
文 の[対 称 性]と 名 詞句の相互 交換*

定延 利之

1.は じめ に 一 本 稿 の 中 心 課 題

 定 延(1989)以 来 、 筆 者 は(1)～(4)に 例 示 す る 現 象 に 関 わ っ て き た 。

(1)a. ク ラ ブ が ボ ー ル に 当 た る 。    (2)a. ク ラ ブ を ボ ー ル に 当 て る 。

 b. ボ ー ル が ク ラ ブ に 当 た る。     b. ボ ー ル を ク ラ ブ に 当 て る。

(3)a. わな が 兎 か らは ず れ る。     (4)a. わ な を 兎 か ら は ず す。

 b. 兎 が わ な か らは ず れ る。      b. 兎 を わ な か ら は ず す。

 (1a)に お い て 、 ガ 格 で 表 示 さ れ て い る 名 詞 句 は ク ラ ブ で あ り 、 二 格 で 表 示 さ れ て

い る 名 詞 句 は ボ ー ル で あ る 。 格 助 詞 ガ ・二 を 固 定 し た ま ま 、 こ の2つ の 名 詞 句 を 相 互

に 交 換 す る と(1b)を 得 る 。 も ち ろ ん 、(1b)に 同 様 の 措 置 を 施 せ ば(1a)を 得 る 。(2)に

お い て は 、 格 助 詞 ヲ ・二 を 固 定 し た ま ま 、(2a)の ク ラ ブ と ボ ー ル を 相 互 に 交 換 す れ ば

(2b)が 得 ら れ 、(2b)の ク ラ ブ と ボ ー ル を 相 互 に 交 換 す れ ば(2a)が 得 ら れ る 。(3)(4)

も(1)(2)と ほ ぼ 同 様 で 、 格 助 詞 ガ ・カ ラ を 固 定 し た ま ま わ な ・兎 を 相 互 交 換 す れ ば 、

(3a)か ら(3b)が 、(3b)か ら(3a)が 得 ら れ る 。 格 助 詞 ヲ ・カ ラ を 固 定 し た ま ま わ な ・兎

を 相 互 交 換 す れ ば 、(4a)か ら(4b)が 、(4b)か ら(4a)が 得 ら れ るP。

 (1>に っ い て 筆 者 が 注 目 して き た の は、 「(1a)と(1b)が 、 物 理 的 外 形 に お い て 同 じ

事 態 の 表現 形 式 た り得 る」と い う判 断 を、 相 当数 の 話 者 が 認 容 す る とい う事 実 で あ る。

も っ と 具体 的 に い え ば、 相 当 数 の 話 者 に とっ て、[静 止 して い る ボ ー ル に 向 か つ て ク

ラ ブ が 動 き、 両 者 が衝 突 す る}と い う、 ゴ ル フ場 で よ く見 か け る 事 態 は、(1a>だ け で

な く(1b)で も表 現 可能 だ、 と い う事 実 で あ る。(2)に つ い て も 同 様 で、 相 当数 の 話 者

に と っ て、[静 止 して い る ボ ー ル に 向 か っ て ク ラブ を 動 か し、 両 者 を 衝 突 させ る]と

い う ゴ ル フ ァー の 動 作 は、(2a)だ け で な く(2b)で も表 現 可 能 で あ る。(3)に っ い て も

同様 で、 相 当数 の 話 者 に と つ て、[わ な に か か って 静 止 して い る 兎 が あ り、 わ な だ け

が動 い て、 両 者 の 一 体 関 係 が 解 除 さ れ る]と い う事 態 は、(3a)だ け で な く(3b)で も 表

現 可 能 で あ る。(4)に つ い て も 同様 で、 相 当数 の話 者 に と つ て、[わ な に か か っ て 静

止 して い る 兎 が あ り、 わ な だ け を動 か して、 両 者 の 一 体 関 係 を 解 除 す る]と い う事 態

は、(4a)だ け で な く(4b)で も 表 現 可能 で あ る。 こ う した 事 実 に、 筆 者 は これ ま で 注

目 して き た2)。

 これ らの 話 者 が 認 容 す る現 象 を、 定 延(1989,1990)で は 「弾 当 て 代 換 」と仮 称 して 考

察 した。 定 延(1990)で 述 べ た 弾 当 て 代 換 の定 義 を、 自動 詞 文 ・他 動 詞 文 に分 け て(5)

に記 す 。

(5)a.何 らか の 移 動 を 表 す 自動 詞 述 語 文 にお いて、 格 助 詞 ガ で 表 示 さ れ て い る 名 詞
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句 と、 格 助 詞 二 ま た は格 助 詞 カ ラで 表 示 さ れ て い る 名 詞 句 と を相 互 に 交換 して

も、 文 の 知 的 意 味 が 変 わ ら な い。

b. 何 ら か の移 動 を 表 す 他動 詞 述 語 文 にお い て、 格 助 詞 ヲで 表 示 さ れ て い る名 詞

 句 と、 格 助 詞 二 ま た は格 助 詞 カ ラで 表 示 さ れ て い る 名 詞 句 と を相 互 に 交換 して

 も、 文 の 知 的 意 味 が 変 わ らな い。

 従 来 、 弾 当 て 代 換 につ い て 全 く研 究 が なか っ た か とい え ば、 そ うで は な い。 筆者

の 知 る限 りで は 自動 詞 文 に つ いて 金 田 一(1982)・ 寺 村(1982)、 他 動 詞 文 に っ いて 森 田

(1988)の 記 述 が あ る。 が 、 金 田一(1982)・ 寺村(1982)は 文 字 通 り1例 を 挙 げ て 簡 単 な

記 述 を 付 した に と ど ま る も の で、 森 田(1988)も 料 理 を手 に触 れ る と い っ た触姫 の

表 現 に記 述 対 象 を 限 っ て い る。 こ れ らの研 究 が 当 の 現 象 を 「弾 当 て 代 換 」と して記 述

して い る わ け で は な く、 当 の 現 象 に は 呼 び名 が 一 切 与 え られ て い な い。 そ こで定 延

(1989,1990)で は、 こ の 現 象 を集 中 的 に考 察 す る 都 合 上、 「弾 当 て代 換 」と呼 ん だ 。4

章 で 後 述 す る が、 弾 当 て 代 換 と多 少似 て いる 現 象 の1っ に は 「壁 塗 り代 換(spray

paint hypallage)」 とい う呼 び 名 が 与 え られ て い る よ うで(た とえ ば 奥津1981参 照)、

「弾 当 て 代 換 」は この 「壁 塗 り代換 」に な ら った 筆 者 の 造 語 で あ る。 本 稿 で も こ う呼 ん

で お き た い 。

 定 延(1989,1990)で も述 べ た こ と だ が、 本稿 で も初 め に い っ て お き た い の は、 弾 当

て 代 換 を認 容 しな い話 者 も存 在す る とい う こ とで あ る。 ゴル フ ァー が ク ラ ブ で ボ ー

ル を 叩 く上 の(1)(2)例 で い う と、(1a)や(2a)に よ る表 現 は 可 能 だ が 、(1b)や(2b)に

よ る表 現 は 不 自 然 だ と判 断 す る話 者 が、 存 在 す る わ け で あ る。 こ れ は重 大 な事 実 で

あ り＼ 弾 当 て 代 換 を認 容 す る話 者 が存 在 す る こ と と 同 じ程 度 に、 尊 重 す べ き も の だ

ろ う。 さ ら に、 弾 当 て代 換 を認 容 す る 話 者 に とつ て も、(1b)(2b)タ イ プ の 表 現 は、

いっ で も無 制 限 に 許 容 さ れ る とい う もの では な い。 定 延(1989,1990)で は 以 上 の 事 実

を ふ まえ、(6・)の 解 明 を 試 み た。

(6)3. 弾 当 て 代 換 を認 容 す る話 者 に とっ て、(1b)(2b)タ イ プ の 表 現 は、 どの よ うな

  場 合 に 自 然 な の か?

b. 弾 当 て 代 換 を認 容 す る話 者 と、 弾 当 て代 換 を 認 容 しな い話 者 と の 共 存 は、 ど

 の よ う に 説 明 され 得 る か?

 (6a)の 問 題 に 対 して 定 延(1989,1990)で は、(1b)(2b)タ イ プ の 表 現 の 自 然 さ に 関 わ

る幾 つ か の 要 素 を 提 出 した。 そ して(1b)(2b)タ イ プ の 表 現 の 自然 さ に、 そ れ らの 要

素 が な ぜ、 どの よ う に 関 わ る の か を説 明 した。 そ して そ の 説 明 の 中 で、(6b)の 問 題

も 同 時 に処 理 さ れ た。 定 延(1989,1990)で 提 出 し た要 素 を 一 部 修 正 の 上、(7)に 挙 げ

る。

(7)a. [表 現 者 の 注 意 】

b. [ホ ス ト 性][影 響 性]
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c。 [事 態 の 成 立 過 程][事 態 の 成 立 結 果]3)

d. 文 の[対 称 性1の

し か し 定 延(1989,1990)で は 、(7d)っ ま り 文 の[対 称 性]に 関 し て は 概 略 の み を 述 べ

る に と ど ま っ た。 残 念 な が ら、 対 称 性 に 関 す る研 究 は、 こ れ ま で に あ ま り進 ん で い

な い。 基 礎 的 な 作 業 の い く ら か は、 た と えば 仁 田(1974,1980)な どで な さ れ て き た が 、

記 述 領 域 は 限 定 さ れ て い る と い わ ざ る を 得 な い。 対 称 性 に 関 す る 理 解 を深 め、 記 述

領 域 を 拡 張 した 上 で な け れ ば、(7d)を 詳 しく述 べ る こ と は で きな い が、 そ れ は定 延

(1989,1990)で は紙 数 の 関 係 上、 不 可能 で あ っ た。

 本 稿 の 中 心 課 題 は、 対 称 性 に 関 す る考 察 を 発 展 さ せ、 こ れ まで う ま く扱 え な か っ

た様 々 な現 象(弾 当 て 代 換 も そ の1つ で あ る)を 、 新 し く構 築 され た 枠 組 み の下 に正

し く位 置づ け る こ とで あ る。 特 に 後 半 の 課 題 につ い て は、 弾 当 て 代 換 を 中 心 と した

い。 そ の前 提 と して ― こ れ も紙 数 の 関 係 上 、 定 延(1989,1990)で は果 た せ な か っ た

こ と だ が ― 弾 当 て代 換 を 認 容 しな い読 者 の ため に、(1b)(2b)タ イ プの 表 現 が 用 い

られ て い る 様 々 な 実 例 を 紹 介 し、 「弾 当 て 代換 を認 容 す る話 者 が 存 在 す る 」こ と に関

して 理 解 を 得 て お き た い。

 筆 者 は今 後 、 定 延(近 刊b)な ど に お い て、[2文 間 の 同 義 性]と[名 詞 句 が 担 う、 い

わ ゆ る 深層 格 】の 問 題 に 立 ち 入 る予 定 だ が、 本 稿 で 構 築 し よ う とす る 対 称 性 の 枠 組 み

は、 こ う し た今 後 の 考 察 に とっ て、 基 盤 とな る も の で あ る。

 本 稿 の 中 心 課 題 の 説 明 は 以 上 で 終 わ る が、 この 先 を読 も う か、 そ れ と もや め よ う

か と迷 っ て い る読 者 の た め に2つ 、 ご く簡 単 な が ら ア ピー ル を行 っ て お き た い。 ま

ず 次 の1.1で は、 弾 当 て 代 換 の 面 白 さ を ア ピー ル して お き た い。 こ れ は 「な ぜ 弾 当 て

代 換 が 取 り 立 て て 考 察 す る に 値 す るの か 」とい う 問 い に対 す る答 で あ る。 次 に1。2で

は、 弾 当て 代 換 以 外 に も、 従 来 注 目さ れ て い な か っ た様 々 な 現 象 が、 本 稿 で扱 わ れ

る こ と を、 で き る だ け具 体 的 な例 文 を挙 げ て ア ピ ー ル して お き た い。

1.1.な ぜ 弾 当 て 代 換 か?

 自 然 言 語 が 表 す 意 味 は、 しば しば(8)の よ う に、2つ の レベ ル に分 け られ る。

(8)a. 表 現 さ れ る事 態 が 有 す る客 観 的 事 情 の レベ ル

 b. 表現 さ れ る事 態(や 事 態 構 成 物)に 対 す る表 現 者 の 態 度 とい う レベ ル

(8a)は い わ ゆ る 「論 理 的 意 味 」「知 的 意 味 」「真 偽 値 」な ど が 関 わ る レ ベ ル で あ り 、 事
 ら

態 を 構 成 す る骨 組 み の レベ ル と い っ て よい。 対 して(8b)は 、 状 況 ご と、 表 現 者 ご と

に異 な り得 る も の で、(8a)よ りも つ と「柔 らか い 」意 味 と考 え られ て き た も の で あ る。

 こ れ ま で、2文 間 の 同 義 関 係 を、 名 詞 句 が担 う 深 層 格(及 び そ れ に類 す る も の)で

捉 え よ う と す る場 合 に は、(9)に ま とめ られ る よ う な 考 え 方 が 支 配 的 で あ っ た5)。

(9)a. (8b)に は注 目せ ず 、(8a)だ け に注 目す れ ば よ い。
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b.深 層 格 は、(8a)の レベ ル に属 す る も の で あ り、(8b)と は 無 縁 で あ る。

c.特 に移 動 事 態 の 場 合、[或 る事 態 構 成 物 が そ の事 態 に お い て 移 動 す るの か 静

止 して い る の か]と い う違 い は、 主 観 的 な(8b)の レベ ル 上 の 違 い で は な く、 客

観 的 な(8a)の レベ ル 上 の違 いで あ る。 従 つ て そ の事 態 構 成 物 を 表 す 名 詞 句 は、

移 動 か 静 止 か に よ っ て 、 異 な る深 層 格 を担 う。

d. 移 動 事 態 に お い て は、Objective6)を 担 う の は、 移 動 して い る事 態 構 成 物 を

 指 示 す る名 詞 句 で あ り、 これ は単 文 中、 ガ 格 や ヲ格 で 表 示 さ れ る。Goa1や

 Sourceを 担 う の は 、 静 止 して い る事 態構 成 物 を 指 示 す る 名 詞 句 で あ り、 こ れ は

 単 文 中、 二 格 や カ ラ 格 で表 示 さ れ る。

 今 「(1)～(4)の ク ラ ブ ・ボ ー ル ・わ な ・兎 がObjective・Goal・Sourceの い ず れ か を 担 う 」

と い う 前 提 に 立 て ぱ 、 弾 当 て 代 換 は(9)を 根 底 か ら 揺 さ ぶ る 現 象 に な る 。 こ れ を 便 宜

上 、(9d)か ら 説 明 す る 。

 (1)～(4)に つ い て 上 で 見 た よ う に、 少 な く とも 相 当数 の話 者 に と つて、 移 動 す る

事 態 構 成 物 を指 示 す る名 詞 句 は単 文 中、 二格 や カ ラ格 で 表 示 可 能 で あ り、 静 止 す る

事 態 構 成 物 を指 示 す る名 詞 句 は単 文 中、 ガ格 や ヲ格 で 表 示 可 能 で あ つ た。 従 っ て、

(9d)は 反 例 を持 っ こ とに な り、 修 正 の 必 要 が 生 じ る。 素 直 に 考 え ら れ る修 正 の 方 向

と して は、(10a)(10b)と い う2つ の 方 向 が あ る。

(10)a. 事 態 構 成 物 と深 層 格 との 対応 は(6d)の ま ま温 存 す る 代 わ り に、 深 層 格 と格

形 との 対 応 を犠 牲 に す る と い う方 向。 っ ま り「移 動 事 態 に お い てObjectiveを

担 う の は、 移 動 して い る事 態 構 成 物 を指 示 す る名 詞 句 で あ り、 こ れ は 単 文 中、

ガ格 や ヲ格 で 表 示 可 能 だ が、 相 当数 の 話 者 に とっ て は 二 格 や カ ラ格 で も表 示

可能 で あ る。 逆 にGoa1やSourceを 担 う の は、 静 止 して い る 事 態 構 成 物 を指 示

す る名 詞 句 で あ り、 これ は 単 文 中、 二 格 や カ ラ格 で 表 示 可 能 だが、 相 当 数 の

話 者 に と っ て は ガ 格 や ヲ格 で も表 示 可 能 で あ る 」とす る 方 向 。

b. 事 態 構 成 物 と深 層 格 との 対応 を犠 牲 にす る代 わ りに、 深 層 格 と格 形 と の 対

 応 を(10d)の ま ま温 存 す る と い う 方 向。 つ ま り「移 動 事 態 に お い てObjectiveを

 担 う名 詞 句 は単 文 中、 ガ 格 や ヲ格 で表 示 さ れ る が こ の 名 詞 句 の 指 示 物 は、 相

 当数 の 話 者 に とっ て は、 移 動 して い る事 態 構 成 物 で も、 静 止 して い る事 態 構

 成 物 で も よ い。 逆 にGoalやSourceを 担 う名 詞 句 は 単 文 中、 二 格 や カ ラ格 で 表

 示 さ れ る が こ の 名 詞 句 の 指 示物 は、 相 当数 の 話 者 に とっ て は、 移 動 して い る

 事 態 構 成 物 で も、 静 止 して い る 事 態 構 成 物 で も よ い 」と す る 方 向。

 し か し、(10a)(10b)は 共 にad hocの 感 を ぬ ぐ え ず 、 そ れ を 別 と し て も 、 た と え ば

(11b)(12b)が 全 て の 話 者 に と り 不 適 格 で あ る こ と が 説 明 で き な い 。 こ の 点 で(10a)

(10b)は 、(9d)よ り 劣 る と い わ ざ る を 得 な い 。

―4―



(11)a. 一 郎 が 家 に 着 く。       (12)a. 一郎 を家 か ら 出 す 。

  b.*家 が 一 郎 に 着 く。          b.*家 を 一 郎 か ら 出 す 。

 結 局、(10)の 方 向 を 貫 こ う とす れ ば、(6)に 対 す る 記 述 及 び 説 明 が せ ひ と も必 要 に

な る わ け だ が、(6)を 追 求 した定 延(1989,1990)に よ れ ば、 上 述(7a)の[表 現 者 の 注 意]

が重 要 な カ ギ と な る。

(6)a. 弾 当 て 代 換 を認 容 す る話 者 に と っ て、(1b)(2b)タ イ プ の 表 現 は、 どの よ う な

  場 合 に 自 然 か?

b。 弾 当 て 代 換 を認 容 す る話 者 と、 弾 当て 代 換 を 認 容 しな い話 者 との 共 存 は、 ど

 の よ う に説 明 さ れ得 る か?

 た とえ ば1静 止 し て い る ボ ー ル に向 か っ て ク ラ ブ が 動 き、 両 者 が 衝 突 す る]と い う

事 態 の 表現 と して(1b)ボ ー ル が ク ラ ブ に 当 た る が 自 然 な 時、 表現 者 は ク ラ ブ よ り も

ボ ー ル に注 意 して い な け れ ば な らな い。 従 っ て(10b)の 方 向 で は、 深 層 格 の 認 定 に

[表 現 者 の 注 意 】が 関 与 す る こ とに な り、(9d)と 同 時 に(9a)(9b)(9c)を 全 て 修 正 す る

必 要 が 生 じ る。

 以 上 の よ う に 弾 当 て 代 換 は、(9)の 全 て に重 大 な 影 響 を 与 え か ね な い。 の み な らず

弾 当 て 代換 は(13)の よ う な、 よ り根 元 的 な問 い を 提 起 す る現 象 で も あ る。

(13)a。(8a)の 『客 観 的 事 情 の レベ ル 」と い うの は、 どの 程 度 の 客 観 性 を 射 程 に お さ

   め るの か?

 b。 そ もそ も 言 語 学 上 有 意 な移 動/静 止 と は、 ど の よ う な概 念 か?

た とえ ば 我 々 は、 隣 の ホ ー ム に停 止 して い た列 車 の 出 発 を 車 窓 か ら 目 撃 す る こ と

で、 静 止 して い る は ず の こち らの 列 車 が 移 動 し始 め る か の ご と く感 じる こ とが あ る。

言 語 学 上有 意 な 移 動/静 止 とい う概 念 は、 この よ うな 認 知 的 な要 素 を 全 て取 り込 む べ

き な の か、 そ れ と も 一 切 排 除 す べ き な の か? そ の どち らで もな い とす れ ば、 ど こ

まで を 取 り込 み 、 ど こ か ら を排 除 す べ き な の か?

 (9)(13)に 対 す る 解 答 を、 本 稿 で 詳 し く述 べ る こ と は で き な い が7)、 本 稿 の2章 以

下 で は、 そ の た め の 重 要 な 基 礎 的作 業 が 展 開 され る こ と に な る。

1。2。 弾 当て 代 換 以 外 に 本 稿 で 扱 わ れ る現象

 本 稿 で は 上 述 の とお り、 文 聞 の 同 義性 ・格 助 詞 の機 能 ・深 層 格 な ど を、 文 の 対 称 性

と い う観 点 か ら考 察 す る。 具 体 的 に い う と2章 以 下 の議 論 は、(14)に 記 した 問 題 を

軸 と して展 開 さ れ る。

(14) 2個 の 名 詞 句X・Yが 適 格 文Aに 共 起 して お り、XとYと を 相 互 に 交 換 す る と

文Bを 得 る と す る。 こ の 時 ―

a. Bの 適 格 性 が 高 い の は、Aが ど の よ うな 文 の 場 合 か?

b.適 格 文Aと 適 格 文Bの 同 義 性 が 高 い のは、Aが どの よ う な 文 の 場 合 か?
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 以 下 で は 、(14)を 軸 に して様 々 な 現 象 が扱 わ れ る こ と に な る。 弾 当 て 代 換 も そ の

1っ だ が、 弾 当 て 代 換 以 外 に も、 筆 者 の 知 る 限 り十 分 な指 摘 ・考 察 が な さ れ て い な か

っ た現 象 が 指 摘 ・考 察 さ れ る。 そ れ らを(15)(16)に 記 す。

(15)述 部 が[動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る]型 の 文 に つ い て

a. 「一 郎 と花 子 が1本 の木 に もた れ合 っ た 」と い う場 合 、 木 を は さ ん で両 側 か

 ら も た れ る とい う情 景 が 通 常 思 い浮 か び や す い。 た と えそ の 木 が 大 木 で あ っ

 た と して も、 並 ん で もた れ た とは考 え 難 い。 これ は な ぜ か?

b. 「一 郎 と花 子 が1本 の蝋 燭 の 火 を吹 き 消 し合 っ た 」と い う場 合、 火 は結 局 消

 え な か っ た とい う可 能 性 も考 え られ る。 こ れ は な ぜ か?

c. 生 産 的 使 役(た と え ば ま わ らせ る)に は金立 を付 け て ―ま わ らせ 合 う とで き る

 の に、 対 応 す る語 彙 的 使 役(ま わす)に は 合-うLを付 け て 蟄 とで き な い、

 とい う 文 脈 が あ る。 こ れ は ど うい う文 脈 か? そ れ は なぜ か?

(16)格 助 詞 トの 機 能 につ い て

  a. 「XがYと ～ す る 」な ら常 に 「YがXと ～ す る 」か と い う と、 そ う と は限 らな

い。 「猫 が ボ ー ル と じゃれ る 」は 適 格 だ が 「ボ ー ル が 猫 と じゃ れ る 」は 不 適 格 で

あ る。 「彼 女 が 女 だ て らに彼 と争 う」は 適 格 だ が 「彼 が 女 だ て ら に彼 女 と争 う 」

は 不 適 格 で あ る。 こ れ らの 文 は、 対称 性 を考 え る 上 で どの よ うな 位 置 づ け が

妥 当 か?

b。 さ ら に、 「野 菜 を 白味 噌 と和 え る 」は 適 格 だ が 「白味 噌 を野 菜 と和 え る」は 不

 適 格 、 と 判 断 す る 話 者 が一 部 確 認 で き る。 この 判 断 は ど こか ら来 る も の か?

c. 「一 郎 が 彼 女 と再 婚 す る」とい う場 合、 結 婚 を少 な く と も1度 経 験 して い な

 けれ ば な ら な い の は 一 郎 で あ っ て 花子 で は な い。 と こ ろ が 「一 郎 が 花 子 と死 に

 別 れ る 」と い う場 合 、 結 果 と して 死 ぬ の は 一 郎 で は な く、 花子 で あ る。 こ の よ

 う な2文 は、 対 称 性 を 考 え る上 で どの よ う に 位 置 づ け られ る の か? また、

 この2文 の 違 い は 何 を 表 して い る のか?

