
DYNAMIS, 3  (1999), 142-193

日本語形容詞 「あまい」の意味拡張と

広告における多義的使用の分析
―英語 <sweet> 及びタイ語 <waan> と対照 しなが ら―

Jantima Jantra

序章

 味覚 を表す言葉はいかなる言語においても存在 している。基本的には口にするものの

味の感覚を表現するために使われているが、日常言語の中では様々な表現に拡張され、

より広い意味で使用 されていると思われる。更に、各言語の味覚形容詞の拡張 された意

味は言語間で同じ場合 もあれば、異なっている場合 もある。 これは、外国語を理解する

際の一つの重要な問題であると思われ る。本稿で扱 う形容詞 「あまい」の場合もそ うで

ある。「あまい女はす ぐ枯れ る」とい う広告キャッチフレーズを 日に した時、 日本語の

「あまい」には否定的な意味があるということに気づ き、不思議に思った。 日本語に対

応するタイ語の/w綢n/2の 拡張 された意味にはこのよ うな否定的な意味はない。基本

的な意味が同 じである二つの言語の語彙の意味が、拡張 されることによって異なってく

るのは どのよ うなメカニズムによってなのだろうか。

 しかも、人は 「あまい女はす ぐ枯れる」とい う文をいかに解釈す るのだろうか。 日常

言語 レベルにおける 「あまい女」には一つの解釈 しかないと思われる。 しか し、この場

合は広告のキャッチフレーズであるため、読者の想像力によつて様 々な解釈が可能にな

ると考えられる。本稿は、日本語の 「あまいJが 日常言語 レベルでは どのような意味を

持 ち、そ して、広告 ことばのレベルにおいては どのように利用 されてい るのかを考察

す る。

 日本語の 「あまい」には どのような特徴があるのかをはっき りさせ るため、本稿はタ

イ語及び英語 と対照する。 まず、「あまい」の対義語化の段階を見ていく(第1章)。 次

に、日常言語 における 「あまい」の意味がどのように記述 され、そ して、これらの意味

が どのように拡張 されてい くのかを考察する。また、他の言語(英 語及びタイ語)と 比べ

て 日本語の 「あまい」の否定的な意味がどのように拡張 され るのかを述べる(第2章)。

1本 稿 は 平成10年 度本研 究科 に提 出 した修 士論 文 に適宜修 正 を加 えた もの で ある。
2本 稿 の 目的 は/w綢n/の 意 味 を考 奈す る ことであ るため 、発音 記号 に 関 しては 、/w臑n/だ け とす る。
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さらに、広告 ことばの レトリックの観点から、「あまい」の多義性に由来する解釈の曖

昧性、そ して、「あまい」が持っている評価を表す機能はどのように利 用され ているの

かを考察す る。最後に、広告で用い られる 「あまい」に どのよ うに 日本文化が反映され

ているのかを若干見ていくことにする(第3章)。

第1章 味 覚形容 詞の対義語化 の段 階

1.1.味 覚形容詞の定義と分類

1⊥1.味 覚形容詞の定義

この節において、まず、本稿で扱 う形容詞 を定義す る。

Backhouse(1994)は 日本語の味に関す る語彙を体系化す るために、東京 に滞在 して

い る イ ン フ ォ ー マ ン トに ア ンケ ー トを とっ た。 そ して 、 日本 語 の 味 を表 す 言 葉 を叙 述 の

言 葉(evaluative taste terms)と 評 価 の 言 葉(descriptive taste terms)に 区 別 し、 そ れ

ぞ れ の 体 系 を記 述 して い る。 評 価 の 言 葉 に は 「お い しい 」 『うま い 」 「ま ず い 」 が あ る 。

叙 述 の 言 葉 は 、 さ らに 、別 々 の グル ー プ に 分 け られ 、 文 法 的 な分 類 に よ っ て 以 下 の よ う

な 四 つ の グル ー プ が あ る と言 われ て い る(Backhouse1994:pp.80-81)。

(i)あ ま い 、 す っ ぱ い 、 あ まず っ ぽ い 、 か らい 、 あ ま か らい 、 しお か ら い 、 しょ つ ば

  い 、 に が い 、 ほ ろ に が い 、 しぶ い 、 あ くっ ぽ い

(ii)ぴ りっ と

(iii) あ ま み が あ る 、す い み が あ る 、 さ ん み が あ る、 にが み が あ る 、 しぶ み が あ る 、 あ

   く が あ る 、 く さみ が あ る、 香 ば しい 、 どろ く さ い 、 あお く さ い

(iv)香 りが い い

 グル ー プ(i)は イ-形 容 詞 の グル ー プで あ り、(ii)は副 詞 で あ り、そ して 、(iii)と(iv)は

名 詞+助 詞+動 詞(あ る)、 あ る い は 、 イー形 容 詞 の 句 の 形 を して い る と い うこ とで

あ る。

 これに従って、本稿ではグループ(i)に属 している形容詞を 「味覚形容詞」 と呼ぶ こ

とにす る。

1.1.2.相 対的形容詞 としての味覚形容詞

日本語の形容詞においては相対的形容詞 と絶対的形容詞があるといわれている。そ し
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て 、相 対 的 形 容 詞 に は 、次 の よ うな判 断 基 準 が必 要 と され て い る(鈴 木1973:p.59―81、

寺 村1982:pp.167-9)。

・比較の相手

 例:こ のケーキは あのケーキより あまい

・一 般 的 基 準

 例 二こ の ケ ー キ は ケー キ と して あ ま い

・特定の相対的基準

 例:こ のケーキは 私には あまい

この ように、味覚形容詞は相対的形容詞であると考えられる3。

1.2.「 あまい」の対義関係の段階的変化

 ここで、 「あまい」は他の味覚形容詞 とどのような対義関係 を持 っているのか、そ し

て対義語化の段階を見ていく。まず、対義語の分類を見てみよう。

 Cruse(1986)は 、 段 階性(gradable)4を 持 っ て い る形 容 詞 に は 対 義 語(antonyms)が

あ る と 述 べ 、 そ し て 、 形 容 詞 の 対 義 語 を3つ に 分 類 して い る。 つ ま り、極 性 対 義 語

(polar antonyms)、 両 極 対 義 語(equipo}lent aatonyms)そ して 、 重 な り対 義 語(over-

lapping antonyms)5で あ る 。 で は 、 「あ ま い 」 の場 合 は ど うで あ ろ うか。

 国広(1982)に よると 「「アマイ」は場合によって 「アマイー カライ」、「アマイー ニガ

イ」、「アマイー シブイ」のように対をなして用いられるが、普通の食べ物の味 としては

「アマイー カライ」が基本的 と考えられている(P・152)」。 「あまい」は、他の複数の味

覚形容詞 と対義構造を持っているが、しかし、全ての 「あまい」が対義語を持っている

のだろうか。本稿では、「あまい-か らい」の対義関係 に注 目し、「あまい」の対義語化

の段階 を見ていきたい。なお、日本語における 『か らい」には、生理的に分類 されてい

る 「塩のからさ」と刺激 を表す 「唐辛子のからさ」二つの意味があるが、本稿で述べて

いる 「か らい」は後者の場合を指 している。

まず 、以下の例文を見てみよう。

(1) ?こ の ケー キ は あ ま い 。 しか し、 あ の ケ ー キ よ りは か らい 。

(2) こ の 日本 酒 は あ ま い 。 しか し、 あ の 日本 酒 よ りは か らい 。

3他 に 「ほ ど」
、 「～ 方が」 と比較級 を使 うこ ともで きる。

4本 稿 で言 って い る"相 対的"は 、Cruse(1986)に おいて の"段 階 性"と ほぼ 同 じ概 念 で用 いて い る。
5「 あ まい 」の対 義 関係 は これ らの三つ の分類 と共通 点、相 違点 が あ るが 、全 く同 じでは ない と考 え られ

る 。 こ れ に つ い て 、2.3,2.で 述 べ る。
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(3) こ の カ レー は あ ま い。 しか し、 あ の カ レー よ りは か らい。

 例のように、「あまい一 か らい」が対義関係 をなしている場合 もあれば、なす ことが

できない場合もある。普通、「あまくない」ことを表す時に、対義語が使えることは自

然であると考えられるが、例(1)の よ うに、「あまい」の対義語だといわれている 「から

い」は 「あまくない」ことを表せないのはなぜであろうか。本稿 では、「あまい」の対

義語化 され る段階には三段階があると考え、以下それぞれの段階について述べていく。

1.2.1― 段 階A:独 立 の 段 階

(4) こ の ケ ー キ は あ ま い 。

(5) こ の 日本 酒 は あ ま い 。

(6) こ の カ レー は あ ま い 。

以 上 の よ う な3つ のrあ ま い 」 は 同 じrあ まい 」 な の か 。 対 義 語 の 関 係 を見 る と 、

(5)と(6)の 場 合 は 「か らい 」 が 対 美 語 に な っ て い る が 、(4)の 場 合 の 「あ ま い 」 は 「か

らい 」 と対 義 関 係 をな して い な い 。 以 下 の 例 で 明 らか に な る。

(7) a.?こ の ケ ー キ は あ ま い。 しか し、 あ の ケー キ よ りは か らい 。

b. こ の 日本 酒 は あ ま い 。 しか し、 あ の 日本 酒 よ りは か らい 。

c. こ の カ レー は あ ま い 。 しか し、 あ の カ レー よ りは か らい 。

 以 上 の 例 の よ うに 、a.はb.とc.の 場 合 と異 な って い る こ とは 明 らか で あ ろ う。 ケ ー

キ の 場 合 に は 「あ ま く な い 」 こ とを 表 す た め に 、 「か らい 」 「す っ ぱ い 」 な ど他 の 味 覚 形

容 詞 が 使 え な い こ とが 分 か る。 この 場 合 、 「あ まい 」 の 対 義 語 化 され る段 階 が な い 。 こ

こ で は 、 こ の 段 階 を 「独 立 の段 階 」 と呼 び 、 以 下 の よ うな ス ケ ー ル に な る と考 え る 。

段階A ;独 立の段階

0 あまい
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1.2―2.段 階B:対 等 な 対 義 関係 の 段 階

 では、国広(1982)で 述べ られているような、「あまい」が他の味覚形容詞と対義語関

係 をな している場合はどうであろう。まず、「あまい― すっぱい」の場合の例を挙 げて

みたい。

(8)a.こ の み か ん は あ ま い。 しか し、 あ のみ か ん よ りは す っ ぱ い 。

  b.あ の み か ん は す っぱ い 。 しか し、 この み か ん よ りは あ ま い 。

 こ の 場 合 、 「あ ま い 」 と 「す っ ぱ い 」 は 対 等 な 対 義 語 で あ る。 ま た 、 「あ ま い一 か ら

い 」 の 場 合 も 同 じこ とが 言 える 。

(9) a.こ の 日本 酒 は あ ま い。 しか し、 あ の 日本 酒 よ りは か ら い。

  b.あ の 日本 酒 は か らい 。 しか し、 こ の 日本 酒 よ りは あ ま い。

(10) a.こ の カ レー は か らい。 しか し、 あの カ レー よ りは あ ま い。

   b.あ の カ レー は あ ま い 。 しか し、 こ の カ レー よ りは か らい。

 この段階では、「か らい」や 「すっぱい」によって 「あまくない」ことを表 し、逆に、

「あまい」によって 「か らくない」や 「すっぱくない」ことを表すことができる。 した

がって、 「あまい」は 「すっぱい」や 「からい」などの他の味覚形容詞 と対等な対義関

係を形成 しているといえる。この場合の対義関係 をな している段階を 「対等な対義関係

の段階」 と名づけ、そ して、次のようなスケールになると考える。

段階B =対 等な対義関係の段階

すつばい

か らい

平均           あまい

1.2。3.段 階C:一 元 化 の 段 階

 前節で述べている段階Bで なされた対義関係の場合は、厂あまい」 と 「すっぱいJや

「からい」は同 じ軸の上に乗っている。 したがって、次の ような例文が両方 とも可能 と

なるだろ う。
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(11) a.み か ん は あ ま い も の だ 。

   b.み か ん はす っ ぱ い もの だ 。

(12) a.日 本 酒 は あ ま い も の だ 。

   b.日 本 酒 は か らい も の だ 。

 す な わ ち 、例(11)(12)の 場 合 、 「あ ま い一 す っ ぱい 」 「あ ま い一 か らい 」 は 「対 等 な

対 義 関 係 」 とい う よ うな 関係 で あ るた め 、 み か んが"あ ま い も の"で あ る か 、"す っ ぱ

い もの"で あ る か 、 ま た 、 日本 酒 が"あ ま い もの"で あ る か 、"か らい も の"で あ る か 一

つ に 限 定 して しま う こ と が で き な い 。 しか し、 どち らの 味 が 量 的 に 多 く表 れ て い る の か

に よ っ て判 断 で き る と考 え られ る。

しか し、 カ レー の 場 合 は ど うで あ ろ う。 同 じテ ス トで 考 え て み た い 。

(13) a.?カ レー は あ ま い もの だ 。

   b. カ レー は か ら い もの だ 。

 このように、b.の 場合が自然に使えることが明らかである。 日本酒の場合 と違つて、

カ レーは 「あまいもの」なのか 「からいもの」なのか、判断す ることができる。 これは、

なぜであろ うか。カ レーの場合、「からい」方が基準になっているのではないか と考え

られる。すなわち、段階Bで 対等な対義語であった 「あまい一 か らい」の対義関係は、

段階Cで 対等でなくなったと考えられる。 この段階では、 「か らいJの 方が 「あまい」

より刺激が強くなって顕著になるのである。 この場合の 「あまい」は刺激 がより強い

「からい」の 「か らさ」の軸に乗っていて、二元的な対義関係か ら一元的な対義関係 を

な していると考えられる。 この段階を 「一元化の段階」を呼ぶ ことにする。そ して、以

下のように二元的な段階Bの スケールが一元化 されたと考え られ る。

段階C :一 元 化 の 段 階

からい あまい 0

 ここで、「あまい」は極ではなく、「からさ」の軸上を移動する相対的な評価 となる。

以上のように、日本語の 「あまい」は三つの対義関係のスケールを持っていると考えら

れる。特に、他の言語 と比べて、段階Cの 場合は日本語独特なものであることが分か
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る6。 そ して、この対義関係は、抽象 ドメインにおける 「考え方があまい」のよ うな否

