) の よ う に状況タイプが状態で あ る 場合に も 、修 飾 語 の 助 け な し で 時
間 的流れ の 粒 度 を 捉 え る こ と に は 困 難 が あ る 。 と い う の も 、状態は 時 点 の 副 詞 と
も共起す る た め で あ る  (出⽔ 2023: 25)。実 際 、例  (7) - (9) も状況タイプは 同 じ く
状態で あ る が 、 時 点 を 表 す と さ れ る 副 詞 句 と共起し て い る 。  

こ の よ う に 、修 飾 語 に よ る解釈の 助 け を得る こ と が で きず、複数 の解釈を許し
う る ⽤ 例 を ど の よ う に 記 述 す る か は 、⺟語 話 者 の 存 在 し な い 古 語 の 研 究 に お い て
は 難問で あ る 。 特 に 、仮に⺟語 話 者 が い て も 、 ど ち ら と も解釈で き る ⽤ 例 と い う
も の は 存 在 す る と思われ る 。 そ の た め 、 従 来 の 時 点 か 、 継 続 か と い う 明 確 な 区 分
に は 限界が あ る 。 こ の問題の ⼀ つ の解決策と し て 、 動 詞 と 名 詞 の 意 味 論 的 特 徴 、
お よ び 継 続 的 修 飾 語 の 有無に関す る 素 性 の組み合わせ を ⽤ い て 時 間 的 意 味 を 記 述
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す る こ と を 提 案 す る 。  

Figure 1 時間的意味解釈の記述  

Figure 1 で は 動 詞 、 名 詞 、 形 容 詞 を そ れぞれ V、 N、 Adj で 表 し 、 そ の 素 性 に よ っ
て 、よ り 点 的 、よ り 継 続 的 と 記 述 す る ⼿ 法 が 提 案 さ れ て い る 。例 え ば 、(2) の 例 の
よ う に 、「王国を ⼿ に⼊れ る」(feng to rice) と い う [+telic]な 述 語 が 、[+punctual]な
修 飾 語 を 持 た な い ‘year ’ と い う [+telic] な 副 詞 的 名 詞 と と も に ⽤ い ら れ る 場合に
は 、典型的 な 時 点 を 表 す ⽤ 例 で あ る と考え る こ と が で き る 。⼀ ⽅ 、(14) で は wunian 

‘stay’ と い う [-telic]な 動 詞 が þrag と い う [-telic]な 名 詞 と共に ⽤ い ら れ て い る た め 、
継 続 的解釈が優勢と な る 。 þrag が散⽂ で [-punctual]な 修 飾 語 と共起し て い る 例 は
な い も の の 、 同 様 の 性質を 持 つ hwil は eall ‘all’ な ど と共起す る こ と が可能 で あ
り 、 そ の 場合は さ ら に 継 続 的 で あ る と ⾔ え る 。  

こ の 点 を踏ま え る と 、先 ⾏ 研 究 に お い て は 時 点 と呼ば れ て い る ⽤ 例 は [+telic]な
タイプだ と考え ら れ る 。⼀ ⽅ 、継 続 と さ れ て い た も の は [-telic]、[+static]で あ る よ
う な タイプで あ る と考え ら れ る 。 し か し な が ら 、 す で に 述べた よ う に 、状態動 詞
は 時 点 を 表 す 副 詞 と も共起し う る こ と が知ら れ て い る た め 、 ど の よ う な も の を 時
点 の 副 詞 と み な す か 、 と い う 点 で解釈の齟齬が⽣ま れ て い た の だ と考え ら れ る 。
対 格 は ⼀ 般 に 継 続 を 表 す と さ れ て お り 、 先 ⾏ 研 究 に お い て そ の 点 に疑義が挟ま れ
る こ と はほと ん ど な か っ た た め 、 (5) の よ う な ⽤ 例 も Yamakawa (1980) な ど で は
継 続 の ⽤ 例 だ と解釈さ れ た も の と思われ る 。

5. 結 論
本 稿 で は 、ア ス ペ ク ト は 主 観 的 な 時 間 の 捉 え ⽅ で あ り 、客 観 的 に 同 じ ⻑ さ の 時

間 は 時 点 と も 継 続 と も み な し う る と の ⽴ 場 か ら 、 従 来 の 副 詞 的 格 の 意 味 記 述 に ⽤
い ら れ て き た 分 類 法 を⾒直し た 。 従 来 の 継 続 ・ 時 点 ・ 反 復 と い う 区 別 の 基 準 が 先

more punctual less punctual

V: [+telic]
N: [+telic]
Adj:[+punctual]

V: [-telic]
N: [-telic]
Adj:[-punctual]

ambiguous
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⾏ 研 究 に お い て 明 確 に 定義さ れ て お らず、 こ の 分 類 法 に 基づく 場合、 客 観 的 に幅
の あ る 時 間 を 表 す 名 詞 を 主 要 部 と す る 副 詞 類 と 継 続 的 な 動 詞 が共起す る 場合に も 、
よ り 時 間 の 継 続 性 に焦点 が当た っ た ⽂脈と 、 反 対 に 時 間 の幅が背景化 し て い る よ
う な ⽂脈を 区 別 で き な い と い う問題が⽣じ る こ と を 指 摘 し た 。  