1.3.[対 称 性]の 定 義

議 論 に移 る前 に、 本 稿 で用 いる 「対 称 性 」と い う 概 念 に つ い て、 説 明 して お き た い。

本 稿 で い う対 称 性 は、 従 来 考 え ら れ て い る対 称 性(あ る い は対 称 関 係)と は、 内 容

が 異 な る。 従 来 の 「対 称 性(あ るい は 対 称 関係)」の 内 容 を、(17)に 引 用 す る。

(17)a. … … 対 称 関係 は、2要 素 が そ の順 序 にか か わ りな く常 に真 で あ る様 な 関 係

で あ る。[中 略]例 え ば 「太 郎 は 花 子 と結 婚 して い る 」と い う こ とは、 「花 子 は 太

郎 と結 婚 して い る 」と同 じで あ る。 [奥 津1967:2]

b. 〈対 称 性 〉とは、 次 の よ うな 現 象 を指 して 言 う。 動 詞 が、 二 つ 以 上 の 〈格 〉を

 自 らの 格 支 配 と して 取 る時、 そ の 二つ の く格 〉を 占 め る 名 詞 句 を相 互 に交 換 し
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て も、 交 換 以 前 の 文 が 有 す る 〈論 理 的 意 味 〉と交 換 以 後 の 文 が 有 す る 〈論 理 的 意

味 〉に 変 化 が 生 じな い。 この よ う な 時、 そ の 動 詞 は、 当 の 二 つ の 〈格 〉に 対 して、

〈対称 性 〉を 有 して い る と言 え る。 【仁 田1980:202]

c.二 っ の 名 詞 が そ の 格 助 詞 を 相 互 に 交 換 し て も 、 文 の 論 理 的 意 味 関 係 を 変 え

 な い よ う な 関 係 を 「対 称 関 係 」(symmetrical relation)と 呼 ぼ う 。 [武 市1979

 :98】

d.関 係 す る2者 の どち ら側 か ら見 て も 同 じ事 態 が 成 立 す る と い う性 質 を 「対 称

 性 」と 呼 ぶ。 例 え ば、 「鈴 木 さ ん が 高 津 さ ん と協 議 した 」と い う表 現 は、 「高 津

 さ ん が 鈴 木 さん と協 議 した 」と言 い 換 え て も 同 じ事 態 を 表 す の で、 対 称 性 を 持

 っ て い る。 [益 岡 ・田 窪1989:78一9}

 こ れ ら の 考 え に 対 し て 、 本 稿 以 下 で 用 い る 「対 称 性 」の 定 義 を(18a)に 、 そ の 特 色 を

(18b)～(18g)に 記 す 。(18b)以 下 で は 、(18a)の 意 味 で の 「対 称 性 」を 、 特 に 「[対 称 性]」

と 記 す 。

(18)a。 2個 の も の を 、 「事 態 の 中 で 等 位 置 を 占 め る 均 質 な も の 」と し て 、 文(ま た は

文 の 一 部)が と ら え よ う とす る 力 の 度 合 を、 そ の2個 の も の(事 態 構 成 物 と呼

ぶ)に 対 す る、 文(ま た は 文 の 一 部)の 対 称 性 とす る。 原 則 と して、 或 る2個 の

事態 構 成 物 に対 して 文 の[対 称 性]が 高 い ほ ど、 そ の2個 の 事 態 構 成 物 を指 示

す る2名 詞 句 の 相 互 交 換 は、 文 の 適 格 性 や 意 味 を保 存 しや す い。 原 則 と して 、

或 る2個 の 事 態 構 成 物 に 対 して 文 の[対 称 性1が 低 い ほ ど、 そ の2個 の 事 態 構

成 物 を 指 示 す る2名 詞 句 の 相 互 交 換 は、 文 の適 格 牲 や 意 味 を保 存 し難 い。

なお 、 こ こで い う「文 の 一 部 』とは、 述 語 ・述 語 句8)・ 述 部8)・ 名 詞 句 に加 え て、

文 型 を も指 す も の と す る。 述 語 句 ・述 部 の定 義 は(注8)を 参 照 。

 ま た、 不 適 格 文 に お け る或 る2名 詞 句 の 相 互 交 換 が 、 や は り不 適 格 文 を生

む(つ ま り文 の 適 格 性(の 低 さ)を 保 存 す る)と して も、 そ の2名 詞 句 の指 示 物

に対 す る 文 の[対 称 性 】が 高 い とい うわ け で は な い。 こ の 場 合 、 そ の2名 詞 句

の指 示 物 に対 す る文 の[対 称 性]は 、 問 え な い もの とす る。

b、 [対 称 性]は 、 動 詞 述 語 以 外 の 述 語 にっ い て も想 定 さ れ 得 る。

c。 [対 称 性 】は、 述 語 にっ い て だ け想 定 さ れ得 る もの で は な く、 述 語 句 ・述 部 ・

 名 詞 句 ・文 型 ・文 につ い て も想 定 さ れ得 る。

d. [対 称 性 】は、 必 須 格 名 詞 句 の 指 示 物 ど う し に対 して だ け 想 定 さ れ る も の で

は な く、 任 意 格 名 詞 句 の 指 示 物 ど う しに対 して も、 ま た 必 須 格 名 詞 句 の 指 示

物 と任 意 格 名 詞 句 の 指 示 物 に 対 して も、 想 定 され 得 る。

e. [対 称 性]は 、 あ る か な い か と い う2項 的 な 把 握 よ りは む し ろ、 高 か ら低 ま

 で の 連 続 的 な 把 握 に な じむ。

f.文 の 【対 称 性]は(a)の とお り、[文 中 の2名 詞 句 の相 互 交 換 が 適 格 性 や 意 味
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を保 存 す る]と い う現 象 の成 否 と関 わ るが、 こ の 現 象 の 成 否 自体 を 表 す も の で

は な く、 あ く ま で 文 が 持 っ 、 抽 象 的 な 力 の 度 合 を 指 す 。

g. 文 の[対 称 性]の 高 低 は、 文 型 の[対 称 性]の 高 低 ・述 部 の[対 称 性]の 高 低 ・名

 詞 句 の[対 称 性]の 高 低 の3つ に 影 響 さ れ る。

 対 称 性 に 関 す る従 来 の 研 究 は、 弾 当 て代 換 を取 り込 ん で い な い。 その た め た とえ

ば、 「XがYと ぶ っ か る 」は 双 方 に 動 き が 感 じ られ る が 「XがYに ぶ っ か る 」はX費(=X

の 指 示 物)に しか 動 きが 感 じら れな い、 な どと い っ た ナ イ ー ブ な 記 述 で 済 ませ る こ と

が で き た。 しか し、 弾 当て 代 換 を 認 容 す る話 者 が 存 在 す る 以 上 、 「XがYに ぶ っ か る 」

に お い てX'が 動 か ず、Y'(=Yの 指 示 物)の み が動 く とい う 可 能 性 も認 め な い わ け に

は い か な い。 しか しそ の 一 方 で、 「XがYと ぶ っ か る 」と 「XがYに ぶ っ か る 」に は、

や は り微 弱 な が ら対 称 性 に 関 して 何 らか の違 いが 感 じら れ る こ と も事 実 で あ る。 こ

の 違 い は、 「ぶ っ か る 」を 「キ スす る 」に 変 更 す れ ば、 非 常 に は っ き り して く る。 以 上

の 諸 事 情 を考 慮 して、 本 稿 で は(18g)の よ うに、 文 型 の[対 称 性]・ 述 部 の[対 称 性]・ 名

詞 句 の[対 称 性]と い う 多様 な[対 称 性]を 認 め、 そ れ らの 総 和 と して 文 の[対 称 性]を

認 め る 立 場 を と る。 こ の立 場 か ら、(14)の 問 題 を軸 と して 記 述 を 進 め、 文 の[対 称 性]

と文 形 式 との 対 応 づ け を は か る。

(14) 2個 の 名 詞 句X・Yが 適格 文Aに 共 起 して お り、XとYと を 相 互 に交 換 す る と

文Bを 得 る とす る。 こ の 時 一

a. Bの 適 格 性 が 高 い の は、Aが ど の よ うな 文 の 場 合 か?

b. 適 格 文Aと 適 格 文Bの 同 義性 が 高 い の は、Aが どの よ う な 文 の 場 合 か?

 次 の2章 で は3章 ・4章 の 前 提 と して、2個 の 事 態 構 成 物 が 事 態 の 中 で 占 め得 る

「等 位 置 」を、 文 型 との 対 応 を 中心 に観 察 す る。3章 と4章 で は、 文 型 の 違 い が 文 の

[対 称 性]に 及 ぼ す 影 響 を 中 心 に考 察 を 進 め る。4章 で は 弾 当 て 代 換 を成 立 さ せ る文

の 位 置 づ け を も 扱 う。 各 章 の結 論 は、 最 後 の5章 で 簡 単 に ま とめ 直 さ れ る。 な お、

以 下 の 章 で も上 と 同様 、X'はXの 指 示 物 、 Y'はYの 指 示 物 を 表 す とす る。

2.X㌧Y'が 事 態 の 中 で 占め 得 る「等 位 置 」の 観 察

 [対 称 性]の 定 義 は(18a)中 に記 した とお りで あ る が、 改 め て(19)に 述 べ 直す 。

(19) 2個 の 事 態 構 成 物 を、 「事 態 の 中 で 等 位 置 を 占 め る 均 質 な も の 」と して、 文(ま

た は 文 の 一 部)が と らえ よ う とす る 力 の 度 合 を、 そ の2個 の 事 態 構 成 物 に 対 す る、

文(ま た は 文 の 一 部)の[対 称 性]と す る。

 (19)に は 「等 位 置 」とい う語 が あ るが、 ひ と くち に 「等 位 置 」と い っ て も、 実 に さ ま

ざ ま な も の が 考 え られ る。 本 章 で は3章 ・4章 の 前 提 と して、 こ の 厂等 位 置 」を観 察 す

る。 具 体 的 に い う と、(20)～(27)の8文 型 に属 す る文 に よ っ て、X'・Y'の ど の よ う

な 「等 位 置 」が 表 現 さ れ 得 る か を観 察 す る。[文 が どの よ う な 「等 位 置 」を 表現 し得 るか]
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は、 述 部 の 形 式 ・意 味 も さ る こ とな が ら、

く影 響 され る。

(20)a.

  b.

(22)a.

  b.

(24)a。

  b。

(26)a.

b.

[X

[Y

X

Y

X

Y

X

Y

(20)～(27)中 、

トY(ト)]

トX(ト)]

ガY ト

ガX ト

ガYニ

ガXニ

ガYカ ラ

ガXカ ラ

[

ガ

ガ

P。

P。

P。

P。

P。

P。

P。

P。

[そ の 文 が どの よ う な 文 型 に属 す か]に 大 き

(21)a.

  b.

(23)a.

  b.

(25)a。

  b。

(27)a.

b。

[X ト Y(ト)1

[Y ト X(ト)]

X ヲ Y ト

Y ヲ X ト

X ヲ Y二

Y ヲ X 二

X ヲ Y カ ラ

Y ヲ X カ ラ

ヲ

ヲ

P。

P。

P。

P。

P。

P。

P。

P。

]印 は 等 位接 続 構 造 を、( )印 は生 起 の 任 意 性 を、 「P」 は 述 部

を 表 す 。(a)(b)の 別 は 、 名 詞 句X・Yの 相 互 交 換 を 表 し た も の に 他 な ら な い 。 以 下 、

[対 称 性!と はX'・Y'に 対 す る も の と す る 。 特 に 動 詞 述 語 文 の 場 合 、 自 動 詞 述 語 文 は

文 型(20)(22)(24×26)の い ず れ か に 、 他 動 詞 述 語 文 は 文 型(21)(23)(25)(2?)の い ず

れ か に 属 す る も の と す る 。

 便 宜 上 、(20)(21)に 属 す る 文 を 『等 位 文 」9)、(22)(23)に 属 す る 文 を 「ト 文 」、(24)

(a5)に 属 す る 文 を 厂二 文 」、(26>(27)に 属 す る 文 を 「カ ラ 文 」と 呼 ぶ 。 等 位 文 と 、 語 順

を 変 更 さ れ た ト 文 と の 紛 ら わ し さ を 考 慮 して 、 例 文 中 必 要 と 思 え る 箇 所 で は 、 等 位

援 続 構 造 に[ 】印 を 施 す 。

 [文 が どの 文 型 に属 す か]は 、[そ の 文 中 の どの 名 詞 句 がX・ ―Yで あ るか]次 第 と い う

こ と が あ る。 た とえ ば文A1「 彼 が彼 女 と銀 行 に出 発 す る 」は、 X・Yが 彼 ・彼玄 な ら文

型(22)に 属 す る ト文 だ が、 彼 ・銀L―行 な ら文 型(24)に 属 す る 二 文 で あ る。 同様 に 文A2

「彼 が 彼 女 と銀 行 か ら出 発 す る 』も、 ト文 に も カ ラ文 に も な り得 る。 た だ、 文Aユ が 二

文 と な る よ うX・Yが 定 ま つ て い る時、 文A2は カ ラ 文 で あ る。 且 っ 文Aユ とA2は 、

属 す る 文 型 以 外 に 形 式 上 の 違 いを 持 つ て お らず、 述 部 ・名 詞 句 ・(特に動 詞 述 語 文 の 場

合)文 の 自他 が 全 て 一致 す る。 この こ とを 「文Aユ とA2は 対 応 す る 」「文A、 と対 応 す る

カ ラ 文 は文A2で あ る」「文A2と 対 応 す る 二文 は文Aユ で あ る 」な ど と い う こ とに す る。

 3章 ・4章 で は、 対応 す る 等 位 文 ・ト文 ・二 文 ・カ ラ 文 に つ い て、 文 の[対 称 性]を 比

較 し、―文 型 の 違 い が 文 の[対 称 性 】に 及 ぼ す 影 響 を 中心 に 考 察 を 進 め る。 そ の 際、 た

と え ば 等 位 文 と ト文 を比 較 す る際 に は、 等 位 文 だ け に可 能 で、 ト文 に は 不 可 能 な 事

態 表 現 は、 あ ら か じめ 除 外 した上 で比 較 にの ぞ む こ とが 望 ま しい だ ろ う。 本 章 の 中

心 的 意 義 は こ こ に あ る。 以 上 で前 置 き を 終 え る。

 事 態 の 中 でX'・Y'が 占 め 得 る 「等 位 置 」を 、 本 章 で はX'とY'の 緊 密 性 の 高 低 を 基

準 と し て 、7パ タ ー ン に 分 類 す る 。7パ タ ー ン の 「等 位 置 」は 、 次 ペ ー ジ の 図1で は

(ア)～(キ)と し て 示 さ れ て い る 。
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 X'とY'の 緊 密 性 は、(ア)の 場 合 に 最 も高 く、(キ)の 場 合 に 最 も低 い。 図1中 の 設

問(た と え ば 「X'とY'は 同 一 の事 態 に属 す か?」)は 、X'とY'の 緊 密 性 の 高 低 を 左 右

す るパ ラ メ ー タ で あ る。 設 問 に対 す る答 がYESの 場 合 は左 へ 進 み、 NOの 場 合 は右 へ 進

む も の とす る。 但 し、 具 体 的 な事 態 に お ける 「等 位 置 」が、(ア)～(キ)の どの パ ター ン

に属 す か は、 表 現 者 の 認 知 に関 わ る と こ ろで あ っ て、 見 方次 第 で 複 数 の パ ター ン に

属 し得 る と い う、 潜 在 的 な あ い ま い さ を 備 え た 事 態 が 多 くあ る こ と は認 め てお き た

い。

(YESは 左 へ 、 NOは 右 へ 進 む)

X'とY'は 同 一 の 事 態 に 属 す か?

X'とY'は 事 態

(ア)

事 態 は

(

緊 密性高                            緊密性低

  図1:X'とY'の 緊密性の高低 を基準 と した、 「等位 置 」の7パ ター ン

 以 下、(ア)～(キ)を 順 に観 察 す るが、 観 察 の 主 な 結 果 を あ らか じめ、 ご く簡 単 な形

で(28)に ま とめ て お く。

(28)a. [文 が どの よ う な 「等 位 置 」の パ ター ン を表 現 し得 る か]に は、[そ の 文 が どの

文 型 に 属 す か]や[そ の 文 の 述 部 が どの よ う な もの か 】な どが 影 響 す る。
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b. 文 型 の 影 響 に っ い て い う と 、 ト 文 は(ア)(キ)を 表 現 し 得 ず 、 二 文 ・カ ラ 文 は

(イ)し か 表 現 し得 な い10)。X・Yの 等 位 接 続 構 造 の 末 尾 に トが 生 起 しな い 等 位

文 は、(ア)～(キ)を 全 て 表 現 し得 るが、 等 位 接 続 構 造 の 末尾 に トが 生 起 す る等

位 文 は、(ア)だ け は 表 現 し得 な い。

c.述 部 の 影 響 に つ い て い う と、 述 部 が 独腿 の よ う な、[事 態 内 に行 い 手 が

 た だ1人 だ け1と 明 示 さ れ て い る も の、 麹 の よ う な、 生 理 的 な動 作 を

 表 して い る も の、 困弖 の よ うな、 外 界 に現 れ な い心 的 動 作 を 表 して い る も の

 の場 合 は、(キ)し か 表 現 し得 な い。

d。 さ ら に 述 部 の 影 響 にっ い て い う と、 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る 】型

 の文 ユ1)が 表 現 し得 る 「等 位 置 」の パ ター ンは、(ウ)(エ)(オ)に 絞 られ、(カ)は 表 現

 し得 な い と思 わ れ る。(現 代 語 に 関 す る 限 り)こ の 種 の 文 の 中心 的 意 義 は 各 々

 [X'・Y'が 相 互 に影 響 を与 え る こ と][X'・Y'に 相 互 に影 響 を 与 え させ る こ と]

 の表 現 と考 え ら れ、 こ れ さ え 表 現 で き れば(ウ)(エ)の 場 合 、 た とえ ば 「一 郎 と 花

 子 が 一 本 の 蝋 燭 の 火 を 吹 き 消 し合 った が火 は 結 局 消 え な か っ た 」の よ う に、

 「X'もY'も 「動 詞 」が 表 す 動 作 の 実現 に 未 だ 成 功 し て い な い 」とい う解 釈 も成

 り立 ち 得 る。

e. (ア)～(キ)の 分 類 に、 定 延(1990,1991)で 述 べ た 「テ ー ゼ 」とい う考 え を 導 入 す

 れ ば、 或 る事 態 の 表 現 と して[生 産 的使 役 動 詞 連 用 形+合 う 】型 述 語(た と え ば

 まわ らせ 合 う)が 用 い られ な い こ とが説 明 で き る。

2。1。(ア)の 「等 位 置 」

 (ア)の イ メ ー ジ は、 下 の 図2に 示 さ れ る。 図2中 の 謹 で 囲 ま れ た 領 域 は 一 っ の 事

態 を 表 す。X'とY7は 事 態 を通 して 常 に 一体 であ り、 こ れ を 図 中 で は 点 線 で 表 して

あ る。 矢 印(→)は 何 ら か の 動 作 ・状 態 ・性 質 を表 す(以 下 の 図 で も 同様)。 た とえ ば彼

と彼 女 が、1通 の 手 紙 を2人 で合 作 して私 に よこ す と い う場 合、 彼 と彼 女 は 事 態 の

中 で、(ア)の 「等 位 置 」を 占 め る。

図2:(ア)の イ メ ー ジ
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 (ア)の 「等 位 置 」は、 等 位 接 続構 造 の 末 尾 に トが 生 起 しな い 等 位 文 で は 表 現 し得 る が、

ト文 ・二 文 ・カ ラ 文 ・等 位 接 続 構造 の 末 尾 に トが 生 起 す る等 位 文 で は 表 現 し得 な い 。 こ

れ は 等 位 接 続 構 造 末 尾 に トが 生起 しな い 等 位 文(29)で は 表 現 し得 る が、 末 尾 に トが

生 起 す る等 位 文(30)・ ト文(31)・ 二 文(32)・ カ ラ文(33)で は 表 現 し得 な い。

(29)a.[彼 と 彼 女]が 手 紙 を よ こ す 。

  b.[彼 女 と 彼]が 手 紙 を よ こ す 。

(31)a.彼 が 彼 女 と 手 紙 を よ こ す 。

  b.彼 女 が 彼 と手 紙 を よ こす。

(33)a.彼 が 彼 女 か ら手 紙 を よ こす。

  b.彼 女 が 彼 か ら手 紙 を よ こす。

 (29)と(30)の 違 い は2.8で 考 察 す る 。

知 的 な も の で あ っ て 、          外 面 的 な状 況 と は必 ず しも一 致 しな い。

と延 男 が シ ャ ム 双 生 児(従 っ て外 面 的 に 一 体)と して も、

「等 位 置 」は(ア)で は な く、 後 述(カ)の パ ター ン にあ た る。

(30)a.[彼 と 彼 女 と]が 手 紙 を よ こ す 。

  b.[彼 女 と彼 と]が 手 紙 を よ こす 。

(32)a. 彼 が 彼 女 に 手 紙 を よ こ す。

  b. 彼 女 が 彼 に 手 紙 を よ こす。

(34)a。 定 男 が 延 男 と映 画 を観 る。

  b. 延 男 が 定 男 と映 画 を観 る。

な お 前 述 の と お り、 「等 位 置 」の パ タ ー ン は 認

          た と え ば(34)の 定 男

(34)に お け る 両 者 が 占 め る

2.2.(イ)の 「等 位 置 」

 (イ)の イ メ ー ジ は 図3に 示 さ れ る。X'・Y'は 事 態 を 通 して 常 に 一 体 とい う わ け で

は な い が、 事 態 は 「X'の 部 分 」「Y'の 部 分 」に2分 し難 い 。 た とえ ば 一 郎 と花 子 が 一

組 の 夫 婦 に な る場 合、 一 郎 と花子 は 事 態 の 中 で、(イ)の 「等 位 置 」を 占 め る。

図3:(イ)の イ メ ー ジ

 (イ)の 「等 位 置 」は、 等 位 文 ・ト文 ・二文 ・カ ラ 文 の 全 て が 表 現 し得 る(但 し二 文 と カ ラ

文 の こ の よ う な事 態 表 現 は、 全 て の 話 者 が 認 容 す る わ け で は な い。 例 と考 察 は4章

に ま わ す)。 等 位 文(35)・ ト文(36)は 共 に こ れ を 表 現 し得 る。

(35)a. [一 郎 と花 子(と)]が 結婚 す る。  (36)a. 一 郎 が 花 子 と結 婚 す る。

b. [花 子 と一 郎(と)]が 結婚 す る。    b. 花 子 が 一 郎 と結 婚 す る。
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2.3.(ウ)の 「等 位 置 」