定的評価の意味を持っている 「あまい」の意味拡張プロセスに関連すると考えられ る。

このことについて、第2章 で述べる。

第2章 日本語 「あまい」の意味拡張の特徴一 英語 ―タイ語 との対照

 第1章 では、「あまい」の対義語化の段階を検討 した。 この章では、「あまい1の 記述

的意味を見ていき、そ して、他の言語 と比較 して 「あまい」にはどんな特徴があるのか

を明らかにする。 さらに、対義関係に基づいて 「あまい」の拡張プロセスはどのように

関連 してい るのかを考察 してみたい。

2.1.「 あ ま い 」 の 記 述 的 意 味 の 定 義

まず、『学研国語大辞典』による 「あまい」の意味を見てみよ う。

① 糖分の もっている味である。

②[料 理で]塩 気が少ない。

③[に おいが]糖 分を思わせるようだ。

④ 心がとけるよ うだ。楽しい。

⑤ 人を喜ばせ てさそい こむようだ。

⑥ 匚男女間の]愛 情が細やかである。

⑦[し つけ ・採点などが]き び しくない。親切で、なんでもうけいれる。

⑧ 深 く考えない。考えが足りない。のんきである。

⑨ 大 した ものではない。

⑩[刃 物の]切 れ味が悪い。にぶい。

⑪ ぴった り合わない。ゆるい。

『学研国語大辞典』(1978)

 以上のように 「あまい」の意味が記述されている。そ して、「あまい」は食料品以外

の ものにも使われることが分かる。本稿では、『あまい」は二っの ドメインで用い られ

ると考える。すなわち、"味覚 ドメイン内"の 「あまい」と"味 覚 ドメイン外"の 「あま

6タ イ語 及 び英 語 の スケール にっい ては2 .32.で 考察 す る。
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い 」 で あ る 。

 次節では、例 を見なが ら二つの ドメインにおける 「あまい」の意味と用法を見ていき

たい。

2.1.1.味 覚 ドメ イ ン 内 の 「あ ま い 」

 「あまいJは 辞書では、砂糖の味と示されていて、これはrあ まい」の最 も基本的意

味であると考 えられる。次に味覚 ドメイン内の 「あまい」の使用例を見てみよう。

(1)た だ、自分は、女があんなに急に泣き出した りした場合、何か 甘いもの を手渡

し てや ると、それ を食べて機嫌を直す とい う事だけは、幼い時から、自分の経

験に依って知っていました。(『人間失格』)

(2)「 甘 い もの 、 お い や だ っ た ら、 お 茶 だ け で す け ど」 『太 郎 物 語 』

(3)接 待役は、 日根野備中守兄弟である。酒肴を出 し、まだ元服のすまぬ喜平次の

ために あまい菓子 などもすすめた。(『国盗 り物語』)

(4)艦 内にはベイカ リーがあって、パン、洋菓子、デザー トのプディングなどを焼い

ていた し、各地で名産の届け物もあり、甘党 の山本は、甘い物 に不 自由す るこ

とはなかった。(『山本五十六』)

(5)純 子 は 小 さ な箱 を 開 い て 、「疲 れ をい や す には 甘 い 物 が 一番 」「ま あ、ケー キ ね!」

(女 『社 長 に 乾 杯!』)

(6)朝 食 の味噌汁が熱 く甘 く、葱は舌にとろけるよ うで、白い飯にも言いがたい家

の味が沁みているようである。(『楡家の人び と』)

(7)煮 物の 塩加減が甘い。(『現代形容詞用法事典』)

(8)も し甘ければ、 もう少 ししおを入れてみてください。(『外国人のための基本語

用例辞典』)

(9)僕 は 甘 口 よ り も辛 口の 方 が 好 き だ 。

(10)こ こ の カ レー が あ ま い ね。

 以上、基本の意味である口にする味を表す時の 「あまい」の例を挙げた。 しか し、口

にす る味を表す 「あまいJで も、(1)～(5)の 「あまい」と(6)～(10)の 例を見ると 「あ

まい」の意味がまつたく同様だとは言えないことが分かるであろ う。すなわち、食べ物

の味を表す場合の 厂あまいJは 、厂糖分の もっている味である」と 「塩が少ない」また、

「からさが少ない」と言 う意味を持っているのである。第一章で見たように、味覚 ドメ
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イン内の 「あまい」は意味変化の段階があることが分かる。本稿では、味覚 ドメインに

おける 「あまい」の意義を次のように分けたい。

(i) 砂 糖 の よ うな 味(基 本 義)

(ii)塩 が 少 な い(ND1)7

(iii) か ら さ が 少 な い(ND2)

2.1.2.味 覚 ドメ イ ン 外 の 「あ ま い 」

 次に、味覚 としてではな く、味覚 ドメイン外において飲食物以外のものと利用 されて

いる 「あまい」の意味を見ていく。 この場合の 「あまい」の意味は"拡 張義"と 呼ぶ こ

とにする。 まず、以下の例 を見てみ よう。

(11)… や さ しい 、 か す か な 、 い か に も綺 羅 子 ら しい 甘 い 声 で した 。(『痴 人 の 愛 』)

(12)ナ ギとコケモモが咲きそろい、よい香 りのす るセ ンオ ウは 甘い匂い をひろげて

いま した。(『絵のない絵本』)

(13)す ると突然、おなじみの 甘いメロディー に移 った、突然なんだ。(『若きウェル

   テルの悩み』)

(14)こ んなことは申上げたくないのだが、……深いお考えもな く、甘い言葉 に釣 ら

れやすい(『新源氏物語』)

(15)ナ オミの肌や着物にこび りついている甘い香 と汗の匂 とが、醗酵 したように籠っ

ている。(『痴人の愛』)

(16)着 物 を脱がせた り、洗ってやったりするのが、いかにも親切なものいいで、初々

しい母の 甘い声 を聞くように好 もしかった。(『雪国』)

(17)― ―――甘い とか甘 くないとか、そんなことは問題 じゃない。その人の魂 にしんか

ら訴えて来 る音楽が、その人にとって一番いい音楽だ。 シ ョパンがどんなに甘

くったって、シ ョパ ンは生命がけで作曲したんだ、ぎりぎりのものだったんだ。

(『草の花』)

(18)い まにだんだん人間 らしいものになる事が出来て、悲惨な死に方などせずにすむ

のではなかろうか とい う甘い思い を幽かに胸にあたためは じめていた矢先に、

堀木がまた 自分の眼前に現われま した。(『人間失格』)

 7NDﾘ対 義 関係 を表 す こ とば として使 われ るこ とば の こと。 ま た、第1章 で 見 た よ うにす っぱ さ、にが

さが少 な いの場 合 も"ND1"の 意 義 だと考 え られ る。
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(19)そ れは決 して、甘い夢 を追 うためではなかった。(『太郎物語』)

(20)な にか彼女 に気押 され る甘い喜び につつまれていたが、階段の下まで来 ると、

「こいつが一番 よく君を覚えていたよ。」と、人差指だけ伸 した左手の握 り拳 をい

きな り女の 目の前に突きつけた。(『雪国』)

(21)年 貢の軽減 は 日本 の百姓たちにとってどんなに大 きな 甘い誘惑 だった ことで

しょう(『沈黙』)

(22)喜 び とい うものをついぞ知 らず、幸福の 甘い味わい も知 らない彼女 としては、

まさに死をこそ、―(『 はつ恋』)

(23)何 よりかより彼女を怒 らせてしまっては一番いけない、彼女がつむ じを曲げない

ように、決 して喧嘩にな らないように、そ うかと云って此方が 甘 く見 られない

よ うに、上手に切 り出さなければな らない。(『痴人の愛』M)

(24)「 それは 考えが甘い よ」 太郎が言った。(『太郎物語』)

(25)「 そ うい う甘い親 の息子が、どんなことになるか、週刊誌なんかに、よく出て

いるのを知 らないわけじゃあないで しょう」(『太郎物語』)

(26)窮 屈な紋附などを着せ られて、ただでさえ 子供 に甘 くない母親 にじっと押 えつ

けられているのだか ら堪ら(『楡家の人び と』)

(27)悪 くない、だから 甘く見るな。私が言ったのはそれだけだった。(『一瞬の夏』)

(28)「 世 の中、そんなに甘 くないぜ」すると、内藤は意外にも素直に頷いた。(『一瞬

の夏』)

(29)学 生の判断にあま りにも依存すると、試験を易 しくした り、評点を甘くした り

とかで学生のご機嫌取 りに走る者の出て来る恐れがあるか らだ。(『若き数学者

のアメ リカ』)

(30)鶴 川の住んでいた世界が明るい感情や善意に溢れていた としても、彼は誤解や

甘い判断 によってそこに住んだのではなかった と断言できる。(『金閣寺』)

(31)《 朝食のまえにいつも魔法の薬をのめば癌にはならない》とい うような 甘い考え

をもつていていいのか 一 ヒューパー博士の言葉はきび しい。(『沈黙の春』)

(32)「 その兵隊は しごく 甘い男 だろうな」(『戦艦武蔵』)

 以上に挙げた例は、味覚 ドメイン外で使われている 「あまい亅の例である。普段飲食

物の味を表す形容詞の 「あまい」は、例で見たよ うに、他のものと共起 し比喩表現 として

も用い られ る。(11)か ら(17)の 例文では、「あまい」が味覚以外の他の感覚モー ド8に

8人 間の 「五 感」 の こ とであ る
。つ ま り、視覚 、聴 覚、嗅 覚、 味覚 、触 覚で あ る。
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属するものと共起 している。(18)か ら(22)の 例文は、「甘い味」のに類似 し、快く感 じ

させ るとい う意味で 「あまい」が使用 されていると考え られ る。 これに対 し、(23)か

ら(32)の 例文は人や人間の行動、考え方に対する否定的な評価 として使われているこ

とが分かるであろう。 ここで、味覚 ドメイン外における 「あまい」の意味を次のように

定義 してお く。

(i) 味覚以外1― 五感の場合(共 感覚義)

(ii)味 覚以外2(肯 定抽象義=PE)9

(iii) 味覚以外3〈 否定的評価 〉(否定抽象義=NE)10

今まで見てきた 日本語の 「あまい」の意義を次のような表にまとめている。

ドメ イ ン

味覚 ドメイン内

味覚 ドメイン外

「あまい」の意義

(i)基 本 義

(ii)塩 が 少 な い(ND1)

(iii)か ら さ が 少 な い(ND2)

(iv)共感覚義

(v)肯 定抽象義(PE)

(vi)否定抽象義(NE)

表1「 あまい」の意義

 以上のよ うな 「あまい1の 意義を基にして、英語の/sweet/と タイ語の/w綢n/を 考

察す る。なお、他言語 と比べると、最 も特徴があるのは"否 定抽象義"で ある。

 さて、これ らの 「あまい」の意味はどのように拡張されてくるのか、他言語 と対照 し

なが ら、以降で見ていきたい。

9PE=肯 定 的 な評価 の こ とを表す。
10NE=否 定的 な評 価の こ とを表す。
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2.2.メ タ フ ァー に よ る 語 彙 の 意 味 拡 張 の プ ロ セ ス

 Dirven(1985:pp.85-19)に よれ ば 、語 彙 の 拡 張 に は メ タ フ ァー 的 な プ ロ セ ス(meta.

phorical process)が 最 も生 産 的 で 自然 な 方 法 で あ る と され て い る。 つ ま り、語 彙 の 意 味

拡 張 は 次 の 三 つ の メ タ フ ァー 的 な プ ロセ ス(metaphorical processes in broadly speak-

ing)に よ っ て 起 こ る(p―87)。

1)  metonymyll 

2) metaphor (in the narrower sense) 

3) synaesthesia (or synaesthetic metaphor)

 以 上 の よ うに 、Dirven(1985)は 、メ タ フ ァー を広 義 的 メ タ フ ァー と狭 義 的 メ タ フ ァー

に 区 別 し、 そ れ ぞ れ を 次 の よ うに 定 義 して い る。

広 義 的 メ タ フ ァ ー: a process of transference, by means of which a relationship

between two entities, qualities, states or processes is established on the basis of an 

association of given attributes of the one with attributes of the other  (ibid., p. 96)

狭 義 的 メ タ フ ァ ー: a process of transference where the relationship between the two

entities, qualities, processes or states is no longer a contiguous one as is the case 

with metonymy, but metaphor presupposes a non-contiguous relationship. (ibid., 

 p  . 98)

以 降 、 本 稿 で 述 べ る"メ タ フ ァー"は"狭 義 的 メ タ フ ァー"の こ と を 指 して い る 。

ま た 、Synaesthesiaは 、
"denotes a process whereby one sensory stimulus may

evoke a stimulus in aﾘifferent sensory organ―',と 定 義 され て い る。 共 感 覚(synaes-

thesia)に つ い て の 研 究 は 少 な くな く 、 言 語 学 だ け で は な く 、 心 理 学 に お い て も 多 く扱

わ れ て い る。 まず 、 言 語 学 側 の研 究 を 考 察 して み よ う。 国 広(1989)に よ る と、 共 感 覚

とは あ る 感 覚 分 野 の こ とを 表 現 す るの に別 の 感 覚 分 野 に 属 す る語 を 比 喩 的 に 用 い る こ

とで あ る(p―28)。 山 梨(1988)に よ る と、 共 感 覚 の 比 喩 表 現 の 基 本 的 な 特 徴 は 、 あ る感

覚 が 、 他 の 感 覚 の 形 容 に っ か わ れ て い る点 に あ る と述 べ られ て い る(p.57)。 た と え ら

れ る側 の 感 覚 は 「原 感 覚 」 と され 、 た と え と して機 能 す る感 覚 は 「共 感 覚 」 と され て い

る(ibid., p.58)。

 iimetonymyとmetaphorは 別の もので ある と言われ てい る。 しか し、本稿 に おい て この 問題 に触れ な
い こ とにす る。
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そ し て 、 山 梨(1982:pp.59-60)は 感 覚 表 現 に お け る修 飾 関 係 の 一 定 の 制 約 を 次 の よ

うに ま と め て い る 。

●触覚は、味覚、嗅覚、視覚、聴覚のいずれの原感覚に対 しても共感覚 となり得 る。

●味覚は、嗅覚、視覚、聴覚のいずれの原感覚に対 しても共感覚 とな り得 るが、触

 覚の共感覚にはな り得ない。

●嗅覚は、視覚、聴覚のいずれの原感覚に対 しても共感覚 とな り得るが、触覚、味

 覚の共感覚にはな り得ない。

.視 覚は、聴覚の共感覚、とな り得 るが、他の感覚の共感覚 とはな り得ない。

●聴覚は、他の感覚の共感覚とはな り得ない。

(1982:p.205)