本 稿 で は 名 詞 の 客 観 的 時 間 の ⻑ さ は 話 者 の 主 観 性 に よ っ て さ まざま に 捉 え ら
れ る こ と 、 ま た 、 そ れ に よ っ て gear ‘year ’の よ う に 客 観 的 に は幅の あ る 時 間 を 表
す 名 詞 も 点 的 に 捉 え ら れ う る こ と を 主 張 し た 。 そ の 上 で 、 時 点 ・ 継 続 の 明 確 な 判
断 が で き な い ⽤ 例 に お け る 副 詞 的 な 意 味 の 記 述 法 と し て 、状況タイプ、 名 詞 、 修
飾 語 の 素 性 を合わせ る と い う ⽅ 法 を 提 案 し た 。  

6. 課 題
本 稿 で は 、古 英 語 と い う ⽤ 例 の解釈に⺟語 話 者 の直感を使⽤ で き な い ⾔ 語 の 時

間 的 意 味 の 記 述 に 際 し 、 現 代 語 の 研 究 成果を参考と し て 素 性 で 表 す と い う 提 案 を
⾏ な っ た 。 そ の た め 、 究極的 に は厳密な解釈を知り よ う が な い ⽤ 例への解釈を 、
理論 的枠組み で決め て し ま う と い う強引な試み で あ る と い う批判 は免れ な い 。 ま
た 、 現 代 語 に当て は ま る理論 が 必ずし も 古 英 語 に当て は ま る の か と い う問題も詳
細に 検 討 し な け れ ば な ら な い も の で あ る 。  
デー タ 分析に関し て も改善の余地が あ る 。古 英 語 で ⽐ 較 的 頻 度 の低い 現象で あ

る 副 詞 的 格 の 中 のごく ⼀ 部 を 対象と し た た め 、 ⽤ 例 の 収集はコーパス に頼らざる
を得ず、 テ ク ス ト の解釈も ⽂献学 的 アプローチか ら求め ら れ るほど丁寧に ⾏ え て
い な い の も事実 で あ る 。 同 様 に 、今回扱っ た 古 英 語作品に は複数 の写本 が 存 在 し
て お り 、複数 の写本 間 の異同 な ど も 本 来 は考察すべき で あ る 。 ま た 、写本 に 記 さ
れ て い る 語 形 は 必ずし も当時 の ⾔ 語 を 反映し て い る訳で は な く 、 し ば し ば写字⽣
の誤り 、過剰修正な ど も 含む可能 性 が あ る 上 、ラテ ン 語 の ⽂ 法 に影響を 受 け て い
る可能 性 も否定 は で き な い 。 さ ら に 、 古 英 語末期 に か け て次第 に 格 が融合し て い
く事実 を考慮す る と 、 ⼀⾒対 格 形 に⾒え る 語 形 が 必ずし も 対 格 を 反映し て い る訳
で は な い可能 性 す ら排除は で き な い 。例 え ば 、継 続読み が 困 難 な [+telic]な事態を
表 す ⽤ 例  (21) と  (22) いずれ で も sume niht(e) と い う 副 詞 的 格 と共に ⽤ い ら れ
て い た が 、 こ れ は sume niht(e) が全体 で 8 例 し か な い こ と か ら考慮す る と⾮常 に
⾼い割合で あ る 。⼥ 性 形 形 容 詞 は 与 格 で は -re 語 尾 を 持 ち 、具 格 は 存 在 し な い た め 、
-e 語 尾 は 形態的 に 対 格 で あ る と 判 断 し た も の の 、 意 味 的 にパラレルを 成 す sume

dæge と い う 具 格 が 頻 繁 に ⽤ い ら れ る こ と を考慮す る と 、こ こ に何ら か の 類推的 変
化 が起き て い た可能 性 も否定 で き な い 。 実 際 、 Mitchell (1985: 595) も Blickling

Homilies に⾒ら れ る æghwylce niht ‘each night’や ælce niht ‘each night’が 対 格 で は
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な い可能 性 が あ る と い う疑問提起を ⾏ な っ て い る 。 そ の た め 、作品ごと の 、 格 の
融合具合も今後調査し て い く 必 要 が あ る 。  
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On the aspectual interpretation of the temporal meaning of the 
adverbial accusative in Old English: 

telicity and granularity 

Shimon Nakanishi  

This paper reexamines the temporal meaning of the adverbial accusative in Old English 

from an aspectual perspective and points out that, although the accusative is 

traditionally considered to denote duration of time, there are examples that fail to 

demonstrate durative connotation. Therefore, in order to deal with the difficulty of 

judging temporal meaning, this study proposes to describe it by combining semantic 

features of the verb, noun and the adjective in a sentence.  

Temporal meanings of the Old English adverbial cases were described as durative, 

punctual, or iterative in the previous literature. However, no clear criterion of 

distinction is indicated, nor is there any discussion as to whether this categorialization 

is legitimate or sufficient. There are also cases where the same sentence is interpreted 

differently among various scholars.  

Therefore, this paper bases the discussion on the aspectual theory according to 

which objectively the same length of time can be construed differently depending on the 

granularity of the temporal interpretation and maintains that the clearcut distinction of 

temporal meanings, especially in dead languages, is impossible. Hence, to describe 

those in Old English as objectively as possible, it  is required to resort to the combination 

of features of the linguistic elements involved in the sentence. 
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