 (ウ)の イ メ ー ジは 下 の 図4に 示 さ れ る。X'が 行 う動 作 はY'やY'の 一 部 ・持 ち 物 に

向 か い、Y'が 行 う動 作 の 対 象 はX'やX'の 一 部 ・持 ち物 に 向 か っ て い る。 述 部 に は

互 い に ・互虹 の ・雌 ・狙 互辺 ・ 詬' 彡+AうAわ せ る な どが 生 起 しや す い。 た

とえ ば 一郎 が 花 子 に甘 え、 花 子 も一 郎 に 甘 え る と い う場 合、 一 郎 と花 子 は 事 態 の 中

で、(ウ)の 「等 位 置 」を 占 め る。

図4:(ウ)の イ メ ー ジ

 (ウ)の 「等 位 置 』は 等 位 文 ・ト文 で は 表 現 し得 るが、 二 文 ・カ ラ 文 で は 表 現 し得 な い。

これ は 等位 文(37)・ ト文(38)で は 表 現 し得 るが 、 二 文 は そ も そ も(39)の よ う に、 適 当

な ト格 名詞 句 を 補 つ て 考 え な け れ ば適 格 性 が低 く、 補 っ た と こ ろ で(ウ)の 「等 位 置 」は

表 現 し得 な い 。

(37)a.[一 郎 と花 子(と)]が 甘 え 合 う。   (38)a. 一 郎 が 花 子 と甘 え合 う。

  b。[花 子 と一 郎(と)】 が 甘 え 合 う。    b。 花 子 が 一 郎 と甘 え合 う。

(39)a. 一 郎 が(次 郎 と)花 子 に甘 え合 う。

  b. 花 子 が(次 郎 と)一 郎 に甘 え合 う。

 ま た た と え ば 一 郎 が 花 子 か ら離 れ、 花 子 も一郎 か ら離 れ る とい う場 合 、 一 郎 と花

子 は 事 態 の 中 で、(ウ)の 「等 位 置 」を 占 め る。 こ れ は 等 位 文(40)・ ト文(41)で は 表 現 し

得 る が、 カ ラ 文 は そ も そ も(42)の よ う に、 適 当な ト格 名 詞 句 を補 っ て 考 え な け れ ば

適 格 性 が低 く、 補 つ た と こ ろ で(ウ)の 「等 位 置 」は 表 現 し得 な い。

(40)a.[一 郎 と花 子(と)1が 離 れ合 う。   (41)a. 一 郎 が 花 子 と離 れ合 う。

  b。[花 子 と一 郎(と)]が 離 れ合 う。    b. 花 子 が 一 郎 と離 れ 合 う。

(42)a.一 郎 が(次 郎 と)花 子 か ら離 れ 合 う。

  b.花 子 が(次 郎 と)一 郎 か ら離 れ 合 う。

 な お 筆 者 の 知 る 限 り、 こ れ まで指 摘 さ れて いな い こ と だ が、(43)(44)の 後 に は、

「し か し両者 と も バ ック を 取 らせ な か っ た 」と続 け る こ と が で き る。 この こ とに つ い

て 若 干 言 及 した い。
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(43)a. レ ス リ ン グ の 試 合 で 、[一 郎 と 次 郎(と)]が バ ッ ク を 取 り 合 っ た 。

  b. レス リ ン グの 試 合 で、R欠 郎 と一 郎(と)]が バ ッ ク を 取 り台 っ た。

(44)a. レス リ ン グ の 試 合 で、 一 郎 が 次 郎 とバ ッ ク を取 り合 っ た。

  b。 レス リ ン グ の 試 合 で、 次 郎 が 一 郎 とバ ッ ク を取 り合 っ た。

 (43)(44)で は、[一 郎 は 次 郎 の バ ック を取 ろ う と し(=次 郎 の体 を 背 後 か らつ か も う

と し)、 次 郎 は 一 郎 の バ ッ ク を取 ろ う と した が、 両 者 とも 成 功 しな か っ た]と い う解

釈 が 許 さ れ る。 こ れ は 等 位 文 や ト文 を 解 釈 す る場 合、X'の 動 作 とY'の 動 作 が 同時

に 実 現 す る 可 能 性 が、 優 先 的 に追 求 さ れ る と い う 事 情 に よ る。 且 っ、[一 郎 が 次 郎 の

バ ッ ク を取 る]こ と と[次 郎 が 一郎 の バ ック を取 る]こ とは、 同 時 に は成 立 しな い と い

う事 情 ・に も よ る。 こ の 解 釈 も(ウ)に 含 め て お く。

2.4.(エ)の 「等 位 置 」

 (エ)の イ メ ー ジ は 図5に 示 され る。 図 中、 撒 で 囲 ん だ も の は、X'やY'で な い、

動 作 の 向 か い先 を 表 す(以 下 の 図 で も 同 様)。X'が 行 う動 作 も、 Y'が 行 う 動 作 も、

そ ち ら に 向 か っ て お り、 お 互 い(の 一 部 ・持 ち物)に 直 接 向 か っ て は い な い。 だ がX'

とY'は 、 動 作 の 向 か い 先 を は さ ん で 対 峙 して お り、X'が 行 う動 作 の 方 向 と、 Y'が

行 う動 作 の 方 向 は、 相 対 立 して い る。X㌦Y'は 、 間 接 的 に影 響 を及 ぼ し合 っ て い る

とい え る。 た とえ ば彼 が 車 を押 し、 彼 女 も その 車 を 反 対 側 か ら押 す とい う場 合 、 彼

と彼 女 は事 態 の 中 で、(エ)の 「等 位 置 」を 占 め る。 述 部 に は さ し向 か い で ・向 か い 合 っ

て ・動 詞 連 用 形+合 うノ合 わ せ るな どが 生 起 しや す い。

図5:(エ)の イ メ ー ジ

 (エ)の 「等 位 置 」は 等 位 文 ・ト文 で は 表 現 し得 る が、 二 文 ・カ ラ 文 で は表 現 し得 な い。

これ は 等位 文(45)・ ト文(46)で は表 現 し得 るが、 二 文 ・カ ラ文 で は 一 般 に 適 格 と は な

らず、(ウ)の 「等 位 置 」は 表 現 し得 な い(例 文省 略)。

(45)a.[彼 と彼 女(と)]が 車 を押 し合 う。 (46)a.彼 が 彼 女 と車 を 押 し合 う。

b.[彼 女 と彼(と)]が 車 を押 し合 う。   b.彼 女 が 彼 と車 を 押 し合 う。
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 (エ)も、(ウ)の 場 合 と同 様 の 事 情 を得 て、X'とY'が 両 方 と も当 該 動 作 の 遂 行 に 成

功 しな い と い う解 釈 を 許 す。(47)(48)は 後 に 「しか し火 は結 局 消 え な か つ た 」と続 け

る こ とが で き る。 この 解 釈 も(工)に 含 め て お く。

(47)a.[一 郎 と次 郎(と)】 が1本 の 蝋 燭 の 火 を 吹 き 消 し合 っ た。

  b.[次 郎 と一 郎(と)]が1本 の蝋 燭 の 火 を 吹 き 消 し合 っ た。

(48)a.一 郎 が 次 郎 と1本 の 蝋燭 の 火 を 吹 き 消 し合 っ た。

  b. 次 郎 が 一 郎 と1本 の 蝋燭 の 火 を 吹 き 消 し合 っ た。

 以 上 の よ う に(ウ)(エ)の 場 合 、 「X'もY'も 「動 詞 」が 表 す 動 作 の 実 現 に未 だ 成 功 して

い な い 」とい う解 釈 が 成 り立 ち得 る。 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る]型 の 文 の 中

心 的 意 義 は(少 な く と も 現 代 語 に 関 す る限 り)、[X㌧Y'が 相 互 に影 響 を 及 ぼ す こ と]

の 表 現 と考 え ら れ、 こ れ さ え 表 現 で き れ ば 上記 の 解 釈 も 差 し支 え な い と思 わ れ る。

2。5。(オ)の 「等 位 置 」

 (オ)の イ メー ジ は 図6に 示 さ れ る。X'とY'の 動 作 は、 間 接 的 に は 互 いの 方 向 に 向

か い、 相 互 に影 響 を 及 ぼ し合 つて い る。 しか し外 面 的 に 見 る 限 り、X'やY'が 行 う

動 作 は、 向 か い 先 を 持 つ 場 合 で も、 そ の 向 か い先 は お互 い で は な い し、 両 者 は 対 峙

して も い な い。 た と え ば パ ンチ カ の 強 さ を誇 る猛 者Aが 、 や は りパ ンチ カ の 強 さ を

誇 る 猛 者Bと 優 劣 を決 す る こ と に な り、Aが 一台 の パ ンチ 力測 定 機 を 殴 つ て、 「チ ャ

ン ピ オ ン級 」を証 明 す る鐘 を鳴 らせ ば、Bも 負 け じ と測 定 機 を殴 っ て 鐘 を 慣 ら し、 再

びAが 鐘 を 鴫 らせ ばBも 鐘 を 鳴 らす、 とい う場 合 、AとBは 事 態 の 中 で、(オ)の 「等

位 置 」を 占め る。

図6:(オ)の イ メ ー ジ

 ま た 図6で は、 動 作 が 外 面 的 な 向 か い 先 を持 っ て お り、 且 つ そ の 向 か い 先 が 一 致

して い るが 、 こ れ は(オ)の パ タ ー ン に とっ て 義 務 的 な 事 情 で は な い。 上 の場 合 、 用 い

られ る測 定 機(そ して 鐘)は 、A・B間 で 一 致 して い て もい な くて も よ い。 述 部 に は 勲

詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る な どが 生 起 しや す い。
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 (オ)の 「等 位 置 」は、 等 位 文 ・ト文 で は 表 現 し得 る が、 二 文 ・カ ラ文 で は 表 現 し得 な い。

等 位 文(49)・ ト文(50)は 共 に こ れ を 表 現 し得 る。 また 我 慢 大 会 でAが 我 慢 す れ ばBも

負 け じ と我 慢 す る とい う場 合、 等 位 文(51)・ ト文(52)は 共 に こ れ を 表 現 し得 る。 こ の

場 合、 動 作 の 外 面 的 な 向 か い 先 は な い。 ち な み に二 文 は そ も そ も(53)の よ う に、 適

当 な ト格 名 詞 句 を 補 っ て 考 え な け れ ば 適 格性 が低 く、 補 っ た と こ ろ でAとBの 「等 位

置 」は表 現 し得 な い。 カ ラ 文 も 同様 で あ る。(54)を 参 照(対 応 す る 等 位 文 ・ト文 は 省 略)。

(49)a.[AとB(と)1が 鐘 を 鳴 ら し 合 う 。

  b.匸BとA(と)]が 鐘 を 鳴 ら し 合 う 。

(51)a.[AとB(と)]が 我 慢 し合 う 。

  b.[BとA(と)]が 我 慢 し合 う 。

(53)a. Aが(Cと)Bに 我 慢 し 合 う 。

b. Bが(Cと)Aに 我 慢 し 合 う 。

(50)a.AがBと 鐘 を 鳴 ら し 合 う 。

  b.BがAと 鐘 を 鳴 ら し 合 う 。

(51)a.AがBと 我 慢 し 合 う 。

  b.BがAと 我 慢 し 合 う 。

(54)a.Aが(Cと)Bか ら 学 習 し 合 う 。

b.Bが(Cと)Aか ら 学 習 し 合 う 。

2.6.(カ)の 「等 位 置 」

 (カ)の イ メ ー ジ は 図7に 示 され る。X'の 動 作 とY'の 動 作 は 間 接 的 に も相 対 立 しな

い。 動 作 に 向 か い 先 が あ る 場 合、 そ れ は 共通 して お り、X'とY'の 動 作 は 並 行 して

い る。 相 互 的 な 影 響 の 及 ぼ し合 い は な い。 た とえ ば2人 で 英 語 の 勉 強 会 を 作 っ た 彼

と彼 女 が、 一 緒 に英 語 を 学 ぶ とい う場 合、 彼 と彼 女 は 事 態 の 中 で、(カ)の 「等 位 置 」を

占 め る。

図7:(カ)の イ メ ー ジ

 (カ)の 「等 位 置 」は、 等 位 文 ・ト文 で は 表 現 し得 る が 二 文 ・カ ラ 文 で は 表 現 し得 な い。

等 位 文(55)・ ト文(56)は 共 に これ を 表 し得 るが 、 二 文(57)・ カ ラ文(58)は これ を 表 し

得 な い 。

(55)a.[彼 と 彼 女(と)]が 英 語 を 学 ぶ 。

  b.[彼 女 と 彼(と)]が 英 語 を 学 ぶ 。

(57)a.彼 が 彼 女 に 英 語 を 学 ぶ 。

(56)a.彼 が 彼 女 と 英 語 を 学 ぶ 。

  b, 彼 女 が 彼 と英 語 を 学 ぶ。

(58)a. 彼 が 彼 女 か ら英 語 を 学 ぶ 。
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b. 彼 女 が 彼 に 英 語 を 学 ぶ。      b. 彼 女 が 彼 か ら英 語 を学 ぶ 。

 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る]型 の 文 を記 述 した 姫 野(ユ982)で は、 この 述 部

が 意 味 す る 動 作 と して、 「共 同動 作 」とい う一 範 ち ゅ うが 設 け られ て い る。 この 「共 同

動 作 」は、(エ)(オ)(カ)に ま た が つて い る が、(少 な く と も現 代 語 に 関 す る 限 り)(エ)(オ)

と違 っ て(カ)の パ タ ー ン の 表 現 は難 しい の で は な い か。

 た と え ば(45)(46)は 、 ―一台 の車 を互 い に反 対 側 か ら押 す 事 態 を表 現 し得 る が、 彼

と彼 女 が協 力 して 同 時 に 同 方 向 に押 す(カ)の 事 態 は 表 現 しな い。 も しも 同 方 向 に 押 す

事 態 を 表現 す る と す れ ば、 そ れ は た とえ ば、 車 を押 す こ とが 体 力 の 誇 示 を 意 味 す る

よ う な 状況 下 、 お 互 い に 負 け じと押 す と い う場 合 で あ る。 こ の 場 合 は 彼 と彼 女 の 「等

位 置 」は前 述(オ)で あ っ て、(カ)で は な い。 この こ と は、 次 の よ う に考 え れ ば 納 得 で き

る 。

(45)a.[彼 と彼 女(と)]が 車 を 押 し合 う。 (46)a。 彼 が 彼 女 と車 を 押 し合 う。

  b。[彼 女 と彼(と)】 が 卓 を押 し合 う。   b。 彼 女 が 彼 と車 を 押 し合 う。

 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 うノ合 わ せ る]型 の文 で は、X'・Y'の 相 互 的 な 影 響 の 及 ぼ し

合 い が 必 須 の 中 心 的 意 義 で あ る。 とこ ろ で「X'とY'の 相 互 的 な 影 響 の 及 ぼ し合 い 」

は、X'とY'が 対 峙 し(つ ま り文 字 通 り「合 い 』)、動 作 の 方 向 が 対 立 して い れ ば 認 知

さ れや す い。 逆 にX'とY'が 横 に並 び 、 動 作 の 方 向 が 並 行 して い れ ば 認 知 さ れ 難 い。

従 っ て(亳5)(46)を 耳'に した 時、 真 っ先 に 浮 か ぶ の はX'とY'が 向 か い 合 い、 お 互 い

に 反 対 側 か ら押 す とい う情 景 であ る。X'とY'が 横 に 並 び、 同 方 向 に 車 を 押 す 情 景

は 優 先 的 に は浮 か ば な い、 が、 た とえ ばX『 とY'の 心理 的 な応 酬(す な わち 心 理 的 対

峙)を 想 定 す れ ば、 そ の よ う な情 景 の 想 起 も不 可能 で は な い。

 た しか に、 動 作 の 方 向 と い っ た概 念 は、 多 分 に 認 知 的 で、 常 に 明 確 と は 限 らな い

も の とい わ ざ る を得 な い。 しか し、 も しも(59a)(59b)に 挙 げ た観 察 が 正 し い も の な

ら、(59)は 何 ら か の 方 法 で 説 明 さ れ な け れば な ら な い。 【顔 を しか め る][も が き合 う]

な ど とい っ た動 作 に ま で、 方 向 を認 め る とい った や り方 は、 方 向 認 定 の 定 式 化 が 困

難 と い う欠 点 は あ るが 、 少 な く とも(59)を 説 明 し得 る手 段 の1っ で は あ る だ ろ う。

(59)a。 (60)(61)を 聞 い て[一 郎 と花 子 の 視線 が合 っ て い な い情 景]を 、 少 な く と も

   真 っ 先 に は 想 起 し難 い こ と。

わ. (62)(63)を 聞 い て[一 郎 と花 子 が 同 じ方 向 を 向 い て 床 に寝 か さ れ て い る情 景]

 を、 少 な く と も 真 っ 先 に は想 起 し難 い こ と。

(60)[一 郎 と花 子(と)]が 顔 を しか め 合 う。

(61) 一郎 が 花 子 と顔 を しか め合 う。

(62) 室 内 に 毒 ガ ス を注 入 さ れて[一 郎 と 花子(と)]が も が き合 う。

(63) 室 内 に 毒 ガ ス を注 入 さ れて 一 郎 が 花 子 とも が き合 う。

(64)(65)は 通 常 、AとBが 木 を は さ ん で 両 側 か らも た れ る とい う事 態 を 表 現 す る。
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た と え そ の 木 が 大 木 で、 余 地 が 十 分 あ っ た と して も、AとBが 並哲 も た れ る とい

う事 態 は 表 現 しな い。(64)(65)で は、 動 作 方 向 はA・Bそ れ ぞ れ の 背面 方 向 で あ り、

そ の 点 で 両 者 が 「対 時 」して い る と は い い 難 い が、 動 作 の 方 向 が 対 立 し、 相 互 的 な影

響 の 及 ぼ し合 い が あ る と認 め る こ とは、 さほ ど不 自 然 で は な い と思 うが、 どう だ ろ

うか。

(64)a.[AとB(と)]が1本 の木 に.も た れ合 う。

  b.[BとA(と)】 が1本 の 木 に も た れ 合 う 。

(65)a. AがBと1本 の 木 に も た れ 合 う 。

  b. BがAと1本 の 木 に も た れ 合 う 。

 次 に、 述 部 が 【動 詞連 用 形+合 う/合 わ せ る]型 で な い文 が(カ)の 「等 位 置 」を 表 現 す る

可 能 性 に つ い て 考 え た い。 述 部 が1人 で しか で き な い(66)の よ う な 動 作 を 表 す場 合、

表 現 で き る 「等 位 置 」の パ タ ー ンは 後 述(キ)し か な い が、(キ)は ト文 で は表 現 で き な い

の で(67)の 適 格 性 は 低 い。

(66)a. 「1人 」と明 示 的 に指 定 さ れ た動 作     例.独 吟 す る こ と

b. 生 理 的 な 動 作              例.病 気 に な る こ と

c. 心 理 的 で、 外 界 に 必 ず しも現 れ な い 動 作 … …例.困 る こ と

(67)a.*彼 が 彼 女 と 独 吟 す る 。

  b.*一 郎 が 花 子 と 病 気 に な る 。

  c.*一 郎 が 花 子 と 困 る 。

 (67c)に 対 して(68)の 適 格 性 が 高 い の は、 テ イ ル 形 の困皿 が、 単 な る 困 惑 を

表 す こ との 他 に、 た とえ ば 苦 情 を い い 合 う、 善 後 策 を 相 談 す る とい つ た、 外 界 へ の

現 れ が あ る動 作 を 表 す こ とが あ る か らで、(68)の 困皿 は 、 こ の後 者 の 意 味 で

解 釈 す る こ と が で き る。 対 して 困弖 は この 意 味 を持 って い な い 控)。

(68) 工 具 が 無 け れ ば仕 事 が で き な い、 ど う した ら い い だ ろ う と、 田 中 と 困 っ て い

る と こ ろ へ 三 浦 が現 れ た。

2.7.(キ)の 「等 位 置 」

 本 章 で観 察 して い るX'とY'と の 「等 位 置 」は前 述(19)の 通 り、 事 態 の 中 で問 わ れ

る も の で あ る か ら、 別 々 の 事 態 に 属 して い るX'とY'は 、 そ も そ も 問 題 外 とす る こ

とが 正 しい か も しれ な い。

(19) 2個 の 事 態 構 成 物 を、 「事 態 の 中 で 等位 置 を 占 め る 均 質 な も の 」と して、 文(ま

た は 文 の 一 部)が と ら え よ う と す る力 の度 合 を、 そ の2個 の 事 態 構 成 物 に対 す る、

文(ま た は 文 の 一 部)の[対 称 性]と す る。

 しか し、 少 な く と も何 らか の 表 現 形 式 が2個 の 事 態 表 現 を 結 ん で い る場 合 は、2

個 の 事 態 か ら構 成 さ れ る1個 の 上 位 事 態 が想 定 で き るか ら、 事 態 の 中 で の 「等位 置 」
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の 内 容 を問 う こ と も、 さほ ど無理 とは 思 わ れ な い。 本 稿 で は こ う し た考 え に基 づ き

(キ)を 設 け て お く。(キ)の イ メ ー ジ は、 下 の図8に 示 さ れ る。X'とY'は 、 異 な る事

態 で 似 通 っ た動 作 を 行 う。 図8中 の 二 重 線 は、 何 らか の 要 素 に よ っ て2個 の 事 態 が

結 ば れ て い る こ とを 表 す。

 た と えばA国 対C国 の 戦 争 が今 年1月 に勃 発 して 終 結 し、B国 対C国 の 戦 争 が 今

年6月 に勃 発 して 終 結 した とす る。2つ の戦 争 の 問 に は何 の 因果 関 係 も な く、A国

一B国 間 に は、 軍 事 同盟 及 び そ れ に類 す る もの は 何 ら結 ば れ て い な か つ た。 こ の よ う

な場 合、(少 な く と も、 何 らか の 要 素 が2個 の 事 態 を結 べ ば)A国 とB国 は、(キ)の

「等 位 置 」を 占 め る。

図8:(キ)の イ メ ー ジ

 (キ)の 「等 位 置 』は、 等 位 文 で は 表 現 し得 るが、 ト文 ・二 文 ・カ ラ文 で は 表 現 し得 な い。

特 に等 位 文 と ト文 に っ い て 上 の例 で い え ば、(68)は こ れ を 表 現 し得 る が、(69)は 表

現 し得 な い。

(68)a.今 年 の 上 半 期 に は、[A国 とB国(と)]が あ の 戦 法 で 戦 っ た 。

  b.今 年 の 上 半 期 に は、[B国 とA国(と)】 が あ の 戦 法 で 戦 っ た 。

(69)a.今 年 の 上 半 期 に は、A国 がB国 とあ の戦 法 で 戦 っ た。

  b.今 年 の 上 半 期 に は、B国 がA国 とあ の戦 法 で 戦 っ た。

 文 の[対 称 性]の 高 低 は、2個 の 事 態 表 現 を結 ぶ 表 現形 式 に 影 響 さ れ る。 あ璽 法

で の 場 合、 文 の[対 称 性]は 高 く、(68a)(68b)の 同 義 性 は 高 い。 接 尾 辞 ど う しの 場 合

も、(70)の よ う に 同 様 で あ る。 対 して 鐘 の 場 合、 文 の[対 称 性]は 低 い。(71)

を参 照。

(70)a.[彼 と彼 女(と)】 が イ タ リ ア人 ど う しだ。

  b.[彼 女 と 彼(と)]が イ タ リ ア 人 ど う し だ 。

(71)a.今 年 の 上 半 期 に は 、[A国 とB国(と)]が こ の 順 で 戦 っ た 。

b.今 年 の 上 半 期 に は 、[B国 とA国(と)1が こ の 順 で 戦 っ た 。
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2.8,ま と め と 補 足

 本 章 の 観 察 結 果 は、 本 章 の は じめ に(28)と して 述 べ て お い た。(28)を 再 掲 す る。

(28)a. 【文 が どの よ うな 「等 位 置 」の パ タ ー ン を 表 現 し得 る か]に は 、[そ の 文 が どの

   文 型 に属 す か 】や[そ の 文 の 述 部 が どの よ う な もの か]な どが 影 響 す る。

b. 文 型 の 影 響 に つ い て い う と、 ト文 は(ア)(キ)を 表 現 し得 ず 、 二 文 ・カ ラ文 は

 (イ)し か 表 現 し得 な い1ω 。X・Yの 等 位 接 続 構 造 の 末 尾 に トが 生 起 しな い等 位

 文 は、(ア)～(キ)を 全 て 表 現 し得 るが、 等 位 接 続 構 造 の 末 尾 に トが 生 起 す る等

 位 文 は、(ア)だ け は 表 現 し得 な い。

c. 述 部 の 影 響 に つ い て い う と、 述 部 が 独』泌 の よ う な、 【事 態 内 に行 い手 が

 た だ1人 だ け]と 明 示 され て い る も の、 病巡 の よ う な、 生 理 的 な動 作 を

 表 して い る も の、 困弖 の よ うな、 外 界 に現 れ な い 心 的 動 作 を 表 して い る もの

 の 場 合 は、(キ)し か 表 現 し得 な い。

d. さ ら に述 部 の影 響 に っ い て い う と、 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 う/合 わせ る 〕型