 さらに、山梨(1988)は 日本語の場合 も、英語に関する五感の結果 と一致すると述べ、

このよ うな図を書いている(p.60)(図1参 照)。

図1

視覚

触覚 味覚 嗅覚

聴覚

 図1で 見 られるように、共感覚から原感覚への貸与関係にかな り一般的な傾向が見

られ、さらに、この関係が普遍的であることがある程度確かめられている。上の図で示

されたように、共感覚的メタファーの一方向性は基本的には確立 した現象 と見てよいと

思われる。では、「あまい」はどんな意味拡張のプロセスがあるのか、本稿では、まず、

Dirven(1984)が 取 り上げた拡張プロセスを紹介 し、そ して、それに したがって日本語

の 「あまいJの 拡張プロセスを見ていきたい。
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2.2.1.英 語 の/sweet/と の 対 照

 ま ず 、Dirven自 身 が 挙 げ て い る英 語 の 形 容 詞/sweet/の 意 味 拡 張 を 見 て み よ う。

/sweet/は 、`sweet music'の 場 合 の よ うにsynaesthesia(共 感 覚)に よ っ て 拡 張 され る

場 合 と`sweet dream'の 場 合 の よ うに メ タ フ ァ ー に よ っ て 拡 張 され る場 合 が あ る 。 前

者 の 拡 張 プ ロセ ス の 基 盤 に は感 覚 的 経 験(Related to sensory experience)が あ る(図2

参 照12)。

 Dirvenは(a)の/sweet/は 味 の 性 質 を 表 し、 か つ 砂 糖 、 蜜 、 果 物 な どの 味 に 対 す る

快 的 な 味 を含 意 して い る と説 明 して い る。(b)～(f)は 味 に 対 す る快 的 な感 覚(pleasant

taste-stimulating qualities)の み が 残 り、 「砂 糖 の よ うな 味 」 と言 う意 味 は 消 え て しま

う。 こ の 場 合 の/sweet/は 対 義 語 と して働 い て い る13。

 (g)～(k)は 共 感 覚 に よ っ て 、 味 か ら他 の 感 覚 へ 移 行 され 、 快 的 な 感 覚(pleasant

sensation-stimulating qualities)が 表 され て い る。 Dirven(1985)に よれ ば 、 sweet air,

sweet so�1, sweet petrolな どは反 対 向 きの 方位(negative orientation)14と い う意 味 を表

し、味 覚 と他 の 感 覚 との 強 い 対義 関係 の 連 関 が見 られ る。 した が っ て 、(h)～(k)の/sweet/

が(a)で は な く、 味 覚 の 中 で 対 義 関係 を表 して い る(b)～(f)の/sweet/か ら拡 張 され た

と主 張 され て い る(1985:p.106)。 しか し、 この 説 明 は 共 感 覚 に よ っ て 拡 張 され る 全 て

の/sweet/に 当 て は ま ら ない 。 例 え ば 、 sweet music、 sweet placeな ど は 対 義 関係 との

関 連 が 見 られ な い 。 こ の 揚 合 は"快 い"と い う意 味合 い が あ り、"砂 糖 の よ うな 味"と い

う(a)のbasic meaningか ら拡 張 され て い る と考 え る 可 能 も あ る の で は な い だ ろ うか 。

 ①(m)(n)は 、人間が動作主あるいは受動者として評価 され る場合、また、他の経験

や行動 を描写するのに用い られる場合である。 これは他のメタファー によって拡張さ

れ、(a)か らリンクしたと考えられる。

では、以上の分析 をもとに、日本語の 「あまい」について考えてみたい(表2参 照)。

 「砂糖のような味」は最 も基本義だ と考えられる。表中のA.1.2.は 対義関係 を表す

項 目である。英語においては対義語(polarity item)と して使 われている/sweet/は 、他

の感覚への拡張(共感覚に基づく)に影響を及ぼす場合があるが、日本語においてはこの

よ うな場合は見 られない。 しかし、「あまい一 からい」の対義関係 は、日本語の 「あま

い」の特徴である 「否定的な評価」への拡張と強い連関があると考えられる。 これにつ

12Dirven(1985:P ・105)のTable 2を 著 者 が 修 正 した も の で あ る。

13英 語 の 対 義 関 係 に つ い て は2 .3.2.で 述 べ る 。

14sweet air=freeかoπL unpleasant odours
, sweet soil=containing no corrosive substances,

sweet petrol=containingηo sudphur compounds(Dirven1985:p.106,イ タ リ ソ ク:著 者)
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/Sweet/

(1) Related to sensory experience

Elementary percept (taste) trasfer to other percepts

1. 

2.

basic meaning----sugary(a) 

polarity item —  (-water):not salty(b)
— (-milk):not sour(c) 

- (-bread) : unleavened (d) 

- (-butter):not rancid(e) 

- (-calx):not corrosive, 
  not sharp in taste(f)

hearing (music):melodious(g) 

smell (balsam):pleasing(h) 

sight (—place):lovely(i) 

touch (-soil):not corrosive(j) 

touch (-petorl):not containing

sulphur components(k)

Synaethesia

/Sweet/

(2) Not related to sensory experience

A person's evaluation

-agent :friendly (1)

experience, behavior 

(-dream) :agreeable(n)

-patient :beloved(m)

metaphor

図2Dirvenの 分 類
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Dirvenの 分 類

A.1.Related to sensory experience

A.1.1.basic meaning

A.1.2.polarity item

A2. Transfer to other perceptions

(synaesthesia)=≡ 共感 覚

聴 覚

嗅 覚

視 覚

触 覚15

B.1.Not related to sensory experience

 B.1.1.Aperson's evaluation

B.1.1.1.Agent

B.1.1.2.Patient

B.1.1.3.判 断 力

B.1.2.Experience, Behaviour

日本 語 の 「あ ま い 」

砂 糖 の よ うな 味

か ら くな い 、 す っ ぱ くな い 、

に が くな い

声

匂 い

色 、 ピ ン ト

ネ ジ 、 栓

男 、 親

考 え 方 、 読 み 、 採 点

恋 愛 、 雰 囲 気 、 誘 い

表2共 感覚及びメタファーによる 「あまい」の意味拡張の過程

い て は2.3― で 詳 し く述 べ る 。

 表中のA.2.は 共感覚に基づ く拡張義である。つま り、味覚における 「あまい」は異

なる感覚モー ド(聴覚、視覚、触覚、嗅覚)に 属 している名詞 と共起 し、移行するものだ

と考えられ る。また、B.1.1.は メタファーに基づいて 「あまい」は拡張 され人間に対す

る評価機能を持つことを示 している。ここでは、否定的な意味 しかなく、これは 日本語

の 「あまい」の特徴だと思われる。B.1.2は 人間の経験を表す肯定的な意味で使われ る

「あまい」である。

次 は 、 タ イ 語 の/w綢n/の 場 合 を 考 察 して い きた い。

15この場合は、共感覚の原則に違反 してお り、味覚→触覚の拡張が可能になってい る。 「ネジ栓jは 、触覚

モー ドに属 して い る として考 え 、味覚モ ー ドにお ける 「あ まい 」 と共起 して共感 覚 に基 づ いて拡 張 され る と

考 え られ る。
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2.2.2.タ イ 語 の/w綢n/と の 対 照

 /w綢n/は タイ 語 の 基 本 の 味 を表 す 言 葉 の 一 つ で あ る。 Phanthumethaa(1984)は タ

イ 語 の 味 を 表 す 言 葉 を 次 の よ うに い くつ か 挙 げ て 説 明 して い る。/khom/(に が い)、

/priaw/((す っ ぱ い)、/khem/(塩 辛 い)、/kroi/(う す い 塩 味 の)、/faad/(し ぶ い)、

/fuan/(嫌 な 味)、/man/(あ ぶ らっ こい)、/1ian/(脂 っ こ い)、/cuud/(味 の うす い)、

/phed/(辛 い)、/praa/(不 調 な 味)な ど で あ る 。(1984:p.6-8)こ の よ うに 、/w綢n/

は 日本 語 の 「あ ま い 」 に相 当す る単 語 で あ る。 タ イ 国 語 辞 典 で は 、/w綢n/の 意 味 が 次

の よ うに 記 述 され て い る16。

① 砂糖のよ うな味。おいしい味。

② 音の美 しい。

③ 愛す る人。

④ 簡単、便利。

⑤ ネジが古 くなって使 えなくなる。

『タイ国語辞典(1982)』

 以上、/w綢n/も 「あまい」と同 じように、 r砂糖の ような味」とい う基本の意味があ

ると考え られ、それ以外の意味は拡張の意味であると考えられる。まず、基本の意味の

例を見 てみ よ う。

A.味 覚 ドメ イ ン 内 の/w綢n/

(33) Naam-ooy   wﾘn  dii

サ トウキビの汁 甘い よい

 サ トウキ ビの汁は甘 くておい しい。

(34) thaa yang mai w綢n kao

   も し ま だ 否 あ ま い 接

sai namtaan iik  si

入 れ る 砂 糖  も っ と 終

まだあまくなければ、もっとお砂糖を入れた ら?

 上 の 例 の よ うに 、/w綢n/は 食 べ 物 の 砂 糖 の よ うな 味 を 述 べ る 時 に使 わ れ る。 しか し、

同 じ料 理 の 味 ドメ イ ン に属 して い る もの と言 っ て も 、 こ こで 、 「あ ま い 」 と/w綢n/の

間 で は 相 違 点 が 見 られ る。 つ ま り、料 理 の 味 を語 る 「あ ま い 」 と/w綢n/は 共 に 味 の ド

16原 文は タイ語 で記述 され て いるが、 こ こで挙 げ ているの は著 者 が訳 して い るもの で ある。



日本語形容詞 「あまい」の意味拡張と広告における多義的使用の分析 159

メ イ ン に 属 して い る が 、 タ イ 語 の/w綢n/は 「唐 辛子 の か ら さが 足 りな い ・少 な い 」 と

い う意 味 が 存 在 して い な い 。 す な わ ち 、塩 辛 くな い も のや す つ ぼ くな い も の な どを 表 す

場 合 に/w綢n/は 自然 に 使 え るが 、辛 くな い もの を/w綢n/で 表 す こ とが 不 自然 で あ る 。

タイ 料 理 の 味 に お い て 、/w藺n-khem/(「 あ ま い一 〈塩 〉か ら い 」)/w綢n-priaw/(「 あ ま

い― す っ ぱ い 」)/w綢n-khom/(「 あま い ― にが い 」)とい う よ うなペ ア が あ る が 、/w綢n-

phet/(fあ ま い ― か らい 」)はな い の で あ る17。 こ の よ うに 、 味 覚 ドメ イ ン に お け る タ イ

語 の/w綢n/を 次 の よ うに 定 義 す る。

(i)砂 糖 の よ うな 味(基 本 義)

(ii)塩 が 少 な い18(ND1)

B.味 覚 ドメイン外の/wﾘn/

 前節 で見てきた よ うに/w聒/に は砂糖のような味 を持 っているものの性質 を語る

用法があ り、基本的には味を表す言葉であるとい うことが分かる。 しかし、味を叙述

す る時に使 われ るだけではなく、料理以外のものを修飾す ることも可能である。 これ

は、小w綢n/の 拡張義であると考えられる。

ま ず 、 例 を 見 て み よ う。

(35)naa.waan(顔 ・甘 い)=愛 く る し い 顔

(36)taa-waan(目 ・甘 い)=甘 っ た る い 目

(37)phuuying―waan(女 ・甘 い)し とや か で 、 可 愛 い 女

(38)w翫an一cai(甘 い ・心)=い と し い 人

(39)kwaam-rak―waan(恋 愛 ・甘 い)=甘 い 恋 愛

(40)fun―waan(夢 ・甘 い)=甘 い 夢

(41)paak―w漁n(口 ・甘 い)=お 世 辞 が う ま い19

(42)sii-waan(色 ・甘 い)=甘 い 色

(43)klin-hom-wゑan(匂 い 、 香 り ・甘 い)=甘 い 香

(44)siang―w5an(声 、 音 ・甘 い)=甘 い 声 、 音

(45)dontrii-waan―waan(音 楽 ・甘 い ・甘 い)=甘 い 音 楽

17こ れ らは 生理 的 に分 け てい る味覚 であ る。
18「 す っぱ くない1「 に が くない」 ことを表す場合 も含 む。
19文 脈 に よ って 、paak―w綢nは"お 世辞 が うまい"と い う意 味 にな る場 合 も ある が、普 通"良 い こ とを

言 って 、相 手 を喜 ばせ る"と い う意味 を持 ってい るので 、肯定的 な意 味 だ と考 え られ る。 日本 語に は"口 が

うまい"と 言 う表 現が あ るが 、paak―w綢nと 少 しずれ があ る と考 え られ る。
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(46)kliaw-wﾘn(ネ ジ ・甘 い)ﾘネ ジ が 甘 い

 上 の 例 か ら見 る と、/w綢n/は 、 料 理 以 外 の も の を修 飾 し、(46)の 例"kliaw―w綢n"

以 外 は 、 肯 定 的 な 意 味 で 使 わ れ て い る。 例 え ば 、(39)(40)の よ うな 場 合 は 「快 く感 じ

る」 とい う意 味 で 、 人 間 の経 験 を を表 し、(35)(36)(37)は 人 間 の パ ー ソナ リテ ィ ー を

表 す 場 合 で あ る。 こ の 場 合 は 、 や さ しい 、 し とや か な とい う意 味 で あ る 。 そ れ か ら 、

例(41)～(45)は 味 覚 以 外 の他 の感 覚 モ ー ドに 属 して い る も の と共 起 して い る/w綢n/の

用 法 の 例 で あ る。

 タ イ 語 に お い て 、/w綢n/の 否 定 的 な意 味 は 一 つ しか な い 。 す な わ ち 、(46)のkliaw―

w綢nの 場 合 で あ る。 しか し、 日本 語 の 「ネ ジ が あ ま い 」 と は 意 味 が 異 な る。 日本 語 の

「ぴ っ た り合 わ な い 」 とい う意 味 に 対 し、 タ イ語 のkliaw―wﾘnは 「古 くな っ て 使 え な

くな る 」 とい う意 味 で あ る20。

 以 上 の よ うに 、味 覚 ドメ イ ン外 の/w綢n/の 意 味 を 見 て き た 。 こ こで 、/w綢n/の 拡 張

義 を 次 の よ うに 定 義 した い。

(i) 味覚以外1(共 感覚義)