 の 文 ユユ)が表 現 し得 る 「等 位 置 」の パ ター ン は、(ウ)(エ)(オ)に 絞 ら れ、(カ)は 表 現

 し得 な い と思 わ れ る。(現 代 語 に 関 す る 限 り)こ の 種 の 文 の 中 心 的 意 義 は 各 々

 [X'・Y'が 相 互 に 影 響 を与 え る こ と][X'・Y'に 相 互 に影 響 を 与 え させ る こ と1

 の 表 現 と 考 え られ、 こ れ さ え 表 現 で き れ ば(ウ)(エ)の 場 合 、 た と え ば 「一 郎 と花

 子 が 一 本 の 蝋 燭 の 火 を 吹 き 消 し合 っ た が 火 は結 局 消 え な か つ た 」の よ う に、

 「x'もY'も 「動 詞 」が 表 す 動 作 の 実 現 に 未 だ成 功 して い な い 」と い う解釈 も成

 り立 ち 得 る。

e. (ア)～(キ)の 分 類 に、 定延(1990,1991)で 述 べ た「テ ー ゼ 」とい う考 え を導 入 す

 れ ば、 或 る事 態 の 表 現 と して[生 産 的使 役 動 詞 連 用 形+合 う]型 述 語(た と え ば

 ま わ らせ 合 う)が 用 い られ な い こ とが説 明 で き る。

 (ア)～(キ)を 順 に観 察 す る過 程 で、(28)に 挙 げ た 観 察結 果 は、(28e)以 外 全 て 述 べ る

こ とが で き た 。 こ の 節 で は観 察結 果 を 文 型 を 中心 に ま とめ、 最 後 に(28e)を 説 明 す る。

 ま ず、 こ れ ま で の観 察 を ま とめ る と、 次 ペ ー ジ の 表1を 得 る。 表1は 、 どの 文 型

に属 す る文 が 、 ど の 「等 位 置 」パ タ ー ン を表 現 し得 る か を 示 した も の で、 横 軸 に 文 型、

縦 軸 に 「等 位 置 」パ タ ー ン を並 べ て あ る。 表 中、 「末 尾 」とはX・Yの 等 位 接 続 構 造 の 末

尾 を 表 す 。 ま た 「+」 印 は 表 現 し得 る こ とを、 「一 」印 は表 現 し得 な い こ と を 表 す。

 表1の 解 釈 と し て 、(ア)と(イ)～(キ)と を 分 け て お き た い 。(ア)を 除 け ばX'とY'の

緊 密 性 は 前 述 の と お り 、(イ)が 最 も 高 く、 以 下 だ ん だ ん と 低 下 し て(キ)が 最 も 低 い 。

そ れ に 伴 つ て 、 「等 位 置 」を 表 現 し 得 る 文 型 の 種 類 は 減 る 。 従 つ て(76)を 得 る 。

(76) X'・Y'の 緊 密 性 が 高 く な れ ば な る ほ ど 、X,・Y'の 「等 位 置 」を 表 現 で き る 文

  型 の 種 類 は 多 く な る 。

(ア)の 場 合 は、2個 の 事 象 構 成 物 の 緊密 性 が 高 す ぎ るが ゆ え に、 表 現 者 は これ ら を
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2個 で は な く、 む しろ1個 の 事 象 構 成 物 と認 知 して お り、 従 っ て(76)の 反 例 で は な

い と 考 え る こ とが で き る。

 こ の よ う に(ア)の 事 象 構 成 物 を1個 と考 えれ ば、 等 位 接 続 構 造 の 末 尾 に トが 生 起 す

る等 位 文 が、(ア)の 「等 位 置 」を 表 現 し得 な い こ とに も説 明 が つ く。 末 尾 に トが 生 起 す

る等 位 接 続 構 造 は 「xと/Yと 」あ る い は 「Yと/xと 」の よ うに 分 節 さ れ や す く、 そ れ

だ けX'・Y'の 一 体 性 が 損 な わ れや す い と い うわ けで あ る 。 この こ と は3.2で も改 め

て 述 べ る こ とに な る。

緊 密性 高 低

―

文 型    「等 位 置 」 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ)

等 位 文(末 尾 トな し) 十 十 ÷ 十 十 + 十

等 位 文(未 尾 トあ り) 一 十 十 十 十 十 十

ト文 一 十 十 十 + + ―

二 文 ・カ ラ 文 一 + 一 ― ― ― ―

表1=文 型 ご と に見 る、 各 「等位 置 』パ タ ー ンの 表 現 可 能 性

以 上 で ま とめ を 終 わ り、 最 後 に(28e)を 説 明 した い。

定 延(1990)で は 『弾当 て 代 換 」の 認 容 に、 実 現対 象 とな る 事 態 の テ ー ゼ 性 が 関 与 す

る こ と に触 れ た。

(72) [小 学 校 教 師 の 独 白] あの 子 が 今 日の ドッ ジ ・ボ ー ル に絶 対 加 わ ろ う と しな か

っ た の も、 こ れ まで に ボ ー ル で遊 ん だ経 験 が な いか ら だ。 そ れ で あ の 子 は 、 ボ

ー ル を 必 要 以 上 に こわ が つて い る の だ。 一度 あ の 子 を、 本物 の ボ ー ル に当 て て

や る 必 要 が あ る な あ。

 (72)末 尾 の 文 が 別 に 不 自 然 で は な い と判断 す る話 者 が 相 当 数 確 認 で き る。 この よ

う な 事 態 表 現 の 可 能 性 は、 「(72)の 文 脈 で は、 あ の 子 とボ ー ル との 衝 突 は 教 師 に と っ

て 、 具 体 的 動 作 で あ る だ け で な く、 具 体 的動 作 の 履 行 を通 して 実 現 さ れ る テ ー ゼ で

も あ り得 る 」と い っ た事 情 に補 助 さ れ て い る。

 この テ ー ゼ と い う概 念 を 用 いて 定 延(近 刊a)で は、 使 役 形 式 の 使 い分 けを 説 明 した。

た と え ば(73a)(73b)の うち で は語 彙 的 使 役 の 表現(73a)が よ く用 い ら れ、 迂 言 的 使 役
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の 表 現(73b)は あ ま り用 い られ な い が、 全 く、 と い う わ け で は な い。

(73)a. 注 意 書 を ま わ す 。

  b.*注 意 書 を ま わ らせ る。 [適 格 性 判 断 は 青木1977に よ る 】

 表 現 者 が[注 意 書 が ま わ る こ と]を テ ー ゼ と して 認 知 す る場 合 に は、 そ の テ ー ゼ を

実 現 す る と い う動 作 の 表 現 と して、(73b)を 用 い 得 る。 た と え ば(74)宋 尾 にお い て は、

(a)(b)の い ず れ の 形 式 も不 自然 で は な い と判 断 す る話 者 が 相 当 数 確 認 で き る。 こ の

時(b)は[「 注 意 書 が まわ る 」とい うテ ー ゼ を最 終 的 に 実現 す る]と い う、 か な り抽 象 的

な 動 作 を表 現 す る ユ3)。

(74) 『ご 存 じの よ う に 当 自動車 レー ス 同好 会 で は、 い つ も レー ス 前 に は注 意 書 の

回覧 を 行 い、 会 員 に安 全 運転 を 呼 び か け て い ま す。 しか し最 近 は 注 意 書 が、 回

覧 途 中 で 紛 失 した り、 また 回 覧 が 非 常 に遅 滞 した り と、 ま と も に機 能 しな くな

っ て き て い ま す。 次 回 の レー ス で は、 会 員 の 皆 さん の 良 識 に期 待 して お りま す 』

事 務 局 か ら こ の よ う な 通 知 を 受 け取 っ た 会 員 た ち は、 次 の レー スで は、 自分 の

と ころ に 回 っ て き た注 意 書 を、 迅 速 に次 の 会 員 に渡 す よ う心 が け、 こ う して 全

員 一致 団 結 して、 注 意 書 を きち ん と 一

a. ま わ した。

b. ま わ らせ た。

 さて 本稿 で 問 題 に した い の は、(74a)(74b)の 述 語 に台=弖 を 付 加 で き る か ど う か で

あ る。 結 論 か ら い え ば(74a)に は飽 を 付 加 して ま わ し合 っ た とで き る が、(74b)は

ま わ ら せ合 っ た とす る とか な り不 自然 に な る。

 (74a)の ま わ した は、 具 体 的 な一 枚 の 注 意 書 に 向 け られ た 動 作 を表 して い る。 そ し

て、 こ れ に 合ゑ を付 け た ま わ し合 っ た は、 具 体 的 な 一枚 の 注 意 書 に 向 け ら れ た個 別

的 動 作 を 会 員 が 順 々 に履 行 す る事 態 と して、 つ ま り会 員 た ち が(オ)の 「等 位 置 」を 占 め

る 事 態 と して理 解 で き る。

 対 して(74b)の 遡 は、 具 体 的 な 一 枚 の 注 意 書 に 向 け られ た動 作 を表 す の で

は な く、 テ ー ゼ[注 意 書 が まわ る]を 実 現 す る とい う動作 を 表 す。 この テ ー ゼ は、 「注

意 書 を(次 の 会 員 に)ま わ す 」こ とを 全 て の 会 員 が履 行 して 初 め て 実 現 さ れ る、 最 終 的

な 状 態 と い え る。 従 っ て こ の動 作 は、 会 員 間 で 順 々 にな さ れ て い く動 作 で は な く、

全 会 員 が 同 時 に 最 後 に な し とげ る動 作 で あ る。 こ の 動 作 を 行 う会 員 間 に、 間 接 的 な

影 響 の 及 ぼ し合 い は想 定 で き な い。 従 っ て 「注 意 書 を まわ ら せ合 う 」は、 会 員 た ち が

(オ)の 「等 位 置 」を 占 め る 事 態 と して理 解 で きな い。 さ らに、 会 員 た ち が テ ー ゼ を は さ

ん で 対 峙 して い る わ け で も な いか ら(エ)で も な い。 注 意 書 は 会 員 の 身 体 や 持 ち 物 で な

い か ら もち ろ ん(ウ)で も な い。[動 詞 連 用 形+合 う]型 述 語 の 文 に よ る 「等 位 置 」表 現 可

能 性 を(ウ)～(オ)に 絞 っ て お く と、(74b)に 髄 を付 加 で き な い こ とが 以 上 の よ う に説

明 で き る。
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 も ち ろん 文 脈 に 変 更 を加 え、[2つ の 自動 車 レー ス 同好 会 が あ り、 双 方 の 会 員 ど う

しが、 良 識 の 高 さ を 競 い台 う意 識 を も っ て、 注 意 書 の正 常 な 回 覧 を 実 現 し合 う]と い

う新 し い状 況 を 考 え れ ば、 「A同 好 会 の 会 員 た ち とB同 好 会 の 会 員 た ち が、 注 意 書 を

ま わ らせ 合 っ た 」と い う表 現 も悪 くな い か も しれ な い。 が 、 そ の 場 合 の 「等 位 置 」は

(オ)の パ タ ー ン で あ つ て、(カ)で は な い。

 以 上 で見 たX'・Y'の 「等 位 置 」の7パ タ ー ン を前 提 と して、 次 の3章 、 そ して4章

で は、 文 型 が 文 の[対 称 姓 】に及 ぼ す影 響 を中 心 に 考 察 を 進 め る。 対 応 す る 等 位 文 と

ト文 を3章 で 比 較 し、 対 応 す る ト文 と二 文、 及 び 対 応 す る ト文 と カ ラ 文 を4章 で 比

較 す る14>。

3。 対 応 す る等 位 文 と ト文 の[対 称 性]比 較

 この 章 は、 対 応 す る 等 位 文 ・ト文 に つ い て、 文 の[対 称 性]を 比 較 す る こ と を主 な 目

的 とす る。2章 で 見 た(ア)(キ)の 等 位 置 パ ター ン は、 等 位 文 で しか 表 現 し得 な い の で、

こ こで は考 察 か ら 除 い て お く。 等 位 置 パ ター ンの 可 能 性 を(イ)～(カ 〉と 限 定 した 上 で、

等 位 文 と ト文 で、 どち ら が よ り、X'・Y'を 等 位 置 と捉 え や す い か を 考 察 す る こ と に

な る。 な お、X・Yの 相 互 交 換 が 適 格 性 を 保存 しな い ト文 に っ い て は、 こ れ ま で(筆

者 の 知 る限 り)記 述 さ れ て い な い よ うで、3.2で は 特 に こ れ を 観 察 して み た い。

3.1。 文 の[対 称 性]比 較

 あ らか じめ、 本 節 で の 結 論 を(75)に 記 す。(75c)は そ れ 自体 必 然 的 と は い え な い が、

(75a)(75b)を 説 明 す る上 で 都 合 が よ く、 また 直観 に も合 致 す る と恩 わ れ、 認 め て お

き た い。

(75)a。 X・Yの 相 互 交 換 は、 等 位 文 で は、 文 の 適 格 性 を 必 ず 保 存 す る ユ5)が 、 ト文

   で は 必 ず し も保 存 しな い。

b. [或 る事 態 を 表 現 す る 可能 性1が 、 ト文 で はX・Yを 相 互 交 換 す る と変 わ る の

 に、 対 応 す る等 位 文 で は 変 わ らな い、 とい う場 合 が あ る。

 c. 等 位 文 は 対 応 す る ト文 よ り、 文 の[対 称 性]が 高 い。

まず(75a)を 見 る。 ト文(76)(77)で はX・Yの 相 互 交換 が 文 の 適 格 性 を 保 存 しな い。

(76)a.彼 女 が 女 だ て ら に彼 と争 う。 (77)a.彼 が 男 の くせ に彼 女 と争 う。

  b。*彼 が 女 だ て らに彼 女 と争 う。   b.*彼 女 が 男 の くせ に 彼 と争 う。

 ト文(78)(79)に も、 微 妙 な が ら 同様 の傾 向 が見 て とれ る。 説 明 の 都 合 上、 対 応 す

る等 位 文 を(80)(81)に 挙 げ る。

(78)a.%野 菜 を 白味 噌 と和 え る。   (79)a.%小 麦 粉 を 塩 水 と練 る。

b.%白 味 噌 を 野 菜 と和 え る。    b.%塩 水 を 小 麦 粉 と練 る。
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(80)a.%[野 菜 と 白 昧 噌(と)]を 和 え る 。(81)a。%[小 麦 粉 と 塩 水(と)]を 練 る 。

  b.%[白 味 噌 と 野 菜(と)1を 和 え る 。  b。%[塩 水 と 小 麦 粉(と)】 を 練 る 。

 (78)～(81)は 全 て、 話 者 間で 適 格 性 判 断 が 高 低 分 か れ る(こ こ で は こ れ を 文頭 の

「%」印 で 表 す)が 、 個 々 の 話 者 ごと に 見 れ ば等 位 文(80)は(a)(b)間 で 適 格 性 の 差 が な

い。 す な わ ち(80a)の 適 格 性 を高 い と判 断 す る話 者 は(80b)の 適 格 性 を も高 い と判 断

す る し、(80a)の 適 格 性 を 低 い と判 断 す る話 者 は(80b)の 適 格 性 を も 低 い と判 断 す る。

(81)も 同様 で、(81a)の 適 格 性 を 高 い と判 断 す る 話 者 は(81b)の 適 格 性 を も 高 い と判

断 し、(81a)の 適 格 性 を 低 い と判 断 す る話 者 は(81b)の 適 格 性 を も低 い と判 断 す る。

参 考 ま で に、(80a)に 該 当 す る実 際 の使 用 例 を(82)に 挙 げ て お く16)。

(82) … … 器 に 青 じそ を 敷 き、 【い か と うに 】を あ え て … …  [桔 梗 泉(編)1990

  『人 気 お か ず お 弁 当 全 集 』,東 京:(株)主 婦 と生 活 社,224,「 い か の う に あ え 」.]

 対 して(78)(79)の 場 合、(a)の み を 適 格 と し(b)を 不 適 格 と判 断 す る話 者 が 確 認 で

き る。 この 判 断 は、(78a)(79a)の ト格 名 詞 句 を デ 格 で 表 示 した(83)(84)に っ い て、

全 て の 話 者 が 示 す 適 格 性 判 断 と対 応 す る。

(83)a. 野 菜 を 白味 噌 で 和 え る。   (84)a. 小 麦 粉 を塩 水 で練 る。

  b.*白 味 噌 を野 菜 で和 え る。      b.*塩 水 を 小 麦 粉 で練 る。

 尤 も、(78b)(79b)を 適 格 と判 断 す る話 者 も存 在 す る。 実 例 を(85)に 挙 げ る。

(85)① た い の お ろ し身300gは 皮 を 引 いて そ ぎ 切 り に し、 塩 少 々 を ふ っ て しば ら くお

   く。 塩 を 洗 い 流 して 水 け を ふ く。

② 酢 少 々 で ふ い て しば ら くお い た だ し昆 布50㎝ の 上 に ① を並 べ て昆 布 を 巻 く。

 1時 間 く らい お い て た い の 昆 布 じめ を作 り、 細 切 り に す る。

③ み ょ う が2個 は1枚 ず っ はが して さ っ と熱 湯 に 通 し、 酢 カ ップ1/2、 砂 糖 ・水 各

 大 さ じ2、 塩 少 々 につ け込 む。

④ す ぐ き50gと 葉 少 々 は粗 み じん切 りに し、 ② と あ え て 器 に 盛 り、 ③ を添 え る。

[桔 梗 泉(編)1990『 人 気 お か ず お 弁 当全 集 』,東 京:(株)主 婦 と生 活 社,225,「 た い

の す ぐ き あ え 」.]

 次 に(75b)を 見 る。

(75b) [或 る 事 態 を表 現 す る 可能 性]が 、 ト文 で はX・Yを 相 互 交 換 す る と変 わ る の

   に、 対 応 す る 等 位 文 で は変 わ らな い、 とい う 場 合 が あ る。

 た と え ば[彼 女 が 会 見 を 希 望 し な い]と い う 客 観 的 事 情!7)を 備 え た 事 態 を 表 現 す る

可 能 性 は 、(86)で は(a)(b)と も な い が 、(88)で は(a)に の み あ り 、(b)に は な い 。 同

様 に 、[彼 が 結 婚 を 希 望 す る]と い う 客 観 的 事 情 を 備 え た 事 態 を 表 現 す る 可 能 性 は 、

(87)で は(a)(b)と も な い が 、(89)で は(a)に の み あ り 、(b)に は な い 。

(86)a.[彼 と 彼 女(と)]が 会 い た が る 。 (87)a.[彼 女 と 彼(と)]が 渋 々 結 婚 す る 。

b.[彼 女 と 彼(と)]が 会 い た が る 。   b.[彼 と 彼 女(と)]が 渋 々 結 婚 す る 。
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(88)a.彼 が 彼 女 と会 い た が る。   (89)a.彼 女 が彼 と渋 々 結 婚 す る。

  b.彼 女 が 彼 と会 い た が る。     b.彼 が 彼 女 と渋 々 結 婚 す る。

 た と え ば 【B国 は こ れ ま で に 統 合 を 経 験 し て い な い 】と い う 客 観 的 事 情 を 備 え た 事

態 を 表 現 す る 可 能 牲 は 、(90)で は(a)(b)と も な い が 、(91)で は(a)に の み あ り 、(b)

に は な い 。

(90)a.【A国 とB国(と)]を 再 統 合 す る 。(91)a.A国 をB国 と 再 統 合 す る 。

  b.[B国 とA国(と)】 を 再 統 合 す る 。  b.B国 をA国 と 再 統 合 す る 。

以 上 の観 察 か ら、 本 節 で は(75)を 結 論 と して お き たい 。

3.2.ト 文 の 適 格 性 保 存 に っ い て

 既 に3.1で 一 端 を 示 し た よ う に 、X・Yの 相 互 交 換 が 適 格 性 を 保 存 し な い ト 文 が あ

る 。 本 章 で は こ の 原 因 を(92)の3つ に 分 け て 考 察 す る 。 以 下 、(a)か ら 順 に 述 べ る 。

(92)a。 隠 喩

b。 様 態 の 指 定

c. 出 来 事 成 立 の 結 果X㌧Y'間 で得 られ る一 体 性

3。2.1。(92a):隠 喩

 こ こ で 扱 う の は(93)～(96)の よ う な 例 で あ る 。 こ れ ら の 例 で 、X・Yの 相 互 交 換 は 、

文 の 適 格 性 を 保 存 し な い 。(a)が 適 格 、(b)が 不 適 格 で あ る 。

(93)a.猫 が ボ ～ ル と じ ゃ れ る 。   (94)a.彼 が 難 問 と 取 り 組 む 。

  b.*ボ ー ル が 猫 と じゃ れ る。     b.*難 問 が 彼 と取 り組 む。

(95)a。 彼 が仕 事 と結 婚 す る。    (96)a. 彼 が 研 究 と心 中 す る。

  b。*仕 事 が 彼 と結 婚 す る。      b,*研 究 が 彼 と心 中 す る。

 も ち ろ ん 各(b)も 、 瞬 時 に 形 成 さ れ て は 消 え て い く、 臨 時 的(nonce-for田ational)

な 隠 喩 表 現 と し て な ら 成 り 立 っ 余 地 が 全 く な い と は い い 切 れ な い が 、 安 定 し た 各(a)