(ii) 味覚以外2(肯 定抽象義=PE)

 で は 、Dirven(1985)に 従 っ て 、/w綢n/の 拡 張 過 程 を 見 て み る と次 の よ うに な るで あ

ろ う。

 タイ語 と英語の拡張プロセスは似ていると考えられ る。すなわち、/w綢n/の 意味は

共感覚によって味覚か ら拡張 され、他の感覚 ドメインにおいて 「快い」とい う意味で使

われてい る。 さらに、より抽象 ドメインにも拡張されている。 この場合 は英語 と同 じ

ように、動作主 ・受動者に対する人間の人格を表す時、/w綢n/を 使 うことが可能であ

る。人間の経験 も含めて/wﾘ/は 肯定的な意味で使 われていると考えられる。

 以上、「あまい」・/sweet/・/wﾘn/の 意味と拡張プロセスを見てきた。まず、三言語

の意義の共通点と相違点は次のように考えられる。

 三 言 語 の共 通 して い る意 義 は 、"基 本 義"、"ND1"21、"共 感 覚 義"そ して 、"肯 定抽 象

義"で あ る。 拡 張 プ ロセ ス に つ い て は 次 の よ うに 考 え られ る。

A. "共 感 覚 義"は 基 本 義 か ら 「共感 覚 」(synaesthesia)に よ っ て拡 張 され る もの で

20こ れ に つ い て は
、2.3.1,で 述 べ る。

21し か し
、 実 際 、 日本 語 の"ND1"と や や 違 う。2.3.2.で 述 べ る 、
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Dirvenの 分 類

A.1.Related to sensory experience

A.1.1.basic meaning

A.1.2.polarity item

A.2.Transfer to other perceptions

(synaesthesia)=共 感 覚

聴 覚

嗅 覚

視 覚

触 覚

B.1.Not related to sensory experience

  B.1.1.Aperson's evaluation

B.1ユ ユ.Agent

Bユ.1.2.Pat冾nt

B.1.2.Experience, Behaviour

タイ語の/w綢n/

砂 糖 の よ うな 味

(塩)辛 く な い 、 す っぱ くな い 、

に が くな い

siang‐(声)

klin-hom‐(香 り)22

S11-(色)

kliaw‐(ネ ジ)

phuuying‐(女)

‐cai(愛 し い 人)

fun―(夢)、 kwaam-rak-(恋 愛)

表3共 感覚及びメタファーによる/w綢n/の 意味拡張の過程

あ る 。

B. "肯 定 抽 象 義"は 基 本 義 か らfメ タ フ ァ ー 」 に よ つ て 拡 張 され る 。

しか し、 日本 語 と比 べ て 、 タイ 語 に は"ND2"と"否 定 抽 象 義"が 存 在 せ ず 、英 語 にお

いて も後者の"否 定抽象義"が 存在 していない23。 このよ うに、日本語における"NE"

は英語 とタイ語 と比べると、日本語の 「あまい1の 最も独特な点であることが分かるだ

ろ う。

 では、 日本語の 「あまい」の"否 定抽象義"は どのように拡張され るのだろ うか。次

節において、この場合の意味の拡張プロセスを考えてみ たい。

22タ イ 語にお いてはklin-w綢n(匂 い一 あ まい)と い う言 い方 を しないが 、 klin―homかklin―hom-w綢n

は使 え る。homは い い香 りとい う意 味 を表 して いる。
23英 語の"ND2"も 、 日本語 の"ND2"と 全 く同 じで はない。 これ につい て も、2―3.2.で 考 察す る。
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2.3.「 あまい」の否定的な意味の拡張プ口セス

 他の言語 と比較 した際、否定的な意味があるのは 日本語の 「あまい」の顕著な特徴で

あると思われる。 この場合の意味の拡張プロセスについて考えてみたい。

2.3.1.先 行 研 究:Backhouse(1994:pp.151-156)

 Backhouse(1994)は 、 日本語 の 味 を表 す 語 彙 の シ ス テ ム を考 察 した 。 Backhouseに よ

る とrあ ま い 」は 二 っ の方 向 に 拡 張 され て い る。 一 つ は 、厂甘 い味 」の よ うに類 似 し、快 い

とい う と こ ろか ら、他 の感 覚 へ移 行 す る と言 われ て い る。 す な わ ち 、Dirvenが 指 摘 して

い る よ うに 共 感 覚(synaesthesia)に よっ て 拡 張 され る方 向 で あ る 。 さ ら に 、こ の よ うな

厂あ ま い 」の拡 張 が コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの 喜 び 、満 足(content of the communication)で

あ る もの とい う説 明 が加 え られ て い る。 この 場 合 の 例 は 、 例 え ば 、 「あ ま い 花 の 香 り」、

「あ ま い メ ロ ー デ ィ ー 」、 「あ まい 声 」、 「あ ま い 言 葉 」 な どが あ る。

 次 は 、 「何 か が 足 りな い ・欠 け て い る」 とい う と こ ろ か ら拡 張 され る も ので あ る。 こ

の よ う な拡 張 は 、 ま ず 、 同 じ味 覚 ドメイ ン 内 に 起 こ り、そ れ か ら、 よ り抽 象 的 な ドメ イ

ンへ 移 行 され る と説 明 され て い る。 こ こ で は 、 「か ら い」 と の 対 応 が 明 らか に な っ て い

る。 す な わ ち 、 根 本 的 な領 域(basic field)に お い て は 、 一 般 の 味 の 性 質 を意 味 す る(英

語 で 言 え ば 、sweet-pungent, hot)が 、 拡 張 の 場 合 はmild-hotの 次 元(dimension)

(あ ま い=mild、 か らい=hot)と 関 わ る こ とが 明 確 に な る と言 わ れ て い る。 つ ま り、 こ

の 場 合 、 「あ ま い 」 は 同 じ味 覚 ドメイ ン 内 に あ る 「か らい 」 と対 比 され 、dimension of

hotnessとdimension of saltinessに 関係 が あ り、mildと い う意 味 を持 っ て い る と述 べ

られ て い る。

 Backhouse(1994)は 、 以 上 の よ うな 「あ ま い1の 意 味 は 、 「taste lacking pungency」

の ドメ イ ン に拡 張 され 、そ して さ らに 「評 価 の ドメイ ン 」(domain of assessment)に 拡

張 され た と指 摘 して い る。 例 え ば 、 「親 が あ ま い 」、「善 備 が あ ま い1、 「栓 が あ ま い 」、r考

え方 が あ ま い 」な どで あ る。 す な わ ち 、`lack of strictness/tightness/sharpness/hard―

headness'と い う意 味 が 現 れ る の で あ る。 Backhouseに よ る と、basic fieldに お い て ポ

ジ テ ィ ブ な 立 場 を持 つ の に 対 して 、 こ の 段 階 で は 「あ ま い 」 は 評 価 的 に 中 立 的 で あ り、

ま た 、 多 く の 場 合 に"不 快"な 性 質 を持 っ て い る と主 張 され て い る。

 Backhouseの 説 明 に従 うと、 タイ 語 の/w綢n/が 抽 象 ドメイ ン へ 拡 張 され た 場 合 、否

定 的 な 評 価 の 意 味 を 持 た な いの は 、 日本 語 の 「あ ま いjと 違 っ て/w綢n/に は 「唐 辛 子 が
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少 な い ・足 りな い 」 とい う意 味 を 味 覚 ドメ イ ン 内 に お い て持 っ て い な い た め で あ る と説

明 で き る だ ろ う。 先 に 述 べ たkliaw-w綢n(ネ ジが あま い)の よ うに 、 タイ 語 で も/w綢n/

が否 定 的 な意 味 を もつ 例 が あ る。 しか し、kliaw-wﾘnに 限 定 され て お り(kiiaw(ネ ジ)以

外 の も の 、 例 え ば 、栓 、 ピ ン トな ど と 「あ ま い 」 を共 起 させ る 用 法 が な い)、 ま た 、 こ

の 場 合 の 否 定 的 な 意 味 は 「何 か が 足 りな い ・欠 けて い る 亅 と言 うと こ ろ か らの 拡 張 で は

な い と考 え られ る24。 ま た 、Backhouse(1994)の 説 明 で は 英 語 に 当 て は ま ら な い こ と

が 分 か る。 す な わ ち 、英 語 にお い て もnot sharp in tasteと い う意 味 で/sweet/が 使 わ

れ て い るが 、抽 象 ドメ イ ン に お け る/sweet/に は 否 定 的 な評 価 の意 味 が な い 。 した が っ

て 、Backhouseの 説 明 を再 び 考 奈 す る必 要 が あ る と思 わ れ る。

 Backhouseは 「か らい 」 の 対 義 語 と して の 「あ まいJが 、ま ず 、同 じ味 覚 ドメイ ン内

で 拡 張 され る と指 摘 し、 そ こ か ら、 抽 象 的 な ドメ イ ン に 拡 張 して い く と説 明 して い る。

本 稿 もBackhouseと 同 じよ うに 「あ ま い-か らい 」 の 対 義 関係 に 注 目 し、 「あ ま い 」 の

"否 定 抽 象 義"の 拡 張 プ ロ セ ス を考 え て み た い
。

 本稿では第1章 で述べた味覚 ドメイン内の対義語化の段階、特に、段階C"一 元化の

段階"で の 「あまい一 からい」の対義関係に注 目したい。さらに、他言語の対義語化の

段階は 日本語の 「あまい」と異なるため、抽象 ドメインにおける"否 定的な評価の意味"

へ広が らない と考える。次節において、英語 とタイ語 の対義関係を対照 しなが ら、この

点について考察 していきたい。

2.3.2.「 あ ま い 」 と/sweet/・/w綢n/の 対 義語 化 の段 階 との 対 照

 第1章 では、「あまい」には、段階A・B・Cの 対義語化の三段階があると述べてい

る。段階Aは どの言語においてもあるものだと考え られる。段階Bは どうであろ う。

まず、例文を見てみよ う。

(47) a. ? This one is sweet. But it's sourer than that one. 

    b. ? That one is sour. But it's sweeter than this one. 

    c.  ? som luk nii waan tae priaw kwaa luuk nan

みかん 類 この あまい しかし すっぱい より 類 その

(?このみかんは甘い。 しか し、あのみかんよりはすっぱい。)

 24片 桐(1995)に よ る と、ネ ジの場合 、 日本語 は 「絞 め方 が足 りない」 とい う意味 で、 「不十 分 な」 とい う意

ﾘか らの 派生 で あ るが、 タイ 語は 「腐蝕 して使 い もの にな らな くな ってい る」 とい う意 味で あ る。結 果 的に

は どち ら もネ ジが ゆるい の であ るが、 ゆる くな った 原因 はま った く異 な る。 したが って 、 この類 似 の意 味を

持っ の は全 くの 偶然 だ と考 え られ る。 日本語 の 「あまい 」には 「不十 分 な」 とい う意 味 があ る が、 タイ語 に

は これ に対応 す る意 味 がな い と言 われ てい る(pp.124―125)。
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d. ? som luk nii priaw tae  waan kwaa luuk nan

みかん 類 この すっぱい しか し あまい より 類 その

(?このみかんはすっぱい。 しか し、あのみかんよ りはあまい。)

 上 の 例 は 、日本 語 の 場 合 の 「段 階BJと 違 うこ とが分 か るだ ろ う。 す な わ ち、英語 とタ イ語

の この 段 階(「段 階B'」 と呼ぶ)は 対等 的 な対 義 関係 で は な い 。 こ の よ うに 、日本 語 の 「あ ま

い一 す っ ぱ い 」と比 べ る と、タイ 語 の/w綢n-priaw/ま た 、英 語 の/sweet‐sour/は 違 う

概 念 を持 っ て い るこ とが 明 らか に な る。 す なわ ち 、英 語 とタイ 語 の 場 合 、/sweet/・/w綢n/

と/sour/・/priaw/は そ れ ぞ れ の独 立 の領 域 を 持 ちな が ら、 対 義 語 関 係 を な して い る と

考 え られ る。 した が っ て 、 こ の 場 合 の ス ケ ー ル は 次 の よ うに な る と考 え られ る。

段階B'

priaw/sour

khem/salty

w綢n  ま い)

sweet

 つ ま り、 例 で 見 た よ うに 、/sour/・/priaw/と/sweet/・/w綢n/の 間 に は 切 り離 れ て

お り、 連 続 して い る も の で は な い 。 対 義 語 関係 を形 成 して は い る が 、 別 々 な 軸 を 持 っ

て い る 。 した が っ て 、次 の 段 階 へ 移 行 で き な い と考 え られ る。 こ の よ うな 対 義 関係 は 、

Cruse(1986)で 述 べ られ てい る"両 極 対 義 語"(equipollent a皿tonyms)で あ る と考 え ら

れ る。Cruse(1986)に よ る と、 こ の タイ プ の 対 義 語 は"対 称 性"を 持 た ず 、互 い が 独 立

の 軸 を持 っ て い る と述 べ られ て い る。 しか し、 日本 語 の 「あ ま い 一 す っ ぱ い 」 の 場 合

は 、 こ の"両 極 対 義 語"の 場 合 とや や 違 うと考 え られ る。 な ぜ な ら 、第1章 で 挙 げ て い

る 例 文 か ら分 か る だ ろ う。

(48)a.こ の み か ん は あ ま い。 しか し、 あの み か ん よ りは す っ ぱ い 。

   b― あ の み か ん は す っ ぱ い 。 しか し、 こ の み か ん よ りは あ ま い 。

 日本語 の場合はa.もb.も 言える文である。英語 とタイ語 と違 うこ とが明 らかにな

る。すなわち、 日本語の 「段階B」 と英語タイ語の 「段階B'1の 図に して比べてみれ

ば、それぞれは次のようになるであろう。
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図3  段階B(日)

大

fi

す っ ぱ さ 、 に が さ の 量

大

T

あま さの量

す っ ぱ い 、 に が い 平均 あまい

 すなわち、この段階では、「あまい一すつぽい」「あまい― からい」のペアは、独立の

軸を持っているのではなく同軸上で、量的に比較 していると考えられ、相対的に対義関

係をな していると考えられる。一方の量が多ければ、その味のことを言語のレベルで現

れ る。 この ような関係は 「量的比較化Jと 呼ぶことにする。 しかも、「あまか らい」や

「あますっぱい」とい う言い方ができるのはまさにこの場合のペアの関係が明 らかに現

れているだろう。

 これ に対 し、Cruse(1986)で 述 べ られ て い るLL両 極 対 義 語"の タ イ プ に 属 して い る英

語 とタ イ 語 の 「段 階B'」 の場 合 は 図4の よ うにな る と考 え られ る。

図4 段階B'(英 ・タイ)