と は 、 や は り 区 別 さ れ る べ き と 思 わ れ る 。

 各(a)は 文 字 通 りに は、[当 該事 態 でX'とY'が 等 位 置 を 占 め て い る こ と1を 表 す 。

例 え ば(93a)は 文 字 通 り に は、 当該 事 態 に お い て 猫 とボ ー ル が 等 位 置 を 占 め て い る と

表 して い る。 そ れ に よ っ て、 まる で ボ ー ルが 同 じ生 き物 で あ るか の よ う に じゃ れ つ

く猫 の 動 作 が描 か れ て い る。

3.2.2.(92b):様 態 の 指 定

 こ こで扱 う の は(76)(77)の よ うな例 で あ る。 こ れ らの 例 で、X・Yの 相 互 交 換 は、

文 の 適 格 性 を保 存 しな い。
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(76)a.彼 女 が 女 だ て らに 彼 と争 う。 (77)a.彼 が 男 の く せ に 彼 女 と争 う。

  b.*彼 が 女 だ て ら に彼 女 と争 う。   b.*彼 女 が 男 の くせ に 彼 と争 う。

 次 の3.2.3で 扱 う ト文 を 除 けば、 ト文 は、 文 が 表 現 す る 事 態 か ら、 ム ー ドの 指 定 及

び 様 態 の 指 定 を 全 て 削 り去 つ た事 態 の 中 でX'とY'を 等 位 置 に 置 く力 が 強 い。 こ の

強 さ が、 文 が 表 現 す る事 態 に お い て も持 続 す るか ど うか は、[ム ー ドの指 定 及 び 様 態

の 指 定 が、X'とY'に 等 し くな さ れ る か、 そ れ と も 不 均 等 に な され る か]に よ る。

(指 定 が な さ れ な い場 合 は 前 者 に含 め る 、)不 均 等 に な さ れ る場 合 は、 指 定 を被 る も

の が ガ 格 名 詞 句 か ヲ格 名 詞 句 で、 被 ら な い もの が ト格 名 詞 句 で 表 現 され る の が 原 則

で あ る。

 た と え ばX・Yの 相 互 交 換 は、(97)で は、 表 現 さ れ る事 態 の 客 観 的 特 性 を保 存 す る

が 、 「○ ○ の 願 望 で あ る 」と い うム ー ドの指 定 が こ れ に加 わ つ た(88)で は、 保 存 しな

い 。(88a)の 場 合、 一郎 は 「会 う」こ と を必 ず願 望 しな けれ ば な らな い が、 花 子 は 必 ず

しも 「会 う 」こ とを 願 望 しな く て よ い。 願 望 に 関 す る指 定 を 受 け る の は ガ格 名詞 句 指

示 物 の 太郎 で、 花 子 で は な い。(88b)は この逆 で あ る。

(97)a.彼 が彼 女 と会 う。      (88)a.彼 が彼 女 と会 い た が る。

  b.彼 女 が 彼 と会 う。       b。 彼 女 が 彼 と会 い た が る。

 こ れ と同 様 に、(98)(99)が 表す 事 態 に ム ー ドや 様 態 の 指 定 が 加 わ っ た事 態 を 表 す

(89)(91)は 、 や は り文 の[対 称 性 】が 低 い。(89)で は ガ格 名 詞 句 指 示 物 の み が 意 図 上

の 指 定 を、(91)で は ヲ格 名 詞 句指 示 物 の み が 回数 上 の指 定 を 受 け て い る。

(98)a.彼 女 が 彼 と結 婚 す る。    (89)a.彼 女 が 彼 と渋 々結 婚 す る。

  b.彼 が 彼 女 と結 婚 す る。      b.彼 が彼 女 と渋 々 結 婚 す る。

(99)a、 A国 をB国 と統 合 す る。   (91)a. A国 をB国 と再 統 合 す る。

  b. B国 をA国 と統 合 す る。     b. B国 をA国 と再 統 合 す る。

 (100)～(102)も 同 様 で あ る。 彼 と彼 女 は 「キ ス す る 」「心 申 す る 」「つ き合 う 」こ と に

関 して[対 称 性]が 高 い が 、 「キ ス す る意 図 を 持 っ て い たが 結 果 と して 失 敗 す る 」「心 中

す る意 志 を持 っ て い る」「つ き合 っ た結 果 と して、 そ れ 以 上 つ き合 い 続 け るの に疲 れ

る 」こ と が指 定 さ れ るの は、(a)で は彼 だ け、(b)で は 彼 女 だ け で あ る。 特 に(102)の

「疲 れ る 」の よ う な もの も、 こ こで は様 態 を指 定 す る要 素 と して扱 い、 中心 的 動 作 を

「つ き 合 う 」と して い る こ とに 注 意 さ れ た い。

(100)a.彼 が 彼 女 とキ ス し損 な う。  (101)a. 彼 が 彼 女 と無 理 心 中 す る。

  b.彼 女 が 彼 とキ ス し損 な う。    b.彼 女 が 彼 と無 理 心 中 す る。

(102)a. 彼 が 彼 女 とっ き合 い 疲 れ る。

  b.彼 女 が 彼 とっ き合 い疲 れ る。

 以 上 で 見 て き た 各 例 の 述 部(た とえ ば会幽 ・っ き 合 い 疲 れ る)は 、 形 式 の 上 で

も、 匸対 称性]の 高 い 部 分(会 坐 ・2趣)と 、 ム ー ド・様 態 の 指 定 部 分(た が る ・拠

一26一



る)に2分 で き る。 しか し他 方 で は 、[対 称 性]の 高 い 部 分 と、 ム ー ド・様 態 指 定 部 分

が 混 然 一体 と な り、 形 式 上 の2分 が 困 難 な例 も あ る。 以 下 に そ れ を 示 す 。

(103)a.一 郎 が 花 子 と瓜 二 っ だ。   (104)a.一 郎 が 花 子 と決 別 す る。

  b.花 子 が 一 郎 と 瓜 二 っ だ 。     b.花 子 が 一 郎 と 決 別 す る 。

(105)a.一 郎 が 花 子 と 応 対 す る18)。  (106)a.→ 郎 が 花 子 と 再 婚 す る 。

  b.花 子 が 一 郎 と 応 対 す る 。     b.花 孑 が 一 郎 と 再 婚 す る 。

 た と え ば 一 郎 が 花 子 の 実 子 な ら 、(103a)と 比 べ て(103b)は 用 い 難 い 。 一 郎 だ け が

別 れ る 意 志 を 持 っ て い れ ば(104a)は 用 い ら れ る が(104b)は 用 い ら れ な い 。 花 子 が 一

郎 の 家 に 来 た 客 な ら(105a)は 用 い ら れ る が(105b)は 用 い ら れ な い 。 花 子 に と っ て こ

れ が 初 婚 な ら(106a)は 用 い ら れ る が(106b)は 用 い ら れ な い 。

 以 上 で は、 ム ー ド・様 態 の 指 定 を被 る も のが ガ格 名 詞 句 で 表 現 さ れ 、 被 らな い も の

が ト格 名詞 句 で 表 現 さ れ る と い う原 則 が 妥 当 す る例 を 見 た。 が、 こ れ は あ く ま で原

則 に す ぎな い。 た と え ば(123a)で 後 述 す る『彼 が彼 女 と死 に別 れ る 」で は、 「死 ぬ 』と

い う こ とを 様 態 の 指 定 と考 え る限 り、 指 定 を被 る も の は ガ格 名詞 句 の 彼 で は な く、

ト格 名 詞 句 の彼 女 で あ る。

 2章(カ)の 解 釈 が な さ れ る時 は、X'とY'は 、 ム ー ドや 様 態 の指 定 を 等 し く被 る こ

とに な る。 類、 そ の 場 合 で もX'とY'は 、[述 部 が 表 す 動 作 の 典 型 に どれ だ け 近 い 動

作 を 行 うか]に 関 して 差 を 持 つ こ とが で き る。 そ の 時、 典 型 に よ り近 い 動 作 を 行 う も

の が ガ格/ヲ 格 名 詞 句 で 表 現 さ れ る。 ト格 名詞 句 指 示 物 は 当 該 動 作 を 「形 だ け 』「表 面

上 』行 う にす ぎ な い こ と が あ る。 た と え ば 花子 が 一 郎 の 家 庭 教 師 な らば、 通 常(1⑪7a)

と比 べ て(107b)は 用 い 難 い。

(107)a。 一 郎 が 花 子 と勉 強 す る。   (108)a。 ス ター が ス タ ッ フ 達 と く つ ろ ぐ。

  b。 花 子 が 一 郎 と 勉 強 す る 。     b。 ス タ ッ フ 達 が ス タ ー と く っ ろ ぐ 。

(109)a。 一 郎 が 花 子 と 遊 ぶ 。

  b。 花 子 が 一 郎 と 遊 ぶ 。

 こ れ は勉-強餐 とい う述 部 の典 型(未 知 の事 柄 を 学 習 す る な ど)に 、 一 郎 の 動 作 が

よ り近 く、 花 子 の 動 作(指 導)が よ り遠 い と考 え ら れ るか らで あ る。 同 様 に、 ス タ ー

は リ ラ ック ス して お り、 ス タ ッフ達 も 表 面 上 はそ う 装 っ て い るが 、 実 は ス タ ー の 機

嫌 を そ こね な い よ う緊 張 して い る とい う場 合、(108a)と 比 べ て(108b)は 用 い難 い。

これ も 「心 か ら 」く つ ろ ぐ の が ス タ ー で あ つて、 ス タ ッフ 達 で は な い か らで あ る 。 ホ

ス テ ス の花 子 が 業 務 と して、 客の 一 郎 と飲 み 歌 い 笑 い 興 じる とい う 場 合 、(109a)と

比 べ て(109b)が 用 い 難 い こ とも、 同様 で あ る。

 ム ー ドの 指 定 や 様 態 の指 定 は、 文 の[対 称性 】を 下 げ る か、 上 げ も 下 げ も しな い か

で あ る。 極 端 に 下 げた 場 合、 相 互 交 換 が 文 の 適 格 性 を 保 存 しな い(76)(77)の よ う な

ト文 が 生 ま れ る。 但 し、 文 の[対 称 性 」を この よ う な 程 度 に まで 下 げ るの は、 ム ー ド
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の 指 定 で は な く、 様 態 の 指 定 で あ り 、 そ れ も 少 数 に と ど ま る19)。

(76)a. 彼 女 が 女 だ て ら に 彼 と 争 う 。 (77)a.彼 が 男 の く せ に 彼 女 と 争 う 。

b.*彼 が 女 だ て らに 彼 女 と争 う。   b.*彼 女 が 男 の くせ に彼 と争 う。

3,2.3.(92c):出 来 事 成 立 の 結 果X'・Y'間 で 得 ら れ る 一 体 性20>

 こ こ で扱 うの は、(78)(79)の よ うな 例 で あ る。3.1で 述 べ た と お り、 こ れ らは 話 者

に よ っ て は(a)が 適 格 で(b)は 不適 格 で あ る。3.2.3の 考 察 は、 こ の よ う な話 者 の 直観

を 対 象 と した も の で あ り、 全 て の話 者 に等 し く有 効 で は な い こ と を まず 断 って お く。

(78)a.%野 菜 を 白味 噌 と和 え る。   (79)a.%小 麦 粉 を塩 水 と練 る。

  b.%白 味 噌 を野 菜 と和 え る。     b.%塩 水 を 小 麦 粉 と練 る。

 出 来 事 成 立 の 結 果X'・Y'が 分 離 困 難 な 状 態(っ ま り一 体 性 の 高 い状 態)に な る 時、

本 来 道 具 の 役 割 を果 た す も の が、 本 来 か ら事 態 の 中核 的 要 素 で あ っ た も の と同 等 に

扱 わ れ て ト格 で 表 示 さ れ、 ト文 の 適 格 性 が動 機 づ け られ る こ とが あ る。(78a)(79a)

は そ の 具 体 例 とい え る。

(83)a. 野 菜 を 白味 噌 で 和 え る。   (84)a. 小 麦 粉 を塩 水 で 練 る。

  b.*白 味 噌 を 野 菜 で 和 え る。     b.*塩 水 を 小 麦 粉 で 練 る。

 (78a)が 表 す 事 態 と(83a)が 表 す 事 態 は、 外 面 的 に は 一 致 す る が、 表 現 者 の 認 知 が

異 な る。(79a)が 表 す 事 態 と(84a)が 表 す 事態 も同 様 で あ る。 表 現 者 が(83a)(84a)を

用 い る の は、 白 味 噌 や 塩 水 を 純 然 た る道 具 と して 認 知 した場 合 で あ る。 対 して(78a)

(79a)を 用 い る の は、 白味 噌 や 塩 水 を 道 具 と して だ け で な く、 野 菜 や 小 麦 粉 と一 体 と

な る も の と して も認 知 した場 合 と い え る。 こ の よ う な時 、 白 味 噌 は 野 菜 と、 そ して

塩 水 は 小麦 粉 と同 等 に扱 わ れ、(78a)(79a)の 表現 が 動 機 づ け ら れ る。

 以 上 の議 論 に よ れ ば、 助 詞 トは 時 と して、 本来 道 具 の 役 割 を 果 た して い る事 象 構

成 物 を 指 示 す る 名 詞 句 の 格 形 を表 示 す る機 能 を担 う こ と に な る が 、 これ は さ して 意

外 と は 思 わ れ な い。 た とえ ば 英語 で はbyやwithが(110a)と(110b)の 機 能 を 兼任 す る。

少 な く とも 他 の 言 語 で は、1要 素 が(110b)の 機 能 を、(110a)の 機 能 と兼 任 す る こ と

は、 十 分 あ る わ け で あ る2P。

(110)a. 2つ の 事 態 構 成 物 が あ り、 そ れ ぞ れ を 表 す2名 詞 句 の格 形 表 示 が、[表 現

者 が どち らに注 意 を、 よ り向 け る か1に よ っ て 決 ま る 時、 表 現 者 が 注 意 を、

よ り向 け な い事 態 構 成 物 を 表 す名 詞 句 の 格 形 を 表 示 す る機 能

                例 。He iswithher.

b. 道 具 の 役 割 を 果 た して い る事 態 構 成 物 を 表 す名 詞 句 の 格 形 を表 示 す る機 能

                 {列. He draw circles with that pen.

 ト に(110b)の 機 能 を 担 わ せ るX'・Y'の 一 体 性 は 、(111)が 満 た さ れ る ほ ど 、 高 く

認 知 さ れ や す い 。

一28―



(111)a. 事 態 の 回復 可 能 性 が 低 い 。

  b。 表 現 者 が、 事 態 の 成 立 過 程 よ りも成 立 結 果 に比 重 を 置 く。

 (111a)か ら 説 明 す る 。 た と え ば 上 述 の(78a)(79a)の 適 格 性 が 高 く 、(78b)(79b)の

適 格 性 が 低 い と 判 断 す る 話 者 も 、[ホ ウ レ ン ソ ウ に コ マ を ま ぶ し て 混 ぜ る}と い う 出

来 事 を(113b)が 表 現 す る 可 能 性 に 関 し て は 、 否 定 的 に な り が ち で あ る 。(こ こ で は こ

れ を 文 頭 の 「*」印 で 表 す 。)

(112)ホ ウ レ ン ソ ウ を ゴ マ で 和 え る 。 (113)*ホ ウ レ ン ソ ウ を ゴ マ と 和 え る 。

 野 菜 を 白味 噌 で 和 え る と両 者 は 混 然 一 体 とな り、 両 者 を 元 の状 態 に 戻 す こ と は か

な り難 しい が、 ホ ウ レ ン ソ ウ を ゴマ で和 え る 場合 、 両 者 を 元 の状 態 に 戻 す(即 ち ゴ マ

を一 粒 ず っ 除 去 す る)こ とは 比 較 的 容 易 とい つ た、 事 態 の 回 復 可能 性 に 関 す る 差 が 関

与 して い る の で は な か ろ う か。 「庖 丁 を 晒(さ ら し)で 巻 く 」(つ ま り庖 丁 の ま わ り に 晒

を巻 きっ け る)に 対 して 「*庖 丁 を晒 と巻 く」が い え な い こ と に も、 こ れ と 同 様 の 説 明

が考 え られ る。

 次 に(111b)を 説 明 す る。 道 具 と い う 役 割 は、 事 態 成 立 の 過 程 に お い て 果 た さ れ る

役 割 で あ る。 従 っ て 表現 者 が、 事 態 成 立 後 の 状態 に比 重 を置 け ば、 道 具 と い う役 割

は表 現 者 の 内 心 で 過 小 評 価 さ れ、 代 わ っ て一 体性 が 過 大 評 価 され や す くな る。 た と

え ば(78a)よ り も(114)、(79a)よ りも(115)の 方 が、 適 格 との 判 断 は 相 対 的 に得 ら れ

や す い。

(78)a。%野 菜 を 白味 噌 と和 え る。   (79)a。%小 麦 粉 を塩 水 と練 る。

  b.瓢 白 味 噌 を 野 菜 と和 え る。     b。%塩 水 を 小 麦 粉 と練 る。

(114)a嵩 野 菜 を 白 味 噌 と和 え てあ る。 (115)a。 瓢小 麦 粉 を塩 水 と練 って あ る。

  b.%白 味 噌 を 野 菜 と和 え て あ る。   b。%塩 水 を 小 麦 粉 と練 っ て あ る。

 等 位 文(80)(81)が 話 者 に よ って 適 格 性 判 断 が分 か れ る こ とは 既 に 述 べ た が、(116)

(117)の よ う に テ ア ル形 を 用 い る と、 適 格 との 判 断 が 相 対 的 に得 や す い。 こ れ も結 果

重 視 の形 式 の た め 、 泌 と壁 弖 の 類 似 性 が 強 調 さ れ た も の と考 え られ る。

(80)a.%[野 菜 と 白 味 噌(と)1を 和 え る。 (81)a.%[小 麦 粉 と塩 水(と)]を 練 る。

  b.%[白 味 噌 と 野 菜(と)1を 和 え る 。  b.%[塩 水 と 小 麦 粉(と)}を 練 る 。

(116)a.%[野 菜 と 白 味 噌(と)]を 和 え て あ る 。

  b.%[白 味 噌 と 野 菜(と)】 を 和 え て あ る 。

(117)a.%[小 麦 粉 と 塩 水(と)]を 練 っ て あ る 。

  b.%[塩 水 と 小 麦 粉(と)]を 練 つ て あ る 。

 な お(注16)に 述 べ た よ う に、(80)(81)の 等 位文 は、 等 位 接 続 構 造 末 尾 に トが 生 起

し な い 方 が、 す る 方 よ りも 話 者 に認 容 さ れや す い。 同 じ こ とが(116)(117)に も い え

る。 これ ら は2.8に 述 べ た 考 え で説 明 で き る。 っ ま り、 トが 生 起 す る場 合 は 「Xと/Y

と」あ る い は 「Yと/Xと 」の よ う に分 節 さ れや す く、X'・Y'の 一 体 性 が 損 な わ れ や す
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い と い う こ と で あ る 。

 以 上 で は、[事 態 成 立 の 結 果X'・Y'が 高 い 一 体 性 を 得 る こ と]と 、[事 態 成 立 の 過

程 に お い てX㌧Y'が 非 対 称 的 な位 置 を 占め る こ と 】との 競 合 を観 察 し、 話 者 に よ っ

て は前 者 が 後 者 を 抑 え、 適 格 な ト文 を 動 機 づ け る こ とを 見 た。 詳 細 はつ か め て い な

い が、 道 具 の場 合 以 外 に も、 同様 の 説 明 が妥 当 す る の で は な いか と思 わ れ る場 合 が

あ る。

(118)a.*子 供 が 自動 ドア とは さ ま っ た。

  b.%子 供 が、 自動 ド ア とは さ ま っ て動 け な い。

 (118a)よ り も(118b)が 適 格 性 が 高 い と判 断 す る話 者 が 確 認 で き る。 これ も ま た、

一 体 性 の 高 さが 適 格 性 に 与 え る影 響 の 例 とい う こ と にな る の で は な か ろ う か。

 最 後 に、[事 態 成 立 の 結 果X'・Y'が 高 い一 体 性 を得 な い こ と】と、[事 態 成 立 の 過

程 に お い てX'・Y'が 対 称 的 な 位 置 を 占 め る こ と]と の競 合 を観 察 し、 話 者 に よ っ て

は 前 者 が後 者 を 抑 え、 ト文 の適 格 性 を(わ ず か にせ よ)下 げ る と思 わ れ る こ とに 触 れ

て お く。 た と え ば(119)で は、(119a)と 比 べ て(119b)は 微 か な が ら適 格 性 が 低 い よ う

で あ る。 な お この 適 格 性 の 低 さは、(119c)(119d)に は見 ら れ な い 。(120)も 同 様 。

(119)a. 駅 は 学 校 と近 い。     (120)a. 一 郎 は 花 子 と友 達 で あ る。

b.(?)駅 は 学 校 と遠 い。        b.(?)一 郎 は 花 子 と他 人 で あ る。

c. 駅 は 学 校 と は遠 い。       c. 一 郎 は 花 子 とは 他 人 で あ る。

d. 駅 が 学 校 と遠 い こ と      d. 一 郎 が 花 子 と他 人 で あ る こ と

4.ト 文 と二 文 の[対 称 性 】比 較 ・ト文 とカ ラ文 の[対 称性]比 較

 この 章 で は ト文 と二 文 、 ト文 と カ ラ文 に つ い て、 文 の[対 称 性]を 比 較 考 察 す る。

と同 時 に、 弾 当 て 代 換 を成 立 させ る 二 文 や カ ラ文 を、 正 し く位 置 づ け た い。

 2章 で 述 べ た よ う に、 二 文 ・カ ラ 文 は(イ)以 外 の 「等 位 置 」を 表 現 し得 な い の で、 こ

の 章 で は ト文 につ い て も、X'・Y豊 が(イ)の 「等 位 置 」を 占 め る 場 合 に 限 っ て 考 え る。

 まず、 ト文 と二 文 の[対 称 性]比 較 を行 う。 あ ら か じめ 結 論 を(121)に 記 す 。(121f)

は 前 述(75c)同 様 、 そ れ 自体 必 然 的 とは い え な い が、(121a)～(121e)を 説 明 す る 上 で

都 合 が よ く、 ま た 直 観 に も 合 致 す る と思 わ れ、 認 め て お き た い。

(121)a.二 文 は、 文 の[対 称 性 】が 常 に 極 め て 低 い か とい う とそ う で も な い。 具 体 的

に い う と、 述 部 の[対 称性1が 非 常 に高 い場 合、X・Yの 相 互 交 換 は 二 文 に お

い て、 次 の(i)～(iii)を 、 話 者 に よっ て は 全 て保 存 す る こ とが あ る。 こ の 時 、

X'とY'が 互 い に似 てお れ ば(っ ま り後 述 す る、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 け れ

ば)、 対 応 す る 等 位 文 ・ト文 で も(i)～(iii)が 保 存 さ れ る。

(i) 文 の 適 格 性

(ii)表 現 さ れ る事 態 の 客 観 的 事 情17>
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(iii)x'・Y'が 事 態 に お い て 果 た す 役 割22)

b.述 部 の 尉 称 性]が(a)の 場 合 よ り少 し低 くて も、X・Yの 相 互 交 換 は 等 位

 文 ・ト文 だ け で な く、 対 応 す る 二文 に お い て も上 の(i)(ii)を 保 存 し得 る。

 但 しそ れ はX'・Y'が 互 い に 似 て い る場 台 に 限 ら れ る。X'・Y'が 互 い に似

 て い て も(iii)は 保 存 さ れ な い が、 対 応 す る 等 位 文 や ト文 で は保 存 さ れ る。

c. 述 部 の[対 称 性 】が(b)の 場 合 よ り少 し低 くて も、X・Yの 相 互 交 換 は 等 位

 文 ・ト文 だ け で な く、 対 応 す る 二 文 に お い て も(i)を 保 存 し得 る。 但 し そ れ

 は(b)と 同 様 、X'・Y'が 互 い に 似 て い る 場 合 に 限 ら れ る。 X'・Y'が 互 い に

 似 て い て も(ii)(iii)は 保 存 さ れ な い が、 対 応 す る 等 位 文 や ト文 で は保 存 さ

 れ る。

d。 述 部 の[対 称 性]が(c)の 場 合 よ り少 し低 くて も、X・Yの 相 互 交 換 は 等 位

 文 ・ト文 だ け で な く、 対 応 す る 二 文 に お い て も(i>を 保 存 し得 る。 但 し そ れ

 は、X'・Y'が 互 い に似 て い る場 合 に 限 られ る。 X'・Y'が 互 い に似 て い て

 も(ii)(iii)は 保 存 さ れ ず、 こ れ は対 応 す る ト文 で も 同 様 で あ る。 しか し対

 応 す る等 位 文 で は 保 存 さ れ る。

e。 述 部 の[対 称 性]が(d>の 場 合 よ りさ らに低 い場 合 は、X・Yの 相 互 交 換 は

 (i)～(iii)を 全 て 保 存 しな い。 この 時、 対 応 す る 等 位 文 ・ト文 は(適 格 で あ

 る と して も)(イ)の 解 釈 を持 た な い。

f。 ト文 は 対 応 す る 二 文 よ り、 文 の[対 称 性]が 高 い。

g. 述 部 の[対 称 性]が 低 く、 対 応 す る 等位 文 や ト文 が(イ)の 解 釈 を持 た な い に

も か か わ らず、x・Yの 相 互 交 換 が(i)(ii)を 保 存 す る 二 文 ・カ ラ 文 が あ る

(但 し(iii)は 保 存 しな い)。 こ れ は述 語 句 が 有 して い る2用 法 に よ る も の で、

文 の[対 称 性]は 見 か け上 高 いが、 用 法 ご とに 見 れ ば 低 い 。

 (121)で は、 述 部 の[対 称 性]や 述 語 句 の[対 称性]が 問 題 に な っ て い る の で、 両 者 に

っ い て 説 明 して お く。 た と え ば 二 文 にお け るX・Yの 相 互 交 換(122)が 文 の適 格 性 を

保 存 しな い の は、 述 語 句 麹 が ガ 格 名 詞 句 指示 物 に 対 して 固体 で あ る こ とを 指 定

し、 二 格 名 詞 句 指 示 物 に 対 して液 体 で あ る こ とを 指 定 す る か らで あ る。 同 じく 二 文

に お け るX・Yの 相 互 交 換(123)が 、 表 現 され る事 態 の 客 観 的 特 性 を保 存 しな い の は、

述 語 句 死 に別 れ る が ガ 格 名 詞 句指 示 物 に対 して、 結 果 と して 生 き 残 る こ と を指 定 し、

二 格 名 詞 句 指 示 物 に 対 して、 結 果 と して 死 ぬ こ と を指 定 す る か らで あ る。

(122)a.荷 物 が水 に 浸 か る。     (123)a.彼 が 彼 女 に死 に別 れ る。

  b. 水 が 荷 物 に浸 か る。        b. 彼 女 が 彼 に死 に 別 れ る。

 [文 が 適 格 で あ る た め にX'に 対 して な され る述 語 句 の 指 定]と[文 が 適 格 で あ る た

め にY'に 対 して な さ れ る述 語 句 の 指 定]が 均 等 で あ る度 合 い を、X'とY'に 対 す る

述 語 句 の[対 称 性]と 考 え れ ば、(122)の 浸挫 ・(123)の に1れ る は、 そ れ ぞ れ[対
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称 性1が 低 い。 述 部 とは 述 語 句 に副 詞 句 を任 意 的 に付 加 した も の で あ る か ら(注1参 照)、

述 部 の[対 称 性 亅が 高 い と は、 述語 句 の[対 称性]が 高 く、 且 っ 副 詞 句 が そ の 高 さ を 低

め な い と い う こ と で あ る。 述 部 や 述 語 句 の[対 称 性]に つ い て の説 明 は こ れ で終 わ り、

以 下(121)を 順 に見 て い く が、(121a)の(iii)に つ い て は 説 明 は後 に まわ す 。

 ま ず(121a)に つ い て。 相 当 数 の 話 者 に とっ て、[静 止 して い る赤 玉 に 向 か っ て 白玉

が 動 き、 両 者 が 衝 突 す る 】とい う事 態 は、(124a)だ け で な く(124b)で も表 現 可 能 で あ

る。 ま た相 当数 の 話 者 に と っ て、[静 止 して い る 赤 玉 に向 か っ て 白玉 を動 か し、 両 者

を衝 突 させ る]と い う事 態 は、(125a)だ けで な く(125b)で も 表 現 可 能 で あ る。 っ ま り

(124)(125)に 弾 当 て 代 換 の 成 立 を認 容 す る話 者 が 相 当数 確 認 で き る。

(124)a. 白 玉 が 赤 玉 に 当 た る。    (125)a. 白玉 を 赤 玉 に 当 て る。

  b. 赤 玉 が 白 玉 に 当 た る。       b. 赤 玉 を 白 玉 に 当 て る。

 こ れ ら の 話 者 に と っ て 宜 玉 と 丞 玉 の 相 互 交 換 は 、 少 な く と も(121a)の(i)(ii)を 保

存 す る こ と に な る 。 且 っ 、 対 応 す る 等 位 文 ・ト 文 に お い て も(126)(127)の よ う に 、 相

互 交 換 は(121a)の(i)(ii)を 保 存 す る 。

(126)a.[白 玉 と 赤 玉(と)]が 当 た る 。  (127)a.白 玉 が 赤 玉 と 当 た る 。

  b.[赤 玉 と 白 玉(と)]が 当 た る 。    b.赤 玉 が 白 玉 と 当 た る 。

 既 に述 べ て き た よ う に、 弾 当て 代 換 の 認容 にっ い て は 、 話 者 間 の 差 が 著 しい。 そ

して ま た、 こ れ ま で に 充 分 な デ ー タが 紹 介 さ れ て い る と も い い難 い。 従 っ て、 こ こ

で 弾 当 て 代 換 を 認 容 しな い話 者 の た め に、(124)(125)と 類 似 す る 様 々 な 実 例 を 挙 げ、

弾 当 て代 換 を認 容 す る話 者 の存 在 につ い て 了解 を得 てお き た い。

 (124)と 類 似 す る 自 動 詞 文 の 実 例 を(128)～(171)に 、(123a)と 類 似 す る 他 動 詞 文 の

実 例 を(171)～(181)に 挙 げ る 。(但 し 改 行 に つ い て は 原 典 に 忠 実 で は な い 、) こ れ ら

が(121a)の 例 で あ る23)。

(121a) 二 文 は 、 文 の[対 称 性]が 常 に 極 め て 低 い か と い う と そ う で も な い 。 具 体 的

に い う と、 述 部 の[対 称性 】が非 常 に高 い場 合 、X・Yの 相 互 交 換 は 二 文 に お い

て、 次 の(i)～(iii)を 、 話 者 に よ っ て は 全 て 保 存 す る こ とが あ る。 こ の 時、

X'とY「 が 互 い に似 て お れ ば(っ ま り後 述 す る、 名 詞 句 の[対 称 性 】が 高 け れ ば)、

対応 す る 等 位 文 ・ト文 で も(i)～(iii)が 保 存 さ れ る 。

(i) 文 の 適 格 性

(ii)表 現 さ れ る 事 態 の 客 観 的 事 情17)

(iii)x'・Y'が 事 態 に お い て 果 た す 役 割22)

(128) ク ラ ブ ヘ ヅ ドの フ ェ ー ス に ボ ー ルが'た る 瞬 間 の こ とを イ ンパ ク トとい い ま

  す。 こ の 瞬 間 が 、 打 球 のす べ て を 決 定 しま す。

  [榎 本 七 郎(監 修)1991『 女 性 の ゴ ル フ ・レ ッ ス ン 』,東 京:ナ ツ メ 社,68.]

(129) "ダ ウ ン ・ブ ロ ー に 打 つ"と い え ぱ 、 た だ ヘ ッ ド を 叩 き 下 ろ す 動 作 を す れ ば よ
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い と 思 い 、 フ ェ イ ス の 真 芯 で ボ ー ル を 打 つ こ と を 忘 れ が ち で す 。 フ ェ イ ス の 中

心 に ボ ー ル が'た ら な け れ ば 、 な に も ム リ を し て タ ー フ を と る こ と は な く 、 芝

の 抵 抗 を 受 け る だ け 損 を す る わ け で す 。

[今 井 汎1991『 基 本 ベ ス ト ゴ ル フ 』(ゴ ル フ のABC改 題)[7版],東 京:金 園 社,189.]

(130) ク ラ ブ ・フ ェ イ ス の 芯 に ・が'た る こ と が 第 一 。 タ ー フ の 取 り 方 が 浅 く て

  も 十 分 に バ ッ ク ・ス ピ ン は か か る 。 [同 上,193.】

(131) 逆 に ボ ー ル の 位 ―置 が,右.足fト.竇.り ―す ―ぎ る24)と 、 イ ン パ ク ト で ク ラ ブ の ヒ ー ル

  の ほ う に ボ ー ル が'た っ て 、 と ん で も な い ミ ス ・シ ョ ッ ト に な る 。[同 上,250.1

(132) マ ー テ ィ ー と ポ ー ル は カ ン ト リ ー ・ク ラ ブ で ゴ ル フ を し て い た 。 き よ う の マ

  ー テ ィ ー は こ と の ほ か 不 調 で 全 然 ク ラ ブ に ボ ー ル が 当 た ら な い 。 空 振 り を く り

  か え し た あ げ く 、 腹 を 立 て て[後 略 】25>

  [ラ リ ー ・ワ イ ル ド(著)・ 浅 倉 久 志(訳)1986世 界 の ジ ョ ー ク 集 ⑤ 『ゴ ル フ ・

  ジ ョ ー ク 集 』,光 文 社 文 庫,東 京:光 文 社,169.】

(133) そ の と き 、 車 の 扉 が 手 前 に 揺 れ 動 い て 、 フ ィ ッ シ ャ ー の 肩 に あ た っ た 。[中

  略]フ ィ ッ シ ャ ー は 、 な に や か や 、 文 句 た ら た ら 、 扉 に ぶ っ か っ た 肩 を さ す っ

  て い た 。[エ リ ッ ク ・ア ン ブ ラ ー1962・ 宇 野 利 泰(訳)1976『 真 昼 の 翳 』,ハ ヤ カ ワ

  ・ミ ス テ リ 文 庫,東 京=早 川 書 房,284-6.】

(134)[木 箱 が 積 ん で あ る 小 屋 で の 情 事 風 景1

   チ ャ ー リー はふ た た び 彼 女 にキ ス しは じめ た。 ビー ル の 木 箱 の 角 が 尻 に 当 た

  る の を 感 じて、 今 度 は 少 しお と な し く した。 [ジ ェ フ リー ・ア ー チ ャ ー1991・

  永 井 淳(訳)1991ぽ チ ェ ル シー ・テ ラ スへ の 道 』(上),新 潮 文 庫,東 京:新 潮 社,67.]

(135) 彼 を 軍 法 会 議 に か け るべ き だ と考 え る 者 が 大 勢 い た が、 た だ 一 人 の 目撃 者 で

  あ る プ レス コ ッ トニ 等 兵 が、 味 方 の 塹壕 まで あ と数 ヤ ー ド とい う と こ ろ で 遯

  弾 に 当 た っ て 戦 死 し て し ま っ た 。  [同 上,424.]

(136) ダ ニ エ ル ・ト ラ ン パ ー が 流 れ 弾 に 当 た っ て 死 ぬ の は 大 歓 迎 だ つ た が 、 チ ャ ー

リ ー ・ト ラ ン パ ー に は 生 き て い て も ら い た か っ た 。

[ジ ェ フ リ ー ・ア ー チ ャ ー1991・ 永 井 淳(訳)1991『 チ ェ ル シ ー ・テ ラ ス へ の 道 』

(下),新 潮 文 庫,東 京:新 潮 社,137-8.]

(137) … … な お も 人 さ し指 と 中指 を深 々 と差 し入 れ て く じれ ば、 丸 い 柔 々 した 古 継

  ぎ の よ う な も の が 匕 に'た り… …。

[多 淫 山 人(著)・ 喜 多 川 歌 麿(画)1800?『 常 陸 帯 』 ・佐 野 文 哉(訳)1990『 浮 世 の

お ん な 』[再 版 】,二 見 文 庫,東 京:二 見 書 房,224.]

(138) 小 島:広 島 市 内 で す か。

   田 口:市 内、 た ま た ま家 の 中 に い たの でね、 商  ,に はWた っ て い な い。

     私 の 家 の前 で 光 に 当 た っ た 人 は重 傷 で した。   [小 島 輝 正1984
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   『素 顔 の 大 学 教 師 た ち ―小 島 輝 正 対談 授 業 』,神 戸:神 戸 出 版 セ ン タ ー,10.}

(139) 一 九 五 四 年 一 一 月 三 〇 日、 ア メ リカ の ア ラ バ マ州 に す む ホ ッジ ス 夫 人 は 昼 食

を 終 え た 午 後 の ひ と とき いっ も の よ うに 居 間 の 長 椅 子 に体 を横 た え て 午 睡 を と

つ て い た。 す る と、 そ こ にバ リバ リ ドシ ン とす さ ま じい 音 が して、 夫 人 は び っ

く り仰 天 して とび 起 き た。 【中略]そ れ か らす こ し して 腰 に 痛 み を 感 じた。[中

略]イ ン に ぶ つ か っ て けが を した とい う記 録 は、 現 在 ま で の と こ ろ こ れ 一 っ

で あ る。              [壷 内 宙 太 と ス ペ ー ス探 査 室(編)1990

『宇宙 の 謎 面 白す ぎ る雑 学 知 識 』,青 春BEST文 庫,東 京:青 春 出 版 社,120.】

(140) いず れ に して も、 手 球 に 当 た っ た的 球 は、 手 球 の 中 央 が 当 た っ た とき と 同 じ

  よ う に、 手 球 と的 球 の 中心 を結 ん だ方 向 に進 み ます 。

  [赤 垣 昭1991『 ビ リ ヤ ー ド入 門 』,東 京:金 園 社,108-9.]

(141) イ ン パ ク トimpact  ク ラ ブ ・フ ェ イ ス に ボ ー ル が 当 た る 瞬 間 。

  [山 野 孝 俊1988『 初 歩 の ゴ ル フ 』,東 京:西 東 社,221.GOLF WORDS(用 語 解 説)]

(142) ス イ ー ト ・ス ポ ッ トSweet spot  ク ラ ブ ・フ ェ イ ス の 芯 で 、 こ こ に ボ ー ル

  が'た つ た と き い ち ば ん よ く 飛 ぶ 。 [同 上,223.]

(143) ク ラ ブ の 根 元 に 当 た る と、(ボ ー ルは 一 定 延 注)直 角 に右 に 飛 び ま す。

  [金 井 清 一(監 修)1990『 ワ ン ポ イ ン ト・ゴ ル フ ア イ ア ン の 完 全 攻 略 』,東 京:(有)

   土 屋 書 店,22.(図 の 説 明)]

(144) クラ ブ の シ ャ フ ト とヘ ッ ドの 付 け根 あ た り に(ボ ー ル が 一 定 延 注)当 埜 の

  が 原 因 で、 通 常 シ ャ ン ク とか ソ ケ ッ トとか い わ れ ます 。[同 上,22.]

(145) そ れ が ひ ど い と き は(ボ ー ル は 一 定 延 注)ク ラ ブ フ ェ ー ス の 付 け根 に 当 た り、

  シ ャ ン ク に な る こ と も あ りま す。 [同 上,150.]

(146) シ ャ ン ク  ク ラ ブ ヘ ッ ド の が 差 し 圦 ん で あ る 。 に ボ ー ル が'た る こ と 。

  ソ ケ ッ ト と も い う 。  [同 上,157.(用 語 解 説)1

(147) っ ま り 、 理 想 的 な ポ ケ ッ ト ・ス ト ラ イ ク と は ボ ー ル が 直 接 ヒ ヅ ト す る の は ①

③ ⑤ ⑨ ピ ンの 四 本 だ け で、 他 は ヒ ッ トさ れ た ピ ンに 当 っ て 倒 れ て い くの で す 。

【須 田 開 代 子1990『 ボ ウ リ ング 入 門 』,東 京:成 美 堂 出 版,51.]

(148) そ の た め ク ラ ブ の 返 り が 遅 れ 、 ヒ ー ル と シ ャ フ ト の つ け に 丑 が'た っ て ソ

ケ ッ ト に な り ま す 。 [田 原 紘1987『 ゴ ル フ こ こ を 治 し た い 』,ゴ マ ポ ケ ッ ト,

東 京:ご ま 書 房,48シ ョ ー ト ア イ ア ン ソ ケ ッ ト を 治 し た い]

(149) 素振 りの と き、 倍 の 距 離 を 打 つ つ も りで や る とち よ う ど い い の で す が、 そ う

  は い っ て も、 しっ か り打 て とい う の は、 な か な か む ず か しい も の。 そ こで、 ボ

  ー ル が フ ェ イ ス に'た る瞬 間、 頭 を ク イ ッ と右 に 向 け て み て 下 さ い。

  [同 上,60パ ター  シ ョー トパ ッ トを確 実 に 入 れ た い]

(150)勝 っ た ほ う が 代 表 権 を 得 る こ の 試 合 、 ブ ラ ジ ル が1-0で リ ー ド し た 後 半25分 、
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観 客 席 か ら"ベ ンガ ラ(発 火 筒)"が 投 げ込 ま れ、 こ れ が チ リの ゴ ー ル キ ー パ ー、

ロ ハ ス を 直 撃 。 首 か ら肩 に か け て 血 だ らけ に な っ て 倒 れ込 ん だ ロ ハ ス は 、 チ ー

ム メー トに 抱 き か か え られ て退 場。 チ リは 全 員 が 控 え 室 に 引 き あ げ て しま っ た。

そ して 、 ブ ラ ジル の 警 備 が 不 完 全 だ っ た と して、FIFA(国 際 サ ッ カ ー 連 盟)に

「第3国 で の 再 戦 」を 申 し入 れ た。 こ れ に対 して、 ブ ラ ジ ル側 は 「ロ ハ ス は 発 火

筒 に 当 た っ て い な い。 血 だ と い わ れ るの は赤 チ ン に 間 違 い な い 」と、 旗 色 が悪

く な つ た チ リ 側 の 仕 掛 け だ っ た こ と を主 張 。  [び つ く り デ ー タ情 報 部[編]

1991『 ス ポ ー ツ(珍記 録 ウソ の よ う な 本 当の 話 』,東 京:(株)青 春 出版 社,44-5.]

(151) 「金 メ ダ ル の た め に、 こ こ まで や る の?」 と世 界 中 を あ き れ さ せ た の は ソ 連 の

  近 代 五 種 達 手、 ポ リス ・オニ シ ェ ン コだ っ た。76年 モ ン トリ オ ー ル 大 会 の 近 代

  五 種 の2番 目 の 競 技、 フ ェ ン シ ング(エ ペ)で 、 彼 の、 と ん で も な い イ ン チ キ が

  バ レて し まっ た の だ。 英 国 の ジ ム ・フ オ ック ス との 対 戦。 オ ニ シ ェ ン コ が 突 き

を 入 れ た 時 、 フ ォ ッ ク ス は 剣 に 触 れ ず に 飛 び さ が っ た 。 そ れ な の に 、 オ ニ シ ェ

ン コ の 突 き が 決 ま っ た こ と を 示 す ラ ン プ が っ い た 。 [同 上,106。]

(152) 野 球 で 、 フ ァ ウ ル ボ ー ル を 、 手 に し た バ ッ ト に 再 び 当 て る と 、 守 備 妨 害 を と

  ら れ て 、 バ ッ タ ー は ア ウ ト に な る 。"二 度 打 ち 弱の ケ ー ス だ が 、 こ れ が ゴ ル フ の

世 紀 の 大 舞 台、1985年 の 全 米 オ ー プ ン選 手 権 の 最 終 日(4日 目)に 起 き た。[中

略]ク ラ ブ さ ば き の 冴 え を 失 っ て い た 陳 志 忠 は、 こ こ か ら起 死 回 生 の ミ ラ ク ル

・アプ ロ ー チ を 狙 つ た が、 こ こで ス ウ ィ ン グ した ク ラブ に ボ ー ル が 二 'た つ

て し ま つ た26)。 た っ た ひ と 振 り で も 、 ボ ー ル が ク ラ ブ に 二   す れ ば26)、

2打 分 に 数 え ら れ る た め 、1打 分 ム ダ 打 ち に な る わ け だ 。 [同 上,121-2。]

〈153) 「OB杭 な ど の"判 定"は?』 大 き な 試 合 や プ ロ ・ト ー ナ メ ン ト と な る と2本

  の 杭 の 内 側 か ら ヒ モ を 張 つ て 、 そ の ヒ モ に 球 が 触 れ る か ど う か で 判 定 す る27)。

  [三 木 重 信1989『 図 解 ゴ ル フ ル ー ル 』,東 京:日 本 文 芸 社,45.]

(154) 「ス イ ン グ に 邪 魔 に な る樹 木 を … … 」  林 の 中 に 打 ち込 む と、 張盤 小

  枝 や 小 さ な木 が ク ラ ブ に触 れ る こ とが 多 い28)。 ス イ ン グ と は た い へ ん微 妙 な

も の で 、 振 り 上 げ た と き に 、.ほ ん の わ ず か に 触 れ る だ け で も 、 も う 正 確 な リ ズ

ム を 崩 し て し ま い ミ ス ・シ ョ ッ ト と な っ て し ま う 。 [同,74.]

(155) 核 物 質 水 に触 れ た29)[朝 日新 聞(関 西版)1989年5月15日 夕 刊 第 一 面 見 出 し]

(156)松 阪 は 起 き あ が っ た。 部 屋 の 一 隅 の本 棚 に は、 若 い こ ろ か ら の 読 書 歴 を 物 語

  る 書 籍 が、 雑 多 に 並 ん で い る。 灯 を 点 け、 河 童 関 係 の 本 を捜 した。[中 略]松

坂 の手 に 触 れ たの は、 『岩 手 の 伝 説 』(平 野 直 ・津 軽 書 房 刊)と い う 本 だ っ た。

[斎 藤 栄1991『 河 童 殺 人 事 件 』,光 文 社 文 庫,東 京:光 文 社,149.]

(157) 本 官 は しゃ が ん で あ た りを 見 回 す。 も うひ とつ の 台 座 は ば ら ば ら に 吹 き飛 ば

  さ れ て い る が、 穴 の あ い た砂 袋 の 陰 に男 がひ と り い る。 男 は砂 袋 に ピ ス トル を
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載 せ 、 本 官 を 狙 っ て い る。 本 官 は か た わ らの 機 関 銃 を 調 べ る。 銃 口 は空 の ほ う

を 向 い て い る。 装 填 さ れ た き らき ら光 る弾 帯 が ま だ 残 っ て い る。 本 官 は機 関 銃

の 背 後 に しゃ が み、 グ リ ップ に手 を か け て 引 き 上 げ る と、 銃 身 が さ っ と下 が っ

て くる 。 本 官 の 直 前 の 砂袋 に 弾 が も う一 発 食 い 込 む。 相 手 が 照 準 に合 う。 本 官

は 親 指 で 発 射 ボ タ ン を しっ か り と押 え、 しば ら く離 さ な い。 相 手 の 砂 袋 は 分 解

し、 ろ く で な しも ば らば らに な る。       [A.」.ク ィネ ル(著)1986・

大 熊 栄(訳)1986『 サ ン ・カ ル ロ の 対 決 』,新 潮 文 庫,東 京:新 潮 社,391―2.]

(158) シ ャ ン ク は ネ ッ ク に 当 た っ て 右 へ 直角 に近 く飛 び 出 す 球 だ が、 ビギ ナ ー の 場

合 右 へ 球 が 押 し出 る の は ほ と ん どプ ッシ ュ ボ ー ル で あ る。

  [山 本 増 二 郎1987『 ゴ ル フ 完 全 マ ス タ ー 』,東 京:廣 済 堂 出 版,116.]

(159) ネ ッ ク に 当 た る と シ ャ ン ク に な る [同 上,120.図 の 説 明]

(160)近 く 立 っ て も ク ラ ブ ヘ ッ ド の 先 端 に 球 が 当 た る

  [浜 仲 吾1987『 ゴ ル フ ・悩 ん だ と き読 む本 』,東 京:(株)ナ ツ メ社,55.見 出 し]

(161)近 く立 っ た か ら ク ラ ブヘ ッ ドのつ け根 の ほ う に(ボ ー ル が ― 定 延 注)当 埜

  とは 限 ら な い。  [同 上,55.本 文]

(162) 一 般 に ク ラ ブ ヘ ッ ドの先 端 が 地 面 か ら離 れ 過 ぎ る と、 イ ンパ ク トで は ク ラ ブ

フ ェ ー ス の ツ ケ根 の ほ うに球 が 最 初 に 当 た り、 フ ェ ー ス が か ぶ っ て フ ッ ク が 出

  や す い 。  [同 上,68.1

(163) 両手 だ け を 目標 方 向 へ突 き 出 そ う と した り、 右 ピ ザ を 目標 よ りも 右 に押 し出

す と、 打 球 は ク ラ ブ の ネ ック(ツ ケ 根)に 当 た っ て、 い き な り右 に飛 び 出 す ソ ケ

  ッ ト か 、 そ の 症 状 が 軽 け れ ば 目 標 よ り も 右 に 飛 ぶ 。  [同 上,144.]

(164) ツ ケ に(ボ ー ル が ― 定 延 注)当 雄 と シ ャ ン ク に な る [同 上,193.】

(165) ま た 、 ア ル タ ス メ タ ル は 、 フ ェ イ ス に ダ ブ ル ロ ー ル 設 計 と い う 、 ひ と っ の ロ

フ トに 対 して 上 部 と下 部、 そ れ ぞ れ に異 な る ロ ー ル を設 け、 ハ ー フ トップ 気 味

の ボー ル で も 浮 力 が 得 られ る設 計 に なつ て い る。 上 部 の ス イ ー トス ポ ッ トで 捕

え た ボ ー ル は 最 大 の初 速 で 飛 び 出 し、 下 部 に 当 た っ た 場 合 で も比 較 的 自然 に ボ

ー ル が 上 が っ て く れ る の で あ る。

[『 パ フ ィ 』1991年7月 号,東 京:(株)ソ ニ ー ・マ ガ ジ ン ズ,46.]