           大 大

↑

す っ ぱ さ、 に が さの 量

T

あまさの量

すっぱい、にがい   0       あまい

 すなわち、段階B'の 場合は、それぞれが独立な軸 を持ち相対的な関係ではないと考

え られ る。 したがって、英語 ・タイ語の場合は、日本語のよ うに 「あまか らい」とい う

言い方がない25。 このような、段階化 されることを 「二極化」と名づける。

 こ の よ うに 、 目本 語 の 「段 階B」 と英 語 ・タ イ 語 の 「段 階B'」 は 相 違 点 が あ り、 後

者 の 方 はC(両 極 対 義 語"で あ る に 対 し、前 者 の 場合 は そ うで は な い こ と が 明 らか に な っ

た 。 した が っ て 、 段 階B'は 一 元 化 され な く、段 階Cま で 広 が ら な い と考 え られ る。

25言 い方 が あ った と して も、意 味は 日本語 の場 合 と異 なる。 すな わ ち、別 々の 味 を叙 述す るこ とにな る。
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 以 上 の 点 か ら 、 「あ ま い 」/sweet//w綢n/の 対 義 語 関 係 の 段 階 は 次 の よ うに 考 え ら

れ る。

図5

「あ ま い 」 段階A
量的比較化

段階B

一元化

段階C

 /sweet//waan/ : 段階A
二極化

段階B'

 このよ うに、言語現象 レベルにおいて、 「あまい」は/sweet/・/w綢n/と 同 じ意義を

持 っているが、味覚 ドメイン内の対義関係の段階か ら見ると相違点があることが分かる。

 これに したがって、味覚 ドメイン外にお ける日本語の 「あまいjに 否定的な意味があ

るこ とは、味覚 ドメイン内での対義語化の段階か ら影響を受けるか らだと考えられ る。

っま り、段階Cの 場合、「からい」が顕著にな り、「あまい」は 「か らい」のスケール

に乗って しまって一方向の対義関係をな している。そして、メタファーによって味覚 ド

メイ ン外へ広がる際に、このような関係を持ち、拡張 していくと考えられ る。拡張され

たこの段階での 「あまい」の対義認は、「きび しい」「かたい」「か らい1で ある。例 え

ば、LG点がか らい一 あまい"、"し つけがきび しい一 あまい"、"守 備 がかたい一 あまい"

などである。 この ような拡張された場合も、次に示すよ うに味覚 ドメインの対義関係段

階Cの スケール と同じよ うに書 けると考えられる。
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図6

味 覚 ドメ イ ン"段 階C"の ス ケ ー ル

からい あまい

メ タ フ ァ ー に よ る拡 張

味覚 ドメイ ン外"否 定抽象義"の スケール

き び しい 、 か た い 、 か らい あまい

2.4.ま と め

 三 言 語 で は 、 「砂 糖 の よ うな 味 」 が最 も基 本 義 だ と 考 え られ る。 「か ら く な い」 は 「あ

ま い 」 で 対 義 関係 を表 す 。 第1章 で 見 た よ うに 、 日本 語 の 「あ ま い 一 か らい 」 の 対 義 関

係 に は 三 段 階 が あ る。 英 語 の/sweet/は 言 語 現 象 の レベ ル で は(す な わ ち 、 NDI、 ND2

の 場 合)、 日本 語 と同 じよ うにnot salty, not sour, not sharp in tasteの 意 味 を表 す 対

義 語(polarity item)と して 使 われ て い る。 タイ 語 のND1の 場 合 も同 じ よ うに考 え られ

る。 しか し、 対 義 関係 の ス ケ ー ル を 見 る と、 日本 語 に は タ イ 語 のND1、 英 語 のND1・

ND2と 違 うこ とが 分 か る。 そ して 、「一 元 化 の 段 階 」の 対 義 関係 は 、 日本 語 の 「あ ま い 」

の 特 徴 で あ り、 「否 定 的 な 評 価 」 へ の 拡 張 に 強 い連 関 が あ る と考 え られ る。
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味覚 ドメイン内

1)砂 糖のような味(基 本義)

2)塩 が少ない(ND 1)

3)辛 さが少ない(ND2)

咲覚 ドメイ ン外

4)共 感覚義

5)肯 定抽象義(PE)

6)否 定抽象義(NE)

「あ ま い 」

○

○

○

○

○

○

/w綢n/

0

○

○

○

/sweet/

0

0

0

○

○

表4 ま と め1:日 英 タイ 「あ ま い 」/sweet//w綢n/の 意 義

第3章 において、広告キャッチフレーズで日本語の 「あまい」の多義的使用を考奈す

る。特に 「あまい」の否定的な評価の意味(否 定抽象義)の 特徴はどのよ うに広告で用い

られ、そ して、 日本文化がどのよ うに現れているのかを考察 していく。



日本語形容詞 「あまい」の意味拡張と広告における多義的使用の分析 ヱ69

  段 階A

(日 ・英 ・タ イ)

段 階B'

(英 ・タ イ)

段階B

(日)

段階C

味覚 ドメイン内

a.共 感 覚  b.メ タ フ ァ ー a.共 感 覚  b―メ タ フ ァ ー

共感覚義

士
尸

肯定抽象義

恋愛

(日 ・英 ・タ イ)

共感覚義

ネジ

(日)

否定抽象義

味覚 ドメイン外

図7 ま と め2:「 あ ま い 」/sweet//Wﾘ/の 意ﾘ拡 張 プ ロセ ス
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第3章 広告 ことばの レ トリック と 「あまい」の利 用

 第1章 と第2章 で見てきたように、日本語の 「あまい」には多義性26が あ り、タイ

語の/w綢n/と 英語の/sweet/と 比較すれば、否定的な意味を持ってい るのは 日本語の

「あまい」の特徴であるということが明らかになった。それによって、日本の文化 ・社

会的な背景も見られるのではないかと考えられ る。本章では広告ことばを通 し、広告コ

ピーの意味的、語用論的な側面、特に広告ことばの一つのレ トリックであるPunsの 観

点か ら、「あまいJは どのように用い られ、そ して言葉の中に 日本人の価値観 がどのよ

うに現れているのかを考奈 してみる。広告ことばか ら 「あまい」の特徴がより明らかに

考察できると思われるか らである。

3.1.テ キ ス トと して の 広 告

 広告は現代社会で大きな役割を果た している。売 り上げを伸ばすためには、広告が

面白くなければな らず、広告主は各社会の消費者の心を捕 らえるような広告を作 らなけ

ればな らない。そ うして、商品について情報を伝 えるだけではな く、広告は社会の状況

や文化を反映する役割を持っていると考え られる。例えば、時代によっての社会変化、

国民性、ライ フスタイル、人々の価値観などが現れていることも考えられる。そ こで、

道具として使われている言葉は重要な役割を果た していると考えられ る。さて、広告の

ことばがどの ような役割を果た しているのか、本稿はこれに注 目し、さらに、広告はど

のよ うに社会や文化 を反映 しているのかを考察 して行きたい。まず、広告 としてのテキ

ス トは普通のテキス トとどのように異なっているのか、また、どんな特徴 を持っている

のか見てみよ う。

 まず、広告は普通の 日常言語 と異なるコミュニケーシ ョンだと考えられ る。以下は広

告 とい うテキス トが普通のﾘ常 言語と違 うどのよ うな特別な点を持 っているのかを述

べていきたい。

(i)広 告 は 大 衆 へ の メ ッセ ー ジ で あ る 。

広 告 は 送 り手(書 き手 、話 し手)と 受 け 手(読 み 手 、聞 き 手)27の1対1の コ ミュ ニ ケ ー

 26本 稿 で用 い る"多 義 性"と は、語 が二 つ以上 のQﾘを もつ こ とを指 し、 そ して、 その よ うな語 を"多 義

語"と 呼ぶ。
27広 告の よ うなテ キ ス トの 両側 にある人 々には様 々な関係 が ある。例 えば、書 き手一 読 み手、送 り手― 受

け手 、生産 者 ―消 費者 な どが ある。本稿 では 、「送 り手一 受 け手 」 を両側 の 関係 を表す 用語 と して使用 す る。
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シ ョン で は な く、広 告 会 社28か ら大 勢 の 人 々(消 費者)に メ ッセ ー ジ を送 る コ ミュ ニ ケー

シ ョン で あ る 。 橋 元(1997)は 、 「広 告 とは 、 広 告 主 とい う 『送 り手 が 』、 消 費 者 や 一 般

大 衆 とい う 『受 け 手 』 に対 して 、広 告 媒 体ﾘ『 メ デ ィ ア 』 を通 じて 、 商 品 ・サ ー ビス に

つ い て の 『メ ッセ ー ジ(情 報)を 伝 達 す る活 動 で あ る』」(P・132)と 述 べ て い る 。 こ の よ

うに 広 告 は 、大 衆 メ ッセ ー ジ ま た は 、マ ス コ ミュ ニケ ー シ ョ ン と言 っ て も 間違 い な か ろ

う。

(ii)広 告 は説 得 機 能 を持 つ メ ッセ ー ジ で あ る。

 広告は購買行動を喚起させるために作 られたものなので、広告は単に商品情報を伝達

する機能だけではなく、説得する機能も持つ発話であ ると考えられる。それ故、送 り手

は受け手の関心を引き起こすような広告を作 らなければならない。

(iii)広 告 は 間 接 的 な メ ッセ ー ジ で あ る。

 広告による伝達は、直接的ではなく間接的な伝達だ と考えられ る。直接 に 「この商品

はいいから、是非買って下さい」とい う広告のメッセージもあるが、間接的にメッセー

ジを送るよ うな広告が多く見受けられる。広告学においては、広告表現の中では、受 け

手を説得するための一つ方法 として"ソ フ トセル"が 使われていると言われている。小

林(1997)は 、

 ソフ トセル(soft sell)は、意図を直接には出さず結果的に商品の購入やサー ビス

の利用に結びつけようとする技法である。

 一般に、説得の揚面では、あまりに調子が強い とかえって反発を生むことが知 ら

れてい る。 これは、強い説得に会 うと、受け手が自分 自身の行動の自由(あ る商品

を買わな くてもよい 自由)が脅威にさらされたと感 じ、その自由を回復するために

説得 とは逆の行動(広 告商品を購入 しない)を とるか らと考えられる。

 と述 べ て い る(P・177)。 特 に 、ア メ リカ と比 べ れ ば 、 日本 の 広 告 の 場 合 は ソ フ トセ ル

が 顕 著 だ と言 わ れ て い る。Mosdel1(1986)は 「消 費 者 に論 理 と数 字 で しつ こ く迫 る ハ ー

ドセ ル に競 争 社 会 ア メ リカ の文 化 を 見 る こ と がで き る が 、知 識 よ りも情 緒 に 引 かれ る 日

本 人 に は イ メー ジづ く りこ そ重 要 で 、 ソ フ トセ ル の方 が よ り効 果 的 で あ る(は じが き)。」

と述 べ て い る。

28勿論、広告会社 と言 っても、コピーライターや何人かのスタッフがいると思われるが、広告会社は一人

の送 り手と して考え られる。
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 以上のように、広告 とい うものは普通の日常言語 と異なっているとい うことが分かる

であろう。購買意欲の喚起は広告の目的であるため、この目的を達成するために、送 り

手 は面白い、人々の心 を捕 らえるよ うな広告 を作 らなければな らないのである。そこ

で、特別な技法を使わなければならないと考えられ、その上で、ことばは一つの重要な

手段 になると思われる。 このようなことばの働きは 「ことばの修辞学」あるいは 「こと

ばの レトリック1と 呼ばれているものである。 レトリックとい うものはどんなものなの

か次に論 じていきたい。

3.2.広 告 の レ ト リ ック

3.2.1.レ ト リ ッ ク の 定 義

 まず、 レトリックの定義を見てみよ う。『現代言語学辞典』においては、レトリック

を次のよ うに定義 している。

 Rhetoric:読 者または聞き手を説得するな どの目的のために、表現に工夫を凝 ら

す技法、またはそれを研究す る学問。

 定義から分かるように、レトリックは人を説得する力を持っているため、広告のこと

ばに必要 となる。以下は、広告の レ トリックにはどんなものがあるか説明 していく。

3.2.2.レ ト リ ッ ク に つ い て

 Link(1992)は 、 「プ リン ト広 告(print advertising)の 目的 は 受 け 手 の購 買 行 動 を 喚 起

す るた め で あ る(p.ii�)」 と述 べ て い る。 送 り手 は 、 受 け 手 の 関 心 を 引 く た め に 、 面 白

く 、 信 頼 で き る よ うな メ ッセ ー ジ を ど の よ うに作 る の か 念 を 入 れ て 考 え な け れ ば な ら

ず 、 そ の た め に レ トリ ッ クが 必 要 と され て い る と指 摘 され て い る(ibid.)。 レ ト リ ッ ク

は 人 を説 得(persuade)す るた め に あ る 技 術 な の で あ る。

 レ トリックは文学作品に多く使われ、広告におけるレ トリックとは若干異なっている

が、両方とも"persuade"の ためにレ トリックが使用 されていると言われている。 しか

し、文学作品の レトリックの場合は自分たちが生きている世界に関する物事を人々に感

じさせ、それにっいて考えさせるとい う目的を持 ち、これに対 し、広告のレ トリックの

目的は商売のためにある とい うところが異なっているわけである。」(ibid., p. v)

さ らに 、Link(1992=p. V11-1X)は 広 告 にお け る レ トリカ ル な 技 術 と用 法 を次 の よ うに
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挙 げ て い る。

(i)字 義 と 比 喩(Literal and figurative)

 普通比喩的な意味で使われている表現は多くの広告に字義通 りの意味で使われてい

る。 これは、注意を引くためである。歴史的には、比喩表現の誕生は字義通 りの表現よ

り遅かったが、ほ とんどの場合は宇義通 りの意味がなくな り、比喩的な表現の方が普通

になる。 したがって、広告キャッチフレーズの技術は一般に使われた比喩的意味対比的

に、 めったに使われない字義通 り意味を提案することである。

(ii) 表 示 及 び 含 蓄(Denotation and connotation)

 表示は語の定義あるいは辞書に記述 されている意味である。含蓄は語が暗示するも

のである。

(iii)

a)

b)

)C

(iv)

二 重 の 意 味(Double meaning)