(166) オ フ セ ン タ ー ヒ ッ ト。 っ ま り ボ ー ル が ス イ ー ト ス ポ ヅ ト に'た ら な か っ た 場

合 、[後 略1         【 『パ フ ィ 別 冊 ゴ ル フ ク ラ ブ ・カ タ ロ グ1991』

東 京:(株)ソ ニ ー ・マ ガ ジ ン ズ,119.】

(167) イ ン パ ク ト は ア ド レ ス の 再 現 と い う こ と を 考 え る と、 イ ン パ ク ト で ボ ー ル が

  ヒ ー ル に 当 た り 、 ス ラ イ ス や 引 っ か け が 出 て し ま う 。

  [『 ア ル バ ト ロ ス ・ビ ュ ー 』1991年102号,東 京:(株)ス タ ジ オ ・シ ッ プ,6.1

(168) ヒ ー ル 寄 り に セ ッ ト す る と 、 ス イ ー ト ス ポ ッ ト よ り 少 し ヒ ー ル り に ボ ー ル
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  墜 彑、 ク ラ ブ の 機 能 を 十 分 か つ 正 しく活 用 で き る。  [同 上,6.]

(169) た とえ ば、 テ ー ブ ル の ク ロ ス面 に、 ③ か ら⑮ まで の ボ ー ル が 残 っ て い る場 台 、

第 一 的 球 は 当 然 ③ ボ ー ル にな り ます か ら、 ③ ボ ー ル を狙 っ て シ ョ ッ ト しま す。

そ して、 そ の ③ ボ ー ル に 当 た っ て⑩ ボ ー ルが ポ ケ ッ トに 落 ち た 場 合 は セ ー フ と

な り 、10点 の 得 点 と 、 プ レ イ が 続 行 で き ま す 。

[牧 田 尚 文1989『 図 解 早 わ か り ポ ケ ッ ト ビ リ ヤ ー ド 』,東 京=日 東 書 院,52-3.]

(170) シ ャ ン ク  ア イ ア ンの 柄 の つ け根 に ボ ー ル が 当 た る こ とを い い ます が 、

 ソ ケ ッ ト と同 じです 。

  [山 本増 二 郎1990『 初 歩 の ゴ ル フ 上 達 法 』,東 京:有 紀 書 房,223.用 語 解 説.]

(171) ソ ケ ッ ト と は 、 ク ラ ブ ・フ ェ イ ス に 当 た ら ず に 、 シ ャ フ ト と フ ェ イ ス の

  合 部 分 に ボ ー ル を 当 て る こ と を 言 い ま す 。 [同 上,153.]

(172) ま ず 、 初 心 者 は ボ ー ル を 飛 ば す こ と よ り も 、 ク ラ ブ ・フ ェ イ ス に ま と も に'

  て る こ と が 肝 心 で す 。 [同 上,46.】

(173) っ ま り、 膝 の送 りで ボ ー ル を 運 ぶ よ う なつ も りで シ ョ ッ ト して お く こ とが コ

  ツ に な る。 ク ラ ブ ・ヘ ッ ドを 打 ち 込 む必 要 は な い。 パ ッ テ ィ ン グ の 要 領 で ク ラ

  ブ ・フ ェ ー ス に 当 て て い くだ けで よ い。 手 首 を使 わ な い よ う に す る の も、 ラ ン

  の 出や す い ボ ー ル に す る ため だ。

  [山 本 増 二 郎1987『 ゴ ル フ 完 全 マ ス タ ー 』,東 京:廣 済 堂 出 版,124.]

(174) リ プ レ ー スReplace ル ー ル に し た が つ て ボ ー ル を 元 の 位 置 に 置 き 直 す こ

  と 。 プ レ ー ス と は 意 味 が 違 う の で 注 意 。 グ リ ー ン 上 で(競 技 者 に よ っ て 一 定

延 注)ほ か の ボ ー ル に'て ら れ て か さ れ た ボ ー ル は リ プ レ ー ス す る 。

  [山 野 孝 俊1988『 初 歩 の ゴ ル フ 』,東 京:西 東 社,228.GOLF WO⑳S(用 語 解 説)]

(175) シ ョ ー ト ア イ ア ン は と く に ダ ウ ン ブ ロ ー に 打 つ こ と が 習 慣 づ け ら れ て い る た

め テ ィ ー シ ョ ッ ト で も 同 じ よ う に シ ョ ッ ト し が ち で 、 ボ ー ル の か な り 下 面 を ヒ

ッ ト す る よ う な 感 じ に な り 、 そ の 分 の ズ レ が 、 と き に ―ク ラ ブ の 根 っ こ に ボ ー ル

艷 こ と にな っ て シ ャ ン ク が 多 くな る の で す。

[金 井 清 一(監 修)1990『 ワ ン ポ イ ン ト・ゴ ル フ ア イ ア ン の 完 全 攻 略 』,東 京:(有)

土 屋 書 店,32.]

(176) パ タ ー の 芯 は 、 シ ャ フ ト を 片 手 で 持 っ て フ ェ ー ス に ボ ー ル を'て て み る と わ

  か る 。 フ ェ ー ス の 一 点 に ボ ー ル を'て て も 、 シ ヤ フ ト に 響 か な い と こ ろ が あ る 。

  そ れ が パ タ ー の 芯(ス イ ー ト ス ポ ッ ト)で あ る 。 こ の 部 分 で ボ ー ル の 芯 を 打 っ の

  で あ る 。3。)        [『 ゴ ル フ ・ト ウ デ イ 』1991,恥.4(6月18日 号)

  東 京:日 本 ヴ オ ー グ&ス ポ ー ツ マ ガ ジ ン 社,37.]

(177)浅 野 ゆ う子 さん が 川 奈 ホ テ ルGCで 行 わ れ た フ ジサ ンケ イ ・ク ラ シ ック で、

  昨 年 に続 き ジ ャ ン ボ尾 崎 と組 ん で プ ロ ア マ戦 に 出場 した。2番 ホ ー ル か ら ス タ
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一 ト した が、 い き な りテ ィ シ ョ ッ トを カ メ ラ マ ンの 列 に ぶ ち 込 み、 「こ の 人、

お 笑 い の 人 で す か 」 と ジ ャ ン ボ にか らか わ れ る始 末。 で も、 「い う とお り に で

き な い と、 も う口 を き い て や ら な いそ と脅 か さ れ ま した が、 実 際 は よ く教 え て

く れ ま した 」 とゆ う子 さ ん は ジ ャ ン ボ を立 て て い た 。18番 ホ ー ル で は、 ゆ う子

さ んの ア プ ロ ー チ が グ リー ン を はず す と、 ジ ャ ンボ が 知 ら ん ぷ り して(浅 野 の

ボ ー ル を 自 分 の 一 定 延 注)足 豊 グ リー ン オ ン。 「オ レは 女 性 に は優 しい

ん だ 」 と は ジ ャ ンボ の 弁。 しか し、 本 番 で は 予 想 外 の 予 選 落 ち で ガ ッ ク リ。 こ

れ に は、 ゆ う子 さ ん も 自分 の こ との よ う に シ ョ ッ ク を 受 けて い た。[同 上,86.]

(178) 'の に'て た' の 31)は 、 想 像 ど お り 、 記 憶 ど お り 、 柔 ら か か つ た 。

  彼 女 の 髪 の 新 鮮 な 匂 い 、 肌 の 若 々 し い 滑 ら か さ は 、 彼 を い た く 興 奮 さ せ た 。 こ

ん な興 奮 は、 結 婚 前 に リン ダ と交 際 を始 め た 時 以来 、 感 じた こ と が な か っ た。

車 の 窓 ガ ラ ス を 下 げ、 ジ ュ デ ィ は ク ッシ ョ ンの あ る 窓 枠 に後 頭 部 を の せ て、 ジ

ェ フの キ ス を 受 け た。 ラ ジ オ で ア ン デ ィ ・ウ ィ リ ア ム ズ が 『酒 と バ ラの 日 々 』

を 歌 っ て い た。 そ して、 ドッグ ウ ッ ドの 花 の 香 り と、 ジ ュ デ ィ の 柔 らか い 清 潔

な 肌 の 匂 い が 混 ざ り合 つ た。 彼 らは、 キ ャ ン パ ス か ら一 マ イ ル ほ ど離 れ た 並 木

路 に車 を 停 め た の だ つ た。 バ ー を 出 た後 、 ジ ュ デ ィが こ こ に導 い た の で あ る。

(彼 と は ジ ェ フ、 彼 女 と は ジ ュ デ ィ を指 して い る 一 定 延 注) [ケ ン ・グ リム ウ

ッ ド1986(著)・ 杉 山高 之(訳)1990『 リプ レ イ 』,新 潮 文 庫,東 京:新 潮 社,45-6.]

(179) バ ン カ ー シ ョ ッ トは砂 の 爆 発 に よ っ て ボ ー ル を 出 す 訳 だ け ど、 そ の爆 発 の ポ

  イ ン トは 左 足 カ カ トの 延 長 線 上 に、 ソー ル が 砂 に ぶ つ か る ポ イ ン トを持 っ て く

  る こ と。 だ か らボ ー ル の位 置 は 当 然 左 足 の カ カ トよ り更 に 左 側 に あ る こ と に な

  る。 ボ ー ル か らソ ー ル にぶ つ ウ るポ イ ン ト32)ま で は、2セ ン チ が メ ド。 た だ

  し、 こ の2セ ンチ は あ くま で も 目安 で あ っ て、 そ の 距 離 は経 験 に よ っ て 自分 自

  身 でっ か む こ とだ。

  [『 ニ ブ リ ッ ク 』1991年8月 号,東 京:日 本 ス ポ ー ツ企 画 出版 社,123.]

(180) 矯 正 法 と し て は 、 シ ョ ー ト ア イ ア ン で ハ ー フ シ ョ ッ ト を 繰 り 返 し、 フ ェ ー ス

  の 芯 に(ボ ー ル を 一 定 延 注)当 て る 練 習 が い い で し よ う 。  [同 上,132.]

(181) イ ン パ ク ト の 時 、 ボ ー ル を ス イ ー ト ス ポ ッ ト に 当 て る33)こ と が 、 ゴ ル フ の

  絶 対 条 件 な の だ か ら 、 至 極 、 当 然 の 理 屈 で あ る 。

[『 ア ル バ ト ロ ス ・ビ ュ ー 』1991年102号,(株)ス タ ジ オ ・シ ッ プ,6.]

 続 い て(121b)の 説 明 に移 る。

(121b) 述 部 の[対 称 性]が(a)の 場 合 よ り少 し低 くて も、 X・Yの 相 互 交 換 は等 位

文 ・ト 文 だ け で な く 、 対 応 す る 二 文 に お い て も 上 の(i)(ii)を 保 存 し 得 る 。

但 し そ れ はX'・Y'が 互 い に 似 て い る 場 合 に 限 ら れ る 。X'・Y'が 互 い に 似
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て い て も(iii)は 保 存 さ れ な い が、 対応 す る 等 位 文 や ト文 で は 保 存 さ れ る。

 述 部 並 行 して い る は、2個 の事 態 構 成 物 に対 す る 指定 が移 動 可 能 性 の 点 で、 以 上

の 当埜 ・ぶ つ か る な ど よ り相 対 的 に 不均 等 で あ り、[対 称 性]が や や 低 い。X・Yの

相 互 交 換 は(182)に 見 られ る よ うに 、(i)を 保 存 しな い こ とも あ る 。(i)(ii)を 保 存 す

る た め に は(183)の よ う に、X'とY'と が、 同 じよ う な も の で あ る 必 要 が あ る。 Xと

Yが 同 じよ う な も の を 指 示 す る、 同 じ よ うな 名 詞 句 で あ る度 合 を、 名 詞 句 の[対 称 性]

34)と 呼 べ ば 、 述 部 が 並一 の 場 合 、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 い 時 に限 つ て(i)

(ii)が 保 存 さ れ 得 る と い う こ とに な る。 この 時、 対 応 す る等 位 文 ・ト文 で も(i)(ii)

は(184)(185)の よ う に保 存 さ れ る。 こ れ が(121b)の 例 で あ る。

(182)a. タ イ ヤ の 跡 が 海 岸 線 に並 行 して いる。

  b。*海 岸 線 が タ イ ヤ の 跡 に 並 行 し て い る35)。

(183)a。 タ イ ヤ の 跡 が 足 跡 に 並 行 し て い る 。

  b。 足 跡 が タ イ ヤ の 跡 に 並 行 し て い る 。

(184)a。[タ イ ヤ の 跡 と 足 跡(と)]が 並 行 し て い る 。

  b。[足 跡 と タ イ ヤ の 跡(と)】 が 並 行 し て い る 。

(185)a。 タ イ ヤ の 跡 が 足 跡 と 並 行 し て い る 。

  b.足 跡 が タ イ ヤ の 跡 と 並 行 し て い る 。

 対 して、(1瓢a)の 場 合 は(186)下 線 部 の よ うに、 名 詞 句 の[対 称 性]が か な り低 くて

も、 話 者 に よ っ て は(i)(ii)が 保 存 さ れ る。 この 差 が(121&)と(121b)の 違 い と い え る。

名 詞 句 の[対 称 性]の 高 さ に 頼 らず と もx・Yの 相 互 交 換 が(1)(員)を 保 存 す る と い う

こ と は、 そ も そ も 述 部 がX'・Y'を 、 事 態 の 中 で 同 じ役 割 を 果 だ す も の と して と ら え

て い る の で は な い か 一(121a)の 場 合 に(iii)が 保 存 され、(121b)以 下 の 場 合 に

(iii)が 保 存 さ れ な い と した の は、 こ う考 えた結 果 に他 な らな い。

(186) 初 心 者 の 彼 は 大 き くバ ッ ク ・ス イ ング して ク ラブ を 思 い切 り振 っ た が、 途 中

で フ オー ム が 崩 れ、 ク ラブ は ボ ー ル にか す り も しな か っ た。 ボ ー ル か ら十 セ ン

チ ほ ど離 れ た と こ ろ の 地 面 が ク ラブ に辛 う じて 当 た り、 乾 い た音 を 立 て た だ け

だ つ た。 「何 度 言 っ た らわ か るん だ。 ボ ール を ク ラ ブ に 当 て る ん だ よ。 齟Lを

ク ラ ブ に 当 て る ん じゃ な い ん だ よ」とコ ーチ が 静 か に 言 っ た 。

 な お、(186)下 線 部 と対 応 す る等 位 文(187)(189)・ ト文(188)(190)は 、(186)を 認 容

す る話 者 に とっ て も適 格 性 が 低 い。 つ ま り等 位 文 ・ト文 は、 文 の[対 称 性]が((121f)

の とお り)二 文 よ り も高 い代 わ りに、 文 が 適格 で あ る領 域 が 二 文 よ り も狭 い。 等 位 文

や ト文 は、 名 詞 句 の[対 称 性1が 高 くな け れ ば文 の 適 格 性 は低 い。

(187)a。?[地 面 と ク ラ ブ(と)]が 辛 う じて 当た る。

  b.?[ク ラ ブ と 地 面(と)]が 辛 う じ て 当 た る 。

(188)a.?地 面 が ク ラ ブ と 辛 う じ て 当 た る 。
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  b.?ク ラ ブ が 地 面 と 辛 う じ て 当 た る 。

(189)a.?[地 面 と ク ラ ブ(と)1を 当 て る 。 (190)a.?地 面 を ク ラ ブ と 当 て る 。

b.?[ク ラ ブ と 地 面(と)]を 当 て る 。   b.?ク ラ ブ を 地 面 と 当 て る 。

 (121c)の 説 明 に 移 る。

(121c) 述 部 の[対 称 性]が(b)の 場 合 よ り少 し低 くて も、 X・Yの 相 互 交 換 は等 位

文 ・ト文 だ け で な く、 対 応 す る 二 文 にお い て も(i)を 保 存 し得 る。 但 しそ れ

は(b)と 同 様 、X'・Y'が 互 い に似 て い る場 合 に限 られ る。 X}・Y'が 互 い に

似 て い て も(ii)(iii)は 保 存 さ れ な い が、 対 応 す る 等 位 文 や ト文 で は保 存 さ

れ る 。

 述 部 キ ス す る は2個 の 事 態 構成 物 に対 す る指 定 が 有 生 性 の 点 で 不 均 等 で あ り、 並

幽 よ りも[対 称 性]が 低 い。 そ してx・Yの 相 互 交 換 は(191)の よ う に、(i)を

保 存 しな い こ と も あ る。(192)の よ う に、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 くな け れ ば(i)は 保

存 さ れ な い が 、 た とえ 名 詞 句 の[対 称 性1が(192)の よ うに 高 くて(i)が 保 存 さ れ る と

して も、(ii)(iii)は 保 存 さ れ な い。 対 応 す る等 位 文 ・ト文 に お い て は、(193)(194)

の よ う に(i)～(iii)が 全 て 保 存 さ れ る。

(191)a.彼 が 写 真 に キ ス す る。    (192)a.彼 が 彼 女 にキ ス す る。

  b.*写 真 が 彼 に キ ス す る。       b.彼 女 が 彼 にキ ス す る。

(193)a.【 彼 と彼 女(と)]が キ スす る。  (194)a.彼 が 彼 女 と キ ス す る。

b.[彼 女 と彼(と)]が キ スす る。     b. 彼 女 が 彼 とキ ス す る。

 (121d)の 説 明 に移 る。

(121d) 述 部 の[対 称 性1が(c)の 場 合 よ り少 し低 くて も、 X・Yの 相 互 交 換 は等 位

文 ・ト文 だ け で な く、 対応 す る 二 文 にお い て も(i)を 保 存 し得 る。 但 しそ れ

は、X㌧Y'が 互 い に似 て い る 場 合 に限 ら れ る。 X'・Y'が 互 い に 似 て い て

も(ii)(iii)は 保 存 さ れず、 こ れ は 対応 す る ト文 で も 同様 で あ る。 しか し対

応 す る 等 位 文 で は 保 存 され る。

 述 部 キ ス し た が る は2個 の 事態 構 成 物 に対 す る 指 定 が 願 望 の 点 で 不 均 等 で あ り、

キ ス す る よ り も[対 称 性 】が 低 い。x・Yの 相 互 交 換 は(195)の よ う に、(i)を 保 存 しな

い こ と もあ る。(196)の よ う に、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 くな け れ ば(i)は 保 存 さ れ な

い が、 この 場 合 で も(ii)(iii)は 保 存 され な い。 対 応 す る 等 位 文 で は(i)～(iii)が 全

て 保 存 さ れ る が 、 ト文 は 二 文 と同 様 に な る。(197)(198)を 参 照。

(195>a.彼 が 写 真 にキ ス したが る。  (196)a.彼 が 彼 女 に キ ス した が る。

b.*写 真 が 彼 にキ ス したが る。     b. 彼 女 が 彼 に キ ス した が る。
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(197)a.[彼 と 彼 女(と)]が キ ス し た が る 。(198)a. 彼 が 彼 女 と キ ス し た が る 。

  b.[彼 女 と 彼(と)]が キ ス し た が る 。   b. 彼 女 が 彼 と キ ス し た が る 。

 (121e)の 説 明 に 移 る 。

(121e) 述 部 の[対 称 性 】が(d)の 場 合 よ り さ ら に 低 い 場 合 は 、 X・Yの 相 互 交 換 は(i)

～(iii)を 全 て 保 存 しな い。 この 時、 対 応 す る等 位 文 ・ト文 は(適 格 で あ る と

して も)(イ)の 解 釈 を持 た な い。

 述 部 浸企 る ・死 に別 れ る は 上 述 の とお り、2個 の 事 態 構 成 物 に対 す る指 定 が 相 補 的

で 共 通 部分 が な く、 キ ス した が る よ り も[対 称 性]が 低 い。X・Yの 相 互 交換 は(122)

(123)の よ う に、(i)～(iii)を 全 て 保 存 しない。 こ れ と対 応 す る等 位 文 ・ト文 は(199)

～(202)の よ う に、2章 の(イ)の 「等 位 置 」を表 現 し得 な い。

(122)a。 荷 物 が 水 に 浸 か る 。

  b。 水 が 荷 物 に 浸 か る 。

(199>a.*[荷 物 と 水(と)】 が 浸 か る 。

  b.*[水 と 荷 物(と)]が 浸 か る 。

(201)a.*荷 物 が 水 と 浸 か る 。

b,*水 が 荷 物 と 浸 か る 。

(123)a。 彼 が 彼 女 に 死 に 別 れ る 。

  b. 彼 女 が 彼 に 死 に 別 れ る 。

(200)a。[彼 と 彼 女(と)]が 死 に 別 れ る 。

  b。[彼 女 と 彼(と)]が 死 に 別 れ る 。

(202)a。 彼 が 彼 女 と 死 に 別 れ る 。

b. 彼 女 が 彼 と死 に 別 れ る。

 次 に(121f)の 説 明 に 移 る 。

(121f) ト 文 は 対 応 す る 二 文 よ り 、 文 の[対 称 性 】が 高 い 。

 ト文 は対 応 す る 二 文 よ り、 文 の[対 称性]が 高 い と考 え れ ば、 以 上 で 見 た(121a)～

(121e)を 説 明 す る 上 で都 合 が 良 く、 本 稿 で は これ を 認 め て お き た い。

こ こで 二 文 は ひ と ま ず お い て、 カ ラ文 にっ いて 見 る。

カ ラ文 は 、1対 称 性]が 高 い 述部 が 二 文 の場 合 ほ ど豊 富 で は な い。 が、 ト文 と二 文

に 関 す る以 上 の 議 論 は、 ト文 とカ ラ文 に 関 しても 基 本 的 に 妥 当 し、 ト文 は 対応 す る

カ ラ 文 よ り も 文 の[対 称 性]が 高 い と考 え られ る。[対 称 性]が 高 い述 部 の 例 を二 、 三

挙 げ て お く。 話 者 間 で認 容 の 差 が 大 き い が、 これ らは ほ ぼ(121b)あ た り に相 当 す る

と思 わ れ る。

 述 部 が 離蠅 な らX・Yの 相 互 交換 は、 名 詞 句 の 【対 称 性1が 高 け れ ば等 位 文 ・

ト文 だ けで な く、 対 応 す る カ ラ文 に お い て も(i)～(iii)を 保 存 す る。 但 し一 体 性 が

低 い た め、 ト文 は 対 比 や 連 体 修 飾 の 構 造 が 必 要 で あ る。(203)～(208)を 参 照。

(203)a. 犬 が 家 か ら離 れ て い る。    (204)a. 学 校 が 家 か ら離 れ て い る。

b.*家 が 犬 か ら離 れ て い る。     b。 家 が 学 校 か ら離 れ て い る。
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(205)a.[学 校 と 家(と)]が 離 れ て い る 。 (206)a.?学 校 は 家 と 離 れ て い る 。

  b.[家 と学 校(と)]が 離 れて い る。   b.?家 は 学 校 と離 れ て い る。

(207)a.学 校 は 家 とは 離 れ て い る 。  (208)a. 学 校 が 家 と離 れ て い る の が 嫌 だ。

  b. 家 は 学 校 とは 離 れ て い る。     b. 家 が 学 校 と離 れ て い る の が 嫌 だ。

 は ず れ る も 同 様 で あ る。 本 稿 の 冒頭 で も述 べ た よ う に、[わ な に は さ ま っ て 静 止 し

て い る 兎 が お り、 わ な だ け が 動 い て 兎 が 移動 可 能 に な る]と い う客 観 的 事 情 を 備 え た

事 態 を(210a)(210b)い ず れ で も指 示 で き る と判 断 す る話 者 が(後 者 で しか指 示 で き な

い と判 断 す る話 者 と共 に)確 認 で き る。 こ れ らの 話 者 に と っ て、 述 語 句 が幽 の

場 合、X・Yの 相 互 交換 は、 名 詞 句 の[対 称性 】が 高 け れ ば 等 位 文 や(適 当 に調 整 さ れ

た)ト 文 だ け で な く、 対 応 す るカ ラ 文 にお いて も(i)～(iii)を 保 存 す る。

(209)a.*車 が エ ン ジ ンか ら はず れ る。  (210)a. 兎 が わ なか らは ず れ る。

  b.エ ン ジ ン が車 か ら はず れ る。    b. わ な が 兎 か らは ず れ る。

(211)a.[兎 とわ な(と)]が は ず れ る。  (212)a. 兎 は わ な とは は ず れ た が …

  b.[わ な と 兎(と)]が は ず れ る。    b. わ な は 兎 とは は ず れ た が …

 離樋 ・は ず れ る と類 似 す る 実 例 を(213)に 挙 げ て お く。

(213) 塚 原 喜 美 子 の 新 生 児 は、 気 む ず か しい と こ ろ が あ っ て、 な か な か 哺 乳 瓶 の 乳

首 に吸 い つ い て く れ な い。 だ ます よ うに して 、 気 長 に 与 え な い と、 必 要 量 を 飲

み 干 して く れ な か っ た。

 今、 豊 島 病 院 に い る ほか の 新 生 児 は、 比 較 的 お とな し く、 吉 村 緑 の 赤 ん坊 は、

吸 い終 わ る と、 も う 寝 こん で お り、 自然 に 唇 か ら乳 首 が 離 れ て ゆ く姿 は、 世 話

を す る圭 子 の 目 に も、 とて も 可 愛 ら し く映 っ た。

[斎 藤 栄1991『 河 童 殺 人 事件 』,光 文社 文 庫,東 京:光 文 社,113.】

 最 後 に(121g)に つ い て 述 べ る。

(121g) 述 部 の[対 称 性]が 低 く、 対 応 す る等 位 文 や ト文 が(イ)の 解 釈 を持 た な い に

も か か わ らず、x・Yの 相 互 交換 が(i)(ii)を 保 存 す る 二 文 ・カ ラ 文 が あ る

(但 し(iii)は 保 存 しな い)。 これ は 述語 句 が 有 して い る2用 法 に よ る もの で、

 文 の[対 称 性 】は 見 か け上 高 いが、 用 法 ご と に見 れ ば低 い。

 述 部 の 【対 称 性]が 低 く、 対 応 す る等 位 文 ・ト文 の 適 格 性 が 低 い に も か か わ らずX・

Yの 相 互交 換 が 少 な く と も(i)(ii)を 保 存 す る 二 文 ・カ ラ 文 が あ る。 た と え ば(214)下

線 部 が バ リ を さ し と同 様、(後 続 文 脈 か ら して も)[静 止 して い る赤 虫 に 向 か つ て バ リ

を 動 か し、 両 者 を 貫 通 させ る]と い う 事態 を表 現 し得 る と判 断 す る話 者 が(表 現 し得

な い と判 断 す る 話 者 と共 に)確 認 で き る。

(182)赤 虫 … … 体 長1cmか ら1.2cm位 で、 ユ ス リ蚊 の 幼 虫 、 つ ま りボ ウ フ ラで す 。 名

ま えの 通 り、 全 身 が 赤 く、 少 し乱 暴 に扱 う と 出血 多 量 で ノ ビて し ま
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い ま す 。 使 う 時 は 、 ほ ん の 少 し 太 陽 に 当 て て 乾 燥 さ せ る と 、 バ リ に

さ し や す く な り ま す 。 輪 切 り に し た ダ イ コ シ や ニ ン ジ ン の 上 に 赤 虫

を 置 き 、 プ ツ リ プ ツ リ と さ す の が 、 な れ な い 人 へ の ア ド バ イ ス 。

[大 作 芳 男1985『 川 づ り 入 門 』,東 京:梧 桐 書 院,50.]