こ とば あ そ び(play on word):同 じ語 の 二 つ の 意 味 ま た は 違 う意 味 の 間 に 上 手

に 関 連 を つ け る こ と。

例:Some girls take to the beach;others, the beach takes to them―

Pun:同 じ語 の違 う意 味 を あ そ ぶ 。

例:Frank's hangup﨎 that he can't hang up the telephone.

double-entendre:性 の こ と と関 わ っ て い る語 の こ と ば あ そ びLinkはpun及 び

doub互e-entendreはplay on wordの 特 別 な ケー ス だ と述 べ て い る 。 さ らに 、 こ

の 三 つ の 技術 は あ る部 分 が 重 な っ て お る に もか か わ らず 、微 妙 に 異 な っ て い る部

分 も あ る 。

含 意 と推 論(lmply and infer)

含 意:間 接 的 に 何 か を 述 べ る。

推 論:言 わ れ た こ とか ら結 論 に 持 っ て く る。

広告 レトリックの一つの目的は存在 していない利益を意味す ることである。

本稿は広告ことばにおける 「あまい」の記述的な意味の利用 を分析するために、「あ

まい」の否定的な意味と肯定的な意味という同じ語の違 う意味を遊ぶとい う観点から、

これ らの レ トリッ久 特に、"pun"を 中心に考察 してい く。
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3.3.広 告 こ と ば に お け る 「あ ま い 」 の 利 用

 次に、広告文において 「あまい」はどのように使用されているのか、また、どのような

特徴が見 られ るのかについて以下の広告のキャッチフレーズを例に考察 していきたい。

 『広 告 キ ャ ッチ フ レー ズ 大 百 科 』 で掲 載 され て い る約6,000件 の キ ャ ッチ フ レー ズ の

うち 、 「あ ま い 」 を使 っ て い る広 告 の 例 文 は10件 見 つ か り、 以 下 の 通 りで あ る29。

1) カルーア国。名物は、甘 く つめたく あつい夢です。

88/サ ン ト リー 「カ ル ー ア コー ヒー リキ ュ ー ル 」/「 ア ンア ン」3月11日 号

世 界 中 に 愛 され る リキ ュー ル

2) カ ル ― ア 国 。 甘 い 出 来 事 な ど の 、 名 産 地 で す 。

  88/サ ン ト リー 「カ ル ー ア コー ヒー リキ ュ ー ル!/厂 ノ ン ノ 」8月20日 号

3) あ ま い 女 は す ぐ枯 れ る 。

  91/東 洋 「フ レ ッセ 」/rア ン ア ン 」5月31日 号/甘 さ をお さ え た カ ク テ ル 。

4)セ ン イ だ け で 、 美 し く な ろ うな ん て 、 あ ま い。

  89/ヤ クル ト 「ライ トジ ョア 」 「mc Sister」8月 号

5) ち か ご ろの 辛 口は 、 あ ま い 。

  90/モ ラ ン ボ ン 「ユ ッケ ジ ャ ン ク ッパ 」/「Hanako」9月6日 号

6)甘 いもの には うるさいあなた、辛いものにはどうですか。

  91/モ ランボン 「ユ ッケジャンクッパ」/「Hanako」1月10日 号

  辛 さに逃げない、おい しさが残 る本物です。

7) 男に見せない、甘い一面。

  88/米 屋本店 「きょうの料理」3月 号/熱 い紅茶と、米屋のよ うかん。

8) 甘 い パ リ色 、 み つ けた 。

  95/ブ ル ジ ョ ワ 「ル ー ジ ュ ブ ラ ンテ ィ ッシ モ 」/「 ウ ィ ズ 」9月 号

  ブ ル ジ ョ ワ の シ ャ ーベ ッ ト色 の 口紅

9) 娘 を甘 くしつけたら母親が笑われるでの

  92/小 学館 「きん さんぎんさんの百歳まで生きん しゃい」/「ノンノ」8月20日 号

  おばあちゃんになっても人生を楽 しく生きるための20話

10) お砂糖を あま く見てはいけません。

29そ れ ぞれ の キャ ッチ コ ピ― とそれ に付 随す る情報に 関 しては、 次の よ うに記 載 され てい る。

例 文番 号)キ ャ ッチ コ ピー

年 度/ク ライア ン ト名 「商 品・名」/囃 誌名 」 月号/広 告内 容の説 明
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96/日 新製糖 『カル シウム糖 ・きび砂糖」/「 エ ッセ」10月 号

毎 日の健康のために、今 日からお砂糖を変えてみませんか。

 以上、「あまい」が用い られた広告キャッチフレーズの例文を挙げた。 この中で、1)か

ら8)ま での例文は、形容詞 として使われているものであり、9)と10)は 副詞的に使 わ

れてい るものである。次にそれぞれの例文において、「あまい」は どの ように利用 され

ているのかを見てい くことにする。

 6)"甘 いものに うるさいあなた、辛いものにはどうですか"や10)"お 砂糖をあま く見

てはいけません"の ような例から、「あまい」は字義通 りの解釈だけではなく、字義通

りに解釈できない場合 もあることが分かる。後者の場合は、比喩表現 として使 われてい

る 「あまい」であ り、例か ら見るとこの場合の使い方が少なくない。 日常言語 にお ける

「あまいJの 比喩的表現 とほとんど変わ らないが、広告ならではの特徴がある。すなわ

ち、広告では食料品の味にっいて述べ るのに、「あまい」の字義通 りの表現を使 わず、

あえて比喩表現を使 う場合がある。例えば、1)の コーヒーリキ―ユールの宣伝のよ うに、

直接 にそのものの味を言わず、甘い夢や甘い出来事などのイメージを作 るために比喩的

表現が使用 されてい る。 あるいは、10)"お 砂糖 をあまく見てはいけません"の 場合 も同

じことが言えるだろう。「甘い夢1「 あまく見る」は、日常言語で固定 している 「死んだ

比喩」である。広告の送 り手は食料品の味を直接 「あまい」で形容せず 、あえて比喩表

現を用いているが、そこで 「死んだ比喩」は受け手の注 目を喚起させ意外性 を作 り出 し

ている。

 このように、「あまい」は字義通 りに使われることもあれば、字義通 りではない比喩

表現 として使われる場合もある。そ して、広告の中にも 「あまい」の多義性が確認 され

る。次は多義語である 「あまいJが どのように広告キャッチフ レーズで用い られている

のかを更に詳 しく考察 していきたい。

3.3.1.語 彙 の 記 述 的 意 味 の 側 面 か ら

まず、広告における 「あまい」の記述的意味の利用については次の二点を指摘 したい。

① 一つの表現で一つの意味 しか解釈できない 「あまい」の場合

①―i基 本義のみ

①一ii ND1(塩 が少ない)ま たはND2(か らさが少ない)の み

①一111拡張義(共 感覚義 または 肯定抽象義 または 否定抽象義 のいずれ
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     か)の み

② 一つの表現で複数の意味が解釈できる 「あまい」の場合

両 ドメインの共存性(基 本義と拡張義の共存性)〈 「あまいJの 意味が

二つ以上伝わる 〉

そ して、Punsの 働きと関連 しているのは②の場合であり、①の場合はそれ以外の レ

トリックと関連 していると考えられる。

 要す るに、前章で見てきたように、味覚 ドメイン内にある 「あまい」も味覚 ドメイン

外の 「あまい」も共に広告キャッチフレーズにおいて利用 されているとい うことである。

しか し、日常言語 と異な り、広告の場合は特別な使い方をするのである。 日常言語 にお

いては、拡張義の場合であれば、拡張の意味に しか解釈 できない(例 えば、「あまい女」

と言えば、しっか りしていない女のことしか思い浮かばないであろ う)。 しか し、これ

に対 し、広告文においては、商品の種類によって一つ しか解釈できない場合 もあれば、

二通 りの解釈ができる場合もあるのである。 このように、商品の種類は解釈するための

受け手の一つの手がか りであると考えられるだろう。以下、具体例を見なが ら説明 して

いきたい。

 まず 、広告 キャッチフレーズにおいての 「あまい」の用法を考察する。本稿 は、各

キャッチ フレーズの可能な解釈をあげて分析 していく。

 ここで用いるa,b, c,… ような文が何であるかを以下のよ うに指定 しておきたい。

これ らの文は、送 り手か ら含意 されたものであり、受け手の推論による伝わった内容だ

と考えられるものである。 これ らの文(a～e/f/gな ど)を"可 能な解釈"と 呼ぶ ことにす

る。 さらに、受け手の推論は受け手の次のような知識が必要 とされるものであると考え

られる。

1)こ れ らの文は 「広告文」であるとい う知識

2)送 り手の目的は商品を売ることとい う知識

3)言 語上の知識(例 えば、語彙の意味について)

次に、広告 における 「あまい」の具体例を見てみよ う。

①一つの表現で一つの意味 しか現れないrあ まい」の揚合

  ①-i基 本義のみ(「あまい」の一つの意味のみが伝わる)

まず、味覚 ドメイン内の 「あまい」の基本義のみが使用されているキャッチ フレーズ
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を 見 よ う。

)6

a

b

C.

甘 い も の に は う る さ い あ な た 、辛 い もの に は ど うで す か 。

91/モ ラ ン ボ ン 「ユ ッ ケ ジ ャ ン ク ッパ 」/「Hanako」1月10日 号

辛 さ に 逃 げ な い 、 お い し さ が残 る本 物 です 。

あ な た は 甘 い もの に こだ わ っ て い る が 、 辛 い も の に は こ だ わ りま す か 。

我 々 は 辛 い も の に こ だ わ る人 を満 足 させ る た め に 、 辛 く て お い しい も の を提 供 し

て い る 。

あ な た が 辛 い もの に こ だ わ っ て い る 人 で あれ ば 、 我 々 の 商 品(辛 い も の)に 挑 戦 し

て み て く だ さ い。

 全例文から、基本義のみで用いられたキャッチフ レーズは、上の一例 しかない。上

で見たキャッチフ レーズは食料品の宣伝であ り、食物の 「あまさ」が述べ られている。

次のよ うに考えられるだろう。"甘 いものに うるさいあなたは、辛いものには どうです

か。"こ の場合 は、味覚 ドメインの最も基本義である 「砂糖の ような味」とい う意味で

利用 されていると考えられ、直接に食料品の味にも言及 している。そのため、第一は字

義通 りの意味が解釈 される。 さらに、「あまいjは 対義語である 「からいJ味 がす る商

品を主張(PR)す るために使われていると考えられるのである。 ここでは、 rあまい一か

らい」の対義関係が明 らかに見 られると思われる。

①―iii味覚 ドメイン外の拡張義のみ(肯 定抽象義か否定抽象義のみ)

 次に、味覚 ドメイン外に属 している拡張義 しか利用 されていない 「あまい」の広告の

例を見てみよ う。

4)セ ン イ だ け で 、美 し くな ろ う な ん て 、 あ ま い。

  89/ヤ ク ル ト 「ライ トジ ョア 」 「mc Sister」8月 号

a. セ ン イ だ け で 、 美 し く な ろ うと考 え るの は ま だ 足 りな い 。

b― 美 し く な る た め に は 、 セ ン イ だ けで は な く、 ヤ クル トも 必 要 で す 。

c. あ な た は 我 々 の 商 品 で 美 し くな れ る。

 この例は、食料品のキャッチ コピーであるが、基本義の 「あまい」のニ ュアンスが使

われず、"評 価"の 意味を持 っているニュアンスのみが使われてい ると考えられる。 こ

の例文か らも、商品のPRが 見られる。
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8)甘 い パ リ色 、 み つ け た 。

95/ブ ル ジ ョ ワ 「ル ー ジ ュ ブ ラ ン テ ィ ッ シ モ 」/「 ウ ィ ズ」9月 号

ブ ル ジ ョワ の シ ャー ベ ッ ト色 の 口紅

a. 甘いパ リ色の口紅は、ここ(我 々の会社)に あった。

b. パ リ色はみんながあこがれる町のパ リのようにあこがれの色である。

c. 我 々の商品(口 紅)は みんなのあこがれている色を提供 している。

 こ の 場 合 の 「あ ま い 」 は 視 覚 と味 覚 の 融 合 した 共 感 覚 に 基 づ く拡 張 され た意 味 と して

使 わ れ て い る と考 え られ る。 「色 」 と共 起 し、 ブ ル ジ ョ ワの シ ャ ー ベ ッ ト色 を 直接 に 述

べ ず 、 か わ り に 「あ ま い 」 に よ っ て イ メー ジ が 引 き起 こ され る と考 え られ る 。 こ こ で

は 、 こ と ば あ そ び(play on words)の 働 きが あ る と言 え よ う。 す な わ ち 、 シ ャ ー ベ ッ ト

は 「あ ま い 」 味 が す る とい う点 か ら、 「シ ャ ー ベ ッ トの 色 」 は 「シ ャ ー ベ ッ トの よ うに

"あ ま い"「 色jと い う解 釈 が 可 能 な の で は な い か と 考 え られ る
。 ま た 、"ブ ル ジ ョ ワ"

は"パ リ"と 対 比 し、 シ ャ ーベ ッ トと合 わ せ て"甘 い パ リ色"と い う表 現 が作 られ る と

考 え られ る。

10)娘 を 甘 くしつけたら母親が笑われるでの

92/小 学館 「きんさんぎんさんの百歳まで生きん しゃい」/「 ノンノ」8月20日 号

おばあちゃんになつても人生を楽 しく生きるための20話

a.娘 をきび しくしつけないと、母親であるあなたは恥をかいて しま う。

b.娘 をきび しくしつけないといけない。恥をかかないために、正 しい しつ けを身に

つけてくだ さい。

c.我 々の商品(本)は 、正しい しつけを教えている。

d.我 々の商品(本)を 読めば、正 しい しつけが分かる。そして、あなたが笑われない。

 上の例は、書物のコピーであり、料理の味 と関係なく4)の 例のように否定的な評価

の意味を持っ 「あまい1の 拡張義が用いられている。なお、4)と10)の 場合の 「あまい」

の対義語は 「きび しい」だと考えられる。受け手は 「きび しくない」 とい う 厂あまい」

の意味を知 り、そ して、「きび しくないしつけはだめ」 とい う知識があるため、上のよ

うな意味解釈ができると考えられ る。

 以上は、字義通 り及び比喩表現 としての、広告における 「あまい」の用法である。 こ

れ らの場合は一つの意味 しか解釈できないと考えられる。次は、二つ以上の意味に解釈

できる場合の広告における 「あまい」の用法を見ていきたい。この場合は、Punsと の
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関連があると考えられ る。

②一つの表現で複数の意味が現れる 「あまい」の場合

②一i両 ドメインの共存性(基 本義と拡張義の共存性)

  〈 「あまい」の意味が二つ以上伝わる 〉

 以下、味覚 ドメイ ン内と味覚 ドメイン外の 「あまい」の共存性が見 られ る例文を挙げ

ておきたい。 ここでは、Punsの レトリックに基づいて 「あまい」がいかに利用 されて

いるかを明 らかにすることができる。まず、広告ことばにおけるPunsに っいて述べて

おきたい。

3,3.1。1.広 告 こ と ば に お け るPuns

Punsは 広 告 表 現 技 法 で あ り、 次 の よ うに 定 義 され て い る。

1) The encyclopedia of Language and Linguistics (1994: p. 3411) 

 `Pun' can be defined as deliberate use of lexical ambiguity (homonymy or ho -

mophony) 3° in speech, mostly, though by no means exclusively, for jocular pur-

poses. 

2) Collins English Language Dictionary (1987: p. 1164) 

 Pun a use of words that have more than one meaning, or words that have the 

same sound but different meanings and makes people laugh.

 要 す る に 、punsは 大 体 の 場 合 、 ユ ー モ ア を 目的 に し、 こ と ば の 意 味 的 特 性 や 音 韻 的

特 性 を 用 い る こ と ば 技 術 と言 っ て よ い で あ ろ う。 しか し、 実 際punsは 単 に ユ ー モ ア の

た め の み に 使 わ れ て い るわ け で は な い 。Tanaka(1994)は 「広 告 主 と消 費 者 との 問 の

信 頼 関係 を 作 る こ と もpunsの 役 割 で あ る(p.59)」 と述 べ て い る 。 これ に 従 っ て 、 「あ

ま い 」 の 多 義 性 の 利 用 をpunsの レ トリッ クの 観 点 か ら考 察 す る こ と も可 能 だ と思 わ れ

る。 ま ず 、 広 告 に お け るpunsの 研 究 を 見 て み よ う。

Tanaka(1994:pp.59―82)は 関連 性 理 論 を用 い 、 語 用 論 の 枠 組 み でpunsが どの よ う

に使 わ れ 、 そ して 、解 釈 プ ロセ ス が い か に行 われ て い るの か を 幾 つ か の 広 告 こ とば を例

に 分 析 して い る 。

30本 稿で は、 同音 異義 語 と同 ―音形 との区別の 問題 を触れ な い こ とにす る。
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 Punsは 広告で多く使われ、イギリスの広告主か らも日本の広告主からも好まれてい

る(ibid., p.62)。 それは次のような長所を持っているためだと考えられる。すなわち、

Punsは 、第一に、一語や句で二つの意味をもたらす。広告ではスペースで値段がっけ

られるため、このことは広告主にとって、とても重要である。第二に、消費者の注 目を

引き起こす。第三に、意図 した文脈効果のすべての範囲を達成するための最も経済的な

方法である。そ して、第四、二つの別々な単語の効力的な組み合わせであ り、不思議 な

世界を作った り、商品のイメージを広げたりするものである。Punsは 、以上のよ うな

特徴を持っているので、広告で多く見られる理由が理解 できる。 また、Dyer(1982)に

おいて も広告主がPUIlsを 使用する理由が次のように述べ られている。「広告主はpuns

を用い、意図的に受け手に処理労力を要求する。なぜ なら、広告の最初の、そ して多分

最 も重要な条件は、受け手の関心を引くことだからであ る。」(1982:p.139)

 Tanaka(1994)に よれ ば 、 punsを 使 うこ とに よ っ て 、広 告 文 が 曖 昧 な 発 話 に な り、多

様 の 解 釈 が で き る よ うに な る とい うこ とで あ る。 そ こで 、送 り手 に よ っ て意 図 され た こ

とを 解 釈 す る に は 、受 け手 の処 理 労力(processing effort)が 必 要 で あ る と言 わ れ て い る。

そ して 、受 け手 が 話 し手 の 意 図 した解 釈 を復 元 す る こ とに よ っ て 、 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン

が成 功 す る(p.61)。 こ の よ うに 、広 告 にお け る こ とば あ そ び(wordplay)は 関係 して い

る解 釈 プ ロセ ス の 点 か ら分 析 す る こ とが 可能 で あ る と指 摘 して い る(ibid., p.64)。

 さて、Punsが どのような機能を持っているのかを見てみよう。 Tanﾘ(1994:p.62)で

は、punsの エ ッセ ンスは多様の解釈への呼び出 しにあ り、Punsが 達成 され るために

は、聞き手が伝達 された発話の解釈を二つ以上呼び出さなければならないとい うことが

重要であると述べ られている。すなわち、話 し手によって意図 された二つまたそれ以上

の解釈のなかに、受け手が最も受け入れやすい解釈 を拒絶 し、より適切な解釈 を探す。

それは、送 り手が受 け手に一つ以上の解釈に注 目させ ようと意図 したことは送 り手に対

して も受け手に対 して も明 らかなことだか らである。大抵 の場合、他の解釈が拒絶 さ

れ、送 り手によって意図された解釈の方を選ぶことは相互的に明確にされている。送 り

手は二つの意味を復元 しようと意図 した時に、片方をある方法で強化する。

◎Punsの タ イ プ

 Tanaka(1994)で は 、 広 告 で 使 わ れ て い る四 つ のpunsに つ い て 述 べ られ て い る。 す

な わ ち 、

1)Nonsense punsは 最 初 の 意 味 は ナ ンセ ン ス 的(nonsensical)で あ り、そ して 、 受 け
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手 は そ の 意 味 を 拒 絶 し、 送 り手 に よ つ て 意 図 され た 他 の 解 釈 を選 ぶ とい う よ う な

punsで あ る 。

2)Punsandcontextの 場 合 は 、そ れ に もか か わ らず 、拒 絶 され た解 釈 は 話 し手 に よ っ

て 意 図 され た 付 加 的 な 文脈 効 果 を 得 るの に 役 立 つ 場 合 もあ る。

3)punsandsexualinnuendoは 性 的 で あ りな が ら 、性 的 な 表 現 に つ い て の 批 判 を 避

け 得 る よ うな メ ッセ ー ジを伝 達 す る た め に、広 告 主 の 利 用 す るpunsの 場 合 で あ る。

4)punswithtwocommunicatedIneaningと い う の は 、Redfernの 主 張 し て い る

`twomeaningsforthepriceofone'31に 近 いPunsで あ り
、 この 場 合 、 送 り手 に

よ っ て 意 図 され た 解 釈 は 二 つ 以 上 だ と言 わ れ て い る 。

 Tanalkaに よ れ ば 、以 上 の よ うな 四 つ の タイ プ は 全 て の 広 告 にお い て 見 られ る も の で

あ るが 、 こ れ らの タ イ プ の 問 に は 、程 度 の 差 は あ る も の の 関 係 が あ り、は っ き り した 境

界 が な い(1994:p.65)。

 次 は 、広 告 に お け る 「あ ま い 」はPunsの レ トリ ック に よ っ て どの よ うに 使 用 され て

い る の か を 分 析 して い き た い。

1)カ ル ー ア 国 。 名物 は 、旦 く つ め た く あ つ い 夢 で す 。

88/サ ン ト リー 「カル ー ア コー ヒー リキ ュー ル 」/「 ア ン ア ン」3月11日 号

世 界 中 に 愛 され る リキ ュ ー ル

a.カ ル ー ア 国 の 名 物 は 、 甘 く つ め た く あ つ い 夢 で す 。

b.カ ル ー ア の 会 社 は 、 甘 く つ め た く あつ い 夢 を 作 る と ころ で す 。

c.カ ル ー ア の会 社 は 、み ん な の 望 ん で い る通 りに 、甘 くて お い しい もの を作 っ て い る。

d― カ ル ー ア の 商 品 は お 客様 の ご期 待 に 沿 うも の で す 。

 この場合 の 「あまい」には、基本義 と肯定抽象義が共存 していると考えられる。広告

主は、まず、ロマンチ ックな良いイメージを作るために、人間の快い経験の感覚を表す

「あまい」を前面に出 し、比喩的な表現 を作った。広告主は商品の味に直接 に触れず、

読者の想像力によって 「あまい」に潜在 している意味を探 させようとする。読者 には、

実際 「あまい夢を作るところ」があるとは思えないだろ う。最初は比喩的な表現 として

の解釈が出て くると思われ るが、最終的に読者はそれ を拒絶 し広告主の意図 した意味を

読み取ると考えられる。Tanakaに 従って解釈すると、このキャッチフ レーズは、最初

siRedfern(1984:P ―130)は 広告 のスペース が とて も高 いため、節約 す るこ とは重 要で ある。 そ して、 puns

は非 常 に経 済 的 な道具 で あ る と述べ てい る(Tanaka,1994=p.64)。
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の 意 味 は ナ ン セ ン ス で あ る の で 、そ の意 味 が 拒 絶 され 、送 り手 に よ っ て意 図 され た他 の

解 釈 が 選 ばれ る よ うなpunsの 場 合 で あ る と考 え られ る 。(Tanaka,1994=p.65)

)2 カルーア国。甘い出来事 などの、名産地です。

88/サ ン トリー 「カ ル ー ア コー ヒー リキ ュー ル 」/「 ノ ン ノ」8月20日 号

a.カ ル ー ア 国 は 甘 い 出 来 事 な どが 作 れ る と こ ろ で す 。

b.カ ル ー ア の 会 社 は 、 甘 い 出 来 事 な どを作 る有 名 な 所 です 。

c.カ ル ー ア の 会 社 は 、 色 々 な 良 い もの を 作 って い ま す 。

d.カ ル ー ア の 会 社 は 、 甘 く、 お い しい コー ヒー リキ ュ ー ル を 作 っ て い ま す 。

 この場合 も、1)の 例文のような説明ができるだろ う。すなわち、基本義 と人間の快い

経験の感覚を表す 「あまい」の共u義 との共存性を表すものである。1)と 同 じコンセ

プ トで 「あまい」が良いイメージを作るために使用されていると考えられる。受け手は

商品が飲食物であると知っていて、まず、比喩表現 として使 われている 「あまい」を解

釈 し、そ して、最終的に飲食物であることと合わせ基本義の意味 も分かるようになる。

この段階で送 り手である広告主 と読み手 とのコミュニケーシ ョンが成功 していると言

えるだろ う。

3) あまい女 はす ぐ枯れ る。

   91/東 洋 「フレッセ」/「 アンアン」5月31日 号/甘 さをお さえたカクテル。

1.

a.あ ま い 女 は だ め で す(よ くな い)。

b.あ ま い カ ク テ ル は だ め で す 。

c.あ ま い カ クテ ル は お い し く な い(あ ま くて は い け な い)。

d.我 々 の 会 社 の カ ク テ ル は あ ま くな い。 お い しい 。

e.我 々 の会 社 の カ クテ ル は あ ま くな い 。 他 社 の カ ク テ ル と違 う。

 このキャッチフレーズは飲料品の宣伝であるが、一見した ところ商品と関係ないよ う

なキャッチフレーズであると思われる。 しか し、以上のよ うに解釈 してい くと、商品

の味 と関連 し、実際送 り手の伝えようとした内容が解釈できる。 この揚合の 「あまい」

の意義の利用は どうであろう。ここは、基本義と否定抽象義が共存 していることが分か

る。つま り、「あまい女」 とい う表現は、日常言語においてはrし っか りしていない女」

とい う意味になるであろう。 しかし、この場合はカクテルの宣伝であるため、受け手が
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このような解釈を拒絶すると思われる。 しかも、意図 された意味はaで の解釈ではな

く、bか らの解釈であろう。そ して、さらに、広告主は 「あまい」の否定的評価の意味

を用い、eで の解釈のように他社の商品を訴えることも考え られ る。

例3)の ような 「あまい」の利用は、さらに、以上の ような解釈だけではな く、次の

ような解釈 もできるのではないか と考えられる。

II.

a.あ ま い 女 は す ぐだ め に な る。

b.し っ か り して い な い 女 は す ぐ だ め に な る。

c.甘 い も の が 好 き な 女 は(子 供 み た い な の で)魅 力 的 で は な い 。

d,甘 く な い もの を好 む 女 は 枯 れ な い 。 ず っ と魅 力 的 で い られ る。

e.我 々 の 商 品 は 甘 く な い 。

£ 我 々 の 商 晶 を 飲 む あ な た は ず っ と魅 力 的 で い られ る 。

 この 場 合 、1で の処 理 労 力 の プ ロセ ス と同 じよ うに、受 け 手 は そ の 商 品 が 何 で あ る の か を

考 え た 上 で 、最 初 の 「あ ま い 」の意 味 解 釈(a)(b)を 拒 絶 し、次 の 送 り手 の 意 図 した解 釈 を探

す 。 この 段 階 に お い て 、1での 解釈 され た と違 っ て別 の解 釈 が で き る と考 え られ る。 この場

合 は 、Tanaka(1994)で あ げ られ て い る"Puns with two communicated meaning"で あ

る と考 え られ る。Tanakaに よ る と、両方 の 解釈 とも真 の 文 脈 効 果(contextual effects)を

も た らす 場 合 が あ り、 不 正 当 な 処 理 労 力 が な い わ け で あ る(ibid., p.79)。"あ ま い 女 は

す ぐ枯 れ る"に 対 す る以 上 の 二 つ の 解 釈 も どれ が 正 当 か 否 か は 決 め られ な い で あ ろ う。

5)ち か ご ろ の 辛 口 は 、 あ ま い 。

90/モ ラ ン ボ ン 「ユ ッケ ジ ャ ン ク ッパ 」/「Hanako」9月6日 号

a.最 近 の 辛 口(の 料 理)は 、 辛 く ない 。 お い しく な い 。

b.他 の 会 社 の 辛 口は あ ま い 。 辛 くな い。

c.他 の 会 社 の 辛 口は ま だ 基 準 に 届 か な い。

d.我 々 の辛 口 は そ うで は な い。 我 々 の 辛 口は 本 当 に 辛 い 。 お い しい 。

 "ちかごろの辛 口は、あまい"は 、食料品の宣伝であ り、「辛さが足 りない」 とい う意

味を持 ち、さらに、「あまい一か らい」の対義関係 を表す と考えられる。 このような解

釈 をすれば、単に、料理の味について叙述していると考えられる。 しかし、実際味覚 ド
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メイン外の拡張義 としての 「あまい」も考えることが可能である。つま り、否定的抽象

義 も働 いているとい う解釈もできる。bとcの ような解釈は送 り手によって意図された

意味であると考え られないだろうか。例3)で 見たように、Punsの 働 きに基づ く 「あま

い」の否定的な評価の意味を使用 し、他社への批判を間接的に述べると考えられ る。

7)男 に見せない、甘い一面。

88/米 屋本店 「きょうの料理」3月 号/熱 い紅茶 と、米屋のよ うかん。

a.男 に見せない、甘い一面が隠れている。

b.男 に見せない。表面的には分か らない隠れた部分がある。

c― 女性 はあまいものが好き。

d.女 性 は男性 と対等であるために、女性的 と言われる面を隠 している。

e― 時には一息ついて、甘いものを食べてみませんか。

「甘い一面」は中立的な意味を持ち、否定的な判断をするか肯定的な判断をするかは

個人の価値観の違いによるもので、単に裏表がある、つま り表面的には分からない隠れ

た部分があるとい うことのみが考えられる。それが 『男に見せない」とい う表現によっ

て対比的に表 されているためである。 しかし、この場合は羊羹の宣伝であるため、味覚

の 「あまさ」を肯定的な意味で(よ い味)述 べていると考えられる。送 り手は 「我々の羊

羹はあま くておい しい」と直接に述べるよりもレトリックを使い、女性の潜在的な甘味

への欲望に訴えると考えられる。

9)お 砂糖を あま く見てはいけません。

96/日 新製糖 「カルシウム糖 ・きび砂糖」/「 エ ッセ」10月 号

毎 日の健康のために、今 日か らお砂糖を変えてみませんか。

a.砂 糖 はただ 「あまい」物だとは簡単に考えてはいけない。

b.単 に 「あまさ」を持っている砂糖は普通だが、健康のために作 られた砂糖 もある。

c.我 々の砂糖は普通の砂糖 と違 う。健康のための砂糖である。

d.健 康のために砂糖を変えて、我々の商品を使ってみてくだ さい。

 "お砂糖をあまく見てはいけません"は どうだろう。 この場合の 「あまい」は単に、砂

糖の味だけ述べているのだろうか。解釈のところで説明 したように、そうではないよう

である。っま り、商品(砂 糖)の あまさ以外、この場合は比喩表現である 「あまく見る」

とい う否定的な評価の意味もあるだろう。
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 以上のような 「あまい」の広告キャッチフレーズの例は、食料品のキャッチ コピーで

あ り、商品の 「味」にっいて述べる上で、味覚 ドメイン外 にある 『評価」の機能 も同時

に表 されている。 これは、「あまい」の多義性が使用され、Punsの レ トリックと共に働

いていると言えよ う。そ して、解釈す るための受け手の処理労力 も重要である。 しか

し、この点については単に 「あまい」とい う語彙の多義性だけの問題ではない。広告文

レベルの多義性 の問題で もあると考えなければならないであろ う。広告文には多義性

があるため、そのような瞹昧さのある文をどのように解釈するか、受 け手の負担になる

と考え られ る。

以下では、日常言語における 「あまい」と広告文における 「あまい」の意義使用 をま

とめる(表5)。

表5

1

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

例文

あまい夢

あまい出来事

あまい女

(行為)、 あまい

辛 口は、あまい

あまいもの

あまい一面

あまいパ リ色

あまい しつけ

あまく見 る

日常言語

肯定抽象義

肯定抽象義

否定抽象義

否定抽象義

ND2

基本義

肯定抽象義/否定抽象義

共感覚義

否定抽象義

否定抽象義

広告文(多 義的)

基本義、肯定抽象義

基本義、肯定抽象義

基本義、否定抽象義

否定抽象義

ND2、 否定抽象義

基本義

基本義、肯定抽象義

共感覚義

否定抽象義

基本義、否定抽象義



186 Jantima Jantra

広告の場合は図8の よ うになると考えられ る。

図8

飲食物に関する商品32 飲食物と関係ない商品

味覚 人間のよい経験 否定的評価

基本義  肯定抽象義   否定抽象義

人間のよい経験

共感覚義

否定的な評価

否定抽象義

3―3.2.日 本 文 化 に お け る価 値 観 の側 面 か ら

 次に、広告における 「あまい」の肯定的 ・否定的な意味の利用をr価 値観」の側面か

ら見ていきたい。

 今まで見てきたように、日本語の 「あまい」は肯定的な意味も否定的な意味 も持 って

いる。勿論、中立的な意味もある。例えば、6)"甘 い ものには うるさいあなた、辛いも

のにはどうですか"と 言 うような広告は 「あまい」の中立的な意味の場合だと言えるだ

ろ う。では、肯定的な意味と否定的な意味の場合に、それ らの特徴は どのように広告に

おいて使用 されているのかを見てみよ う。

まず、肯定的な意味で使用されている広告キャッチフ レーズの例文を見てみたい。

1)カ ル ー ア 国 。 名 物 は 、甘 く っ め た く あ っ い 夢 で す 。

2) カ ル ー ア 国 。 甘 い 出 来 事 な ど の 、 名 産 地 で す 。

3)甘 い パ リ色 。 見 っ け た。

 これ らの用法は、「あまい」の肯定的な意味が表 されていると考えられる。 「甘い夢」

「甘い出来事」「甘いパ リ色」は全て良いイメージを喚起 させるためである。 これ らの

キャッチフ レーズにおける 「あまい」は人間の感情経験に関す る名詞、つま り、夢 ・出

来事 ・色 と共起 していることに注目したい。広告の一つの機能は、イメージを喚起させ

ることであ り、この場合、厂あまい」 もこの機能のために 厂ロマンチック」 と言 うよう

な意味で使われていることは明らかであろう。広告のキ―ヤッチフレーズは、単に商品の

情報を伝えるだけではなく、商品のイメージを作る役割 も大きいと言われている。場合

 32「 セ ン イだ けで 、美 しくな ろうなんて 、あま い」の場合 は 、例外 であ る。 つ ま り、飲食 物 の宣伝 で あ る

が、 日本 人 の イ ンフ ォーマ ン トによる と基本義 が現れ てい ない とい う。
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に よ っ て は 情 報 を伝 え る よ り、 イ メ ー ジ を作 る役 割 の 方 が 大 き い か も しれ な い 。 ク リ

ス(1986)に よれ ば 、 日本 で は 、語 彙 が イ メー ジ、環 境 、奇 異 な エ キ ゾ チ ッ ク な 想 像 を 作

るた め に 使 わ れ る と言 わ れ て い る(P・58)。

 この点において 「あまい」 も同様 な使い方をされていると考えられる。特に、"甘 い

パ リ色、みっけた"と い うキャッチフレーズの場合は、日本人の女性 の価値観が表れて

いると考えられる。 あこがれる町である(花の都)パ リの肯定的な価値観が持ち出 され、

色と共起させ、そして、「あまい」を利用することによって、ロマンチ ックで、良いイ

メージが浮かび上がるのだと考えられる。

次に、「あまい」の否定的な意味の利用を見ていきたい。例文は以下の通 りである。

1)あ まい女はす ぐ枯れ る。

2)セ ンイだけで、美 しくなろうなんて、あまい。

3)近 ごろの辛 口は、あまい。

4)お 砂糖 をあま く見ては行けません。

5)娘 を甘 くしつけた ら母親が笑われるでの。

 以上のような五っのキャッチフレーズでは、「あまい」は主に否定的な評価の意味 と

して使われていると考えられる。ここでは、「あまい」の拡張義が否定的に利用され て

いるのはなぜなのであろ うか。その理由については、前節で述べたことを、以下にま と

めてお く。

まず、自分の商品の長所 を主張す るためではないか と考えられる。

そ して、他社の商品を直接に批判するのではなく、受け手の推論によってそのよ うな

解釈が引き出されるようにする(例1)と3)の ように)。 これは、自分の商品の良いとこ

ろをよりはつきり見せるためでも考えられないであろうか。Yamada(1997)は 、あま り

違いのないものの中で、いかにライバルの商品よりも良いイメージを自分の商品に付加

す るかが広告の役割であると述べている(p.121)。

 さらに、広告の中心になる役割は購買欲 をかきたてることだと考えられる(Dyer1982

:p.6)。 この観点か ら、人々の中でこの欲望がどのように喚起させ られたのかを観察 し

てみたい。例えば、ﾘ本 人の女性はどのように関心を引き起こさせ られ るのか、まず以

下のキャッチフレーズを見てみよう。

1)あ ま い 女 は す ぐ枯 れ る。

2)セ ンイ だ け で 、 美 し くな ろ うな ん て 、 あ ま い。
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3) 娘を甘 くしつ けたら母親が笑われるでの。

 これ らのキャッチフレーズでは 「あまい」は否定的な意味で使用されていることが分

かるであろ う。 これ らは 日本社会 における女性に対す るイメージが現れていると考 え

られ る。特に例3)の 場合、"母 親が笑われ る"と い うのは、家庭の中で しつけの役割

が女性の方にあることが感 じとられる。例1)の 場合、前節で分析 しているように、「あ

まいカクテル」と 「あまい女」の概念が結びつくことで、魅力的な大人の女のイメージ

が浮かび上が り、「女は しっかりしない といけない」 とい うことが広告上に現れている

と考え られ る。つま り、「あまければ(し っか りしていなければ)あ なたは魅力的になら

ない」とい うメ ッセージが伝わるのではないだろうか。女性は普通魅力的にな りたいと

い う願望をもっているため、結果、購買欲がかきたて られる。

3.3,3.ま と め

 第3章 では、具体例を分析 し広告における 「あまい」の多義的使用を見てきた。 「あ

まい」の多義性 と共に、"Puns"を 中心とした広告に欠かせない技法であるレトリック

を用いて、「あまい」が どのように広告で使用 されているのかが明らかになった。受け

手は 「あまい」の語彙意味特徴について知識を持っているため、広告テキス トが解釈可

能になると言えよう。 さらに、広告を作っている送 り手 も受け手の関心を喚起 した り、

自分の商品をPRし た り、他社への批判をした りするために語彙の意味特性 とレ トリッ

クとを巧みに使用することが明 らかになった。

 広告において、 日本語の 「あまい」は肯定的にも否定的にも使用されている。後者

は、日本の独特のものであ り、他の国(少 なくともタイ)に はないものであろう。3―1.で

述べたように、広告は、例えば、国民性、ライフスタイル、人々の価値観な ど社会の状

況や文化を反映する役割 を持っている。本章では 「あまい」を中心に、い くっか例文を

分析 しことば と文化の関係を考察 した。 日本語の 「あまい」が否定的な意ﾘを 持ってい

ることは、 日本人の価値観など日本文化に反映 されていると言えるだろ う。
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結び

 本稿では、日本語の 「あまいJ、英語の/sweet/及 びタイ語の/w綢n/の 意味と拡張プ

ロセスを考察 してきた。第1章 では、「あまい」 と 「か らい」の対義関係 を中心に 「あ

まいJの 対義語化の段階を考察 した。第2章 では、英語 とタイ語に対照 し、「あまい」

の意味 と拡張プロセスを見た。三言語を比べると、基本義は普遍的であるが、日本語の

「あまいJの みが否定的な意味を持っている。 これは 日本語の特徴であると考えられる。

その原因は、味覚 ドメイン内での対義語化の段階が違 うか らであると考えられる。すな

わち、「あまい」には三段階の変化があるのに対 し、/sweet/と/w綢n/に は二段階 しか

ない。この違いが、味覚 ドメイン外へのプロセスに影響を及 ぼす と考えられ る。 一方、

厂あまい」/sweet//w綢n/の 肯定的な意味は三言語共に、共感覚とメタファーによって

拡張されていると考えられる。第3章 では、広告文において、レトリック、特にpuns

の観点か ら 「あまい」が どのように使われているのかを考奈 した。送 り手が否定的な評

価の意味を巧みに使い、自分の商品をPRし 、さらに他社の商品を批判するのにも 「あ

まい」が使用できるのは 「あまい」の多義的使用と言えるだろ う。これはまた広告の特

徴であるとも考 えられる。最後に、広告ことばでの 「あまい」を通 し、日本人の価値観

なども観察 している。本稿では、三言語の語彙を比較 し、ことばの レベルか ら認識 ・文

化のレベル まで考察 してみた。他言語を理解するためには、他の社会や文化 を理解す る

ことも必要である。逆に、社会や文化を理解するためには、言語を理解することも必要

であるに達いない。言語 と文化は切 り離 されないものであると考えられる。

今後の展望

 本稿では、語彙の意味を日常言語 レベルだけではなく、広告ことばの レベルまで考察

した。 日常言語 においては語彙の意味拡張プロセスを考奈 したが、広告 レベルでは語彙

の使用現象 しか検証できなかった。今後は、言語の拡張プロセスと、人間の広告こ とば

を理解す るプロセスとの関連について考察 してみたい。また、本稿では、日常言語の慣

用的な表現はどのよ うに広告で使用されるのかを考察 したが、今後はさらに、広告 こと

ばはどのように 日常言語へ影響を及ぼすのかを考えていきたい。 さらに、本稿では、扱

うことができなかったタイ語 と英語の広告を分析することで、各言語 と文化 との関係 に

関わる研究を続 けていきたい。
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Summary

An Analysis of the Meaning Extension of the Japanese Adjective

"amai" and its Double Meanings in Advertisements

 — Contrasted with English "sweet" and Thai  "waan" —

Jantima JANTRA

     Through analyzing the process of the meaning extension of "amai," "sweet," 

and "waan," it is clarified that there are both common and different features of 

these three languages when it comes to such semantic extension. The process of 

the extension of the negative meaning of "amai" is focused upon in this thesis, for 

only Japanese "amai" has a negative meaning. The characteristic common to these 

three words, "amai," "sweet" and "waan," is that their meanings are extended 

from the inside to the outside of the taste term's domain through metaphorical 

understanding. However, Japanese "amai" alone has a negative meaning because 

its process of "antonymization" is different from that of English and Thai. That 

is to say, in the case of "amai," there are three steps to "antonymization" of the 

domain. When the meaning of "amai" is extended to the outside of the domain by 

metaphor, "amai" acquires its negative meaning. On the other hand, in the case 

of "sweet" and "waan," there are only two steps to the extension process. There 

is no third step of meaning extension, the step that is important for acquisition of 

a negative meaning.

     Finally, the double meanings of "amai" in advertisements are analyzed. 

In contrast to ordinary usage, "amai" in advertisements bears double meanings 

through various rhetorical devices. We come to see that the negative meaning of 

"amai" is skillfully made use of in advertising language .