 こ の 時 赤 虫 を バ リ に さ す と 対 応 す る 等 位 文(215)・ ト文(216>は 、(た と え 適 格 性 が

高 い と し て も)(イ)の 解 釈 を 持 た な い 。 こ の 点 で(121g)は 、(121a)(121b)と 大 き く 異

な る 。

(215)a.[赤 虫 と バ リ(と)]を さ す 。   (216)a.(?)赤 虫 を バ リ と さ す 。

  b.[パ リ と 赤 虫(と)]を さ す 。     b.(?)パ リ を 赤 虫 と さ す 。

 (217)も(214)と 同 様 で あ る 。(217a)が(217b)と 同 様 、[静 止 し て い る 庖 丁 に 向 か っ

て 晒(さ ら し)を 動 か し 、 庖 丁 の 表 面 を 晒 で 隠 ぺ い す る]と い う 事 態 を 表 現 し 得 る と 判

断 す る 読 者 が 、(表 現 し 得 な い と 判 断 す る 読 者 と 共 に)確 認 で き る 。

(217)a。 庖 丁 を 晒 に 巻 く 。

b. 晒 を 庖 丁 に 巻 く 。

cf.庖 丁 一 本 、 晒 に 巻 い て … …(十 二 村 哲 作 詞 『月 の 法 善 寺 横 丁 』1960)

さ ら に 例 を(218)～(221)に 挙 げ る36)37>。

(218)a.杯 が 酒 に 満 ち る 。      (219)a.

  b.酒 が 杯 に満 ち る。        b.

(220)a。 鼠 が 病 原 菌 に 感 染 す る。    (221)a.

  b.病 原 菌 が 鼠 に 感 染 す る。      b。

 以 上 の 諸 例 は 、(222)の 諸 特 徴 を 持 っ て い る 。

(222)a。

   得 な い 。

b。

管 が 莫 大 な ゴ ミ に 詰 ま る。

莫 大 な ゴ ミが 管 に 詰 ま る。

手 で 目 を 日 光 か ら遮 る。

手 で 日 光 を 目か ら遮 る。

対 応 す る 等 位 文 や ト文 が(適 格 で あ る に せ よ)(イ)の 「等 位 置 」関 係 を表 現 し

X・Yが どの よ う な 名 詞 句 で あ っ て も よ い とい う わ けで は な い。

 c. ((b)で あ る に も か か わ らず)名 詞 句 の[対 称 性]が 低 い。

従 っ て、 これ らの 述 語 句 は、2つ の 用 法 を持 っ て い る と考 え て お く。2つ の 用 法

が、 具 体 的 に ど の よ うな 用 法 で あ るか は 様 々 で あ る。 こ こで は(218)に 対 象 を絞 っ て

考 え て み た い。

 継 に は、[中 身 が 容 器 ま で移 動 す る1と い う 移 動 の 用 法 と、[容 器 が 中 身 に 影 響

さ れ る 】とい う 変 化(充 満)の 用 法 が あ る。 前 者 の 用 法 に よ れ ば(b)、 後 者 の 用 法 に よ

れ ば(a)が 得 られ る。(223a)が(223b)に 比 べ て 相 対 的 に不 自 然 な の は、 トク トク と が

酒 の 移 動 は修 飾 で き る が 杯 の 変 化 は 修 飾 で き な い か ら と考 え られ る。 文 の[対 称 性]

は 見 か け上 高 い が、 用 法 ご と にみ れ ば 低 い。

(223)a.??杯 を酒 に トク トク と満 た した。

b.酒 を 杯 に ト ク ト ク と 満 た し た 。
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 移 動 と変 化 は、 一 方 が 成 立 す れ ば他 方 も必 ず 一 緒 に成 立 す る が、 同 じも の で は な

い 。 従 っ てx・Yの 相 互 交 換 は、 表 現 され る事 態 の 客 観 的 特 性(つ ま り(ii))は 保 存 す

る が 、x・Yが 事 態(と い う よ り部 分)の 中 で そ れ ぞ れ 果 た す 役 割(っ ま り(iii))は 保

存 しな い。(b)で は、 ガ 格 名 詞 句 の指 示 物 が 対 象 物 の 役 割 を、 二 格 名 詞 句 の 指 示 物 が

目標/場 所 の 役 割 を 果 た す 。(a)で は、 ガ格 名 詞 句 の 指 示 物 は 対 象 物 の 役 割 を果 た す。

二 格 名 詞 句 の 指 示 物 は原 因 の 役割 を果 た し、 これ は デ格 で も 表 示 で き る。 この 点 で

(218)は 、 奥 津(1981)な ど で 考 察 さ れ て い る、 た とえ ば(224)の よ う な、 い わ ゆ る 「壁

塗 り代 換 」と か な り近 い 。

(224)a. 壁 に ペ ンキ を 塗 る。

  b.壁 を ペ ン キ で 塗 る。

 こ の よ う な趨 に 対 して、 当埜 ・ぶ つ か る ・龜 な ど は前 述 の とお り、 話 者

に よ っ て は[対 称 性 】が非 常 に高 い。 上 で は こ の 高 さ を、x・Yの 相 互 交 換 が(i)～(i

ii)を 全 て 保 存 す る、 と表 現 した わ け で、 結 局 こ の 表 現 に よ れ ば 当埜 な どは ガ 格 名

詞 句 指 示物 ・二 格 名 詞 句 指 示 物 の い ず れ に もObjectiveと い う役 割 を指 定 す る述 語 句

と い う こ と に な る。 この あ た り、 役 割 や 格 に っ い て の議 論 が さ ら に必 要 だ が、 これ

は 残 念 な が ら今 後 の課 題 と したい。

5.お わ り に

 本 稿 の お も な 主 張 は(225)に ま とめ られ る。

(225)a. 文 の[対 称 性]は 、 「文 が属 す る文 型 」「述 部 の 【対 称 性]」 「名 詞 句 の[対 称 性]」

   の最 低3要 素 に 影 響 さ れ る。

b.文 が2個 の事 象 構 成 物 の どの よ うな 等 位 置 パ タ ー ンを 表 現 し得 る か は、 述

 部 の 形 式 ・意 味 も さ る こ とな が ら、 文 が属 す る文 型 に も大 き く影 響 され る。

 [対 称 性]の 高 い 文 型 で あ れ ば、X'・Y'の 緊 密 性 が 低 いパ タ ー ン で も表 現 で

 き る。2章 の分 類 で 具 体 的 に い う と、 等 位 文 の 表 現 可能 性 は(イ)～(キ)、 ト文

 の 表 現 可 能 性 は(イ)～(カ)で あ り、[対 称 性 】の低 い 二 文 ・カ ラ 文 は(イ)し か 表 現

 し得 な い。

c. [動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る]型 述 語 の 文 が 表 現 す る等 位 置 パ ター ン は、

 (ウ)～(オ)に 絞 ら れ る 。

d. 等 位 文 は、x・Yの 相 互 交 換 が(i)文 の 適 格 性、(ii)表 現 さ れ る事 態 の 客 観

 的 事 情 、(iii)x'・Y'が 事 態 に お い て果 たす 役 割 、 の 全 て を保 存 す る。 ま た

 名 詞 句 に要 求 す る[対 称 性]が 高 く、 同 じ役 割 を果 た す 名 詞 句 ど う しで も、 名

 詞 句 の[対 称 性]が 低 け れ ば、 適 格 性 の 高 い等 位 文 は 作 れ な い。

e. ト文 は 対 応 す る等 位 文 よ り、 文 の[対 称 性}が 低 い が、[隠 喩][様 態 の 指 定]

 [出 来 事 の 結 果 の 一 体 性]な どの原 因 に よ らな い 限 り、x・Yの 相 互 交換 は(i)
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を 保 存 す る。 ま た 等 位 文 と同 様、 名 詞 句 に要 求 す る[対 称 性]が 高 く、 同 じ役

割 を 果 たす 名 詞 句 ど う しで も、 名 詞 句 の[対 称 性1が 低 け れ ば 、 適 格 性 の 高 い

ト文 は 作 れ な い。 ま た、 等 位 接 続 構 造 末尾 に トが 生 起 す る 等 位 文 に は[一 体

性1が 働 き に く く、(ア)の 等 位 置 パ ター ンも 表 現 し得 な い。

f. 二 文 ・カ ラ 文 は対 応 す る ト文 よ り、 文 の[対 称 性]が 低 い が、 述 部 の[対 称 性]

 が 高 け れ ば、 話 者 に よ っ て は(i)～(iii)を 全 て保 存 す る こ と が あ る。 述 部 の

 [対 称 性]が そ れ ほ ど高 くな く とも、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 け れ ば、(i)(ii)

 を保 存 す る こ とが あ る。 述 部 の[対 称 性]が さ らに低 け れ ばX・Yの 相 互 交 換

 は、 名 詞 句 の[対 称 性]が 高 い場 合 に限 っ て、(i)の み を 保 存 す る。 述 部 の[対

 称 性 】が さ ら に低 け れ ば(i)～(iii)は 全 て保 存 さ れ な い。

g。 述 部 の[対 称 性1が 低 い に も か か わ らず、x・Yの 相 互 交 換 が(i)(ii)を 保 存

 す る こ と が あ るが、 こ れ は述 語 句 が2用 法 を併 有 す る こ と に よ る。 文 の[対

 称 性}は 見 か け 上 高 い が、 用 法 ご とに 見 れ ば 低 い。 述 語 句 が 移 動 の 用 法 と変

 化 の 用 法 を 併有 す れ ば、 い わ ゆ る壁 塗 り代 換 と接 近 す る。

*本 稿 は、 定 延(1990>で 提 出 した[対 称 性]と い う概 念 を さ ら に発 展 さ せ、 文 形 式 と

[姆 称 性}高 低 との 対 応 づ け を はか っ た も のだ が、 あ く ま で大 まか 、 且 つ 暫 定 的 な も

の で あ り、 今 後 さ ら に吟 味 を 重 ね た い。 また 本 稿 タ イ トルが 定 延(1990)の 参 考 文 献

欄 記 載 の形 と 一 部 異 な る 点、 お詫 び 申 し上 げ る。

(注1)本 稿 で は、 表 現 形 式 と、 表 現形 式 に指 示 さ れ る事 態 構 成 物 と を、 下 線 の 有 無

で 表 す こ とが あ る。 そ の 場 台、 た とえ ば ク ラブ は 名 詞 句 だ が、 ゴ ル フ ク ラ ブ は ゴ ル

フ 道 具 で あ る。 ま た、 本稿 で い う 「名 詞 句 」と は、 格 助 詞 を含 ま な い もの とす る。

(注2)定 延(1990:注1)で も 述 べ た が、 筆 者 が 注 目 して き た現 象 は、 「相 当 数 の 話 者 に

と っ て、[静 止 して い る ク ラ ブ に向 か っ て ボー ル が 動 き、 両 者 が 衝 突 す る]と い う(珍

しい が 十分 可 能 な)事 態 が(1b)だ け で な く(1a)で も表 現 可 能 な こ と」とい っ て も さ し

っ か え な い。 但 しそ の場 合、 本文 以 下 で 「(1b)(2b)タ イプ の 表 現 」と 呼 ん で い る も の

は「(1a)(2a)タ イ プ の 表 現 」とい い 換 え る 必要 が あ る。

 ち な み に 英 語 で は、 本 文(1)～(4)で 紹 介 した現 象 の 厳 密 な 対 応 例 は、 現 段 階 で は

見 っ か って い な い。 も っ と も 大塚(1970)に よ れば、 下 の ③aが 表 現 す る 事 態 を ①bが

表 現 す る こ とが あ る が、 筆 者 の現 時 点 で の調 査で は、 こ う した①bの 使 用 文 脈 は詩 な

どに 限 られ る の で あ っ て、 そ れ 以 外 で は①bは 不 適 格 と判 断 さ れ る よ う で あ る。 ① は、

選 択 制 限 違 反 に 基 づ く再 解 釈 の 問 題 と捉 え られ る 可 能 性 が あ る。

①a。 Be applied water to the wound.「 彼 は 水 を 傷 口 に そ そ い だ 。」

 b.  Be apPlied the wound to water.
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(注3)定 延(1989,1990)に お け る「事 象 」とは、 益 岡(1987)の 「事 象 叙 述 」の 対 象 だ け で

は な く、 「属 性 叙 述 」の 対 象 に も な り得 る概 念 で あ る。 無 用 の 誤 解 を 避 け る た め、 本

稿 で は 定 延(1989,1990)の 「事 象 」を 「事 態 」と呼 び 換 え て お く。

(注4)定 延(1989)に お け る 「述 語 動 詞 の 対 称性 」の 基 本的 な ア イデ ア を、 定 延(1990)

で は 発 展 さ せ て、 「述 部 の[対 称 性]」 と した。 本 稿 で は こ れ を さ ら に 発 展 さ せ て、 「文

の[対 称 性]」 とす る。 この 関 係 で 本 稿 の タ イ トル が、 定 延(1990)参 考 文 献 欄 記 載 の 形

と一 部 異 な る結 果 とな っ た。

(注5)但 し、 辻 井 ・山 梨(1985)や 山 梨(1987)な ど は(9)の 考 え を と っ て は お らず、 例

外 と な る。 辻 井 ・山 梨(1985)の 見 解 を 下 に 引用 す る。

 「外 部 世 界 で の 同 義 性 を 基 準 とす る従 来 の 『格 』 の 議 論 は、 あ ま りに も短 絡 的 で あ

る。 少 な く とも、 世界 につ い て の 客観 的 な知 識 記 述 や 人 間 の 長 期 的 な記 憶 の理 論 に

使 わ れ る 『格 』 と、 発話 者 とい うフ ィ ル タ を経 た 言 語 表 現 を 議 論 す る場 合 の 『格 』

とは、 区別 して 考 え る 必 要 が あ る。 後 者 の 『格 』 は、[中 略]発 話 時 点 で の 文 脈 、 発

話 者 の 視 点(現 実 世 界 で の 事 象 の 把 握 の仕 方)な ど と の相 関 に よっ て 発 話 時 点 に 付 与

さ れ る も の、 あ る い は、 解 釈 過 程 か らす る と、 文 を 解 釈 す る過 程 で 表 層 の 言語 表 現

に 即 して動 的 に 与 え られ る 意 味 的役 割 で あ る。 前 者 の格 は、 計 算 機 で の 知 識 ・推 論 処

理 や 心 理 学 で の 記 憶 モ デ ル な どで 議 論 さ れ て き た 格 で あ り、[後 略 】 。後 者 の 格 記 述

で は、[中 略](「 太 郎 は 風 呂 を水 で 一 杯 に した 」「風 呂 が水 で 一 杯 に な つ た 」「水 が 風 呂

を 一 杯 に し た 」― 定 延 注)の 『水 』 は、 そ れぞ れ 異 な っ た 意 味 的 役 割 が 与 え られ る。

この 両 者 の 混 同 が、 これ ま で の 『格 』 に関 す る議 論 を混 同 さ せ て き た 原 因 の 一 っ で

あ ろ う。 」

(注6)厳 密 に はObjectiveだ けで な くAgentiveも 加 え る必 要 が あ る か も しれ な い が、

こ こ で は説 明 が 煩 雑 に な り か ね な い の で、Objectiveの み と し た。

(注7)参 考 ま で に(9)の 問 題 につ い て、 現 段 階 に お け る 筆 者 の 見 解 を ご く簡 単 に示 す。

筆 者 は、(注5)に 記 した辻 井 ・山梨(1985)な ど と ほ ぼ 同様 に、 格 に2種 類 を認 め る べ

き で、 どち らの 種 類 の 格 も 大 切 だ と考 え て い る。 そ して、 文 間 の 同 義 関係 を捉 え よ

う とす る、 い わ ゆ る深 層 格 は、 辻 井 ・山梨(1985)で い う「前 者 の 格 」と して一 貫 させ る

べ き で、 こ の 深 層 格 に は[表 現者 の注 意 】は含 まれ な い と考 え て い る。 筆 者 は こ の よ

う な 意 味 で の 深 層 格、 た と え ばObjectiveやGoa1やSourceを 認 め る が、 そ の 代 わ り に、

「(1)～(4)の ク ラ ブ ・ボ ー ル ・鍍 ・兎 がObjectiveやGoalやSourceを 担 う 」と い う
、(9)

の 直 前 で 述 べ た前 提 は却 下 す る。 この 点、 定 延(1989,1990)で は ほ とん ど議 論 で き な

か っ た が、 定 延(近 刊b)で 詳 しく述 べ た い。

(注8)本 稿 で は、 述 語 に[ラ レル ・サ セ ル ・テ ア ル ・テ イル ・テ オ ク ・テ ヤ ル]な どが 任 意

的 に 付 加 さ れ た も の を「述 語 句 」と呼 び、 述語 句 に 副 詞 句 が 任 意 的 に 付 加 さ れ た も の

を 「述 部 」と呼 ぶ。 但 し述 部 は、 相 互 交 換 され る2名 詞 句 及 び、 そ れ ら に付 随 す る助
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詞 を含 まな い とす る。 た と え ば一  ,、に'て て や る は 述 部 だが 、 述 語 句 や 述 語 で

は な い。 は述 部 で あ る こ と も、 述 語 句 で あ る こ と もあ る が、 述 語 で は な

い。 当=隆 は述 部 で あ る こ とも、 述 語 句 で あ るこ と も、 述 語 で あ る こ と も あ る 。 な

お 述 語 句 の[対 称 性]・述 部 の[対 称 性]・名 詞句 の[対 称 性1は 、4章 で 詳 細 が 説 明 さ れ

る。

(注9)X・Yを 等 位 接 続 した 文 形 式 と して は、[XトY(ト)]の 他 に も、 た と え ば 以 下

に挙 げ る よ うな も の が あ る が、 本 稿 で は 扱 わ ず、 「等 位 文 」に も含 め な い。 これ ら に

っ い て は国 広(1966)・ 久 野(1967,1968)・ 森 田(1988)・ 寺 村(近 刊)な ど を 参 照 。

①[X二Y]   ②[XヤY]   ③[XモYモ 】  ④[XカY(カ)】

⑤[X及 ビY】  ⑥[Xア ル イ ハY]⑦[Xマ タ ハY] ⑧[Xト カY(ト カ)]

⑨[Xダ カYダ カ1⑩[Xヤ ラYヤ ラ1⑪[X・Y]   ⑫[X、Y]

(注10)(28b)は 等 位 文 ・ト 文 に 関 す る 限 り 、 新 し い も の で は な く 、 既 に(た と え ば

久 野1968bな ど で)い わ れ て い る こ と を 本 稿 の 枠 組 で 捉 え 直 し た も の に す ぎ な い 。

(注11)但 し 本 稿 で の 「動 詞 連 用 形+合 う/合 わ せ る 」は 、 殴 適 ・殴 り 合 わ せ る な ど

の 、 透 明 性 の 高 い も の に 限 っ て お り 、  と わ た りAう ・ そ の 叢 に  Aわ せ る な ど

は 除 い て い る 。 な お 本 文 で は 、 述 部 が[動 詞 連 用 形+合 わ せ る 】型 の 文 は 、[動 詞 連 用

形+合 う 】型 の 文 に 準 じ る も の と し て 、 具 体 的 な 説 明 を 省 い て い る こ と を 断 っ て お き

た い 。

(注12)金 水(1989)を 参 照 。

(注13)筆 者 の い う 『テ ー ゼ 」と い う 概 念 は 、(74)の よ う な 集 団 行 為 の 文 脈 で は 、

Searle(1990)の"c◎Uective驫tention⑭e-intentionア と 同 内 容 に な る 。 だ と え ば

フ ッ ト ボ ー ル の 試 合 に お い て 競 技 者 は 、 自 分 の チ ー ム の パ ス ・プ レ イ を 成 功 さ せ よ う

と い うcollective intentionと 、 そ の た め に 自 分 は 相 手 チ ー ム の デ ィ フ ヱ ン ス を ブ

ロ ッ ク し よ う と い うindividual intention(I-intention)と を 併 有 す る 、 とSearle

(1990)は レ、う 。

(注14)対 応 す る 二 文 と カ ラ 文 の[対 称 性]比 較 は 、 本 稿 で は 考 察 し な い 。

(注15)た と え ば 下 の ①aを 自 然 に 用 い る こ と の で き る 機 会 に 比 べ て 、 ①bを 自 然 に 用

い る こ と の で き る 機 会 は 少 な い か も し れ な い が 、 本 稿 で は こ れ を 文 の 適 格 性 と は 切

り 離 し て 考 え 、 ①aと ①bは 共 に 適 格 且 つ(大 体)同 義 と し て お く 。 等 位 接 続 さ れ て い

る 要 素 の 位 置 交 替 と 、 文 の 適 格 性 保 存 及 び 意 味 保 存 に つ い て はCooper&Ross(1975)、

藤 田(1990)な ど を 参 照 。

①a. 昨 日の ボ ー リ ン グ大 会 は、[社 長 と係 長]が ペ ア ・マ ッチ で 優 勝 した。

 b. 昨 日の ボ ー リ ン グ大 会 は、[係 長 と社 長]が ペ ア ・マ ツ チ で 優 勝 した。

(注16)も ち ろ ん(82)中 の 等 位 接 続 構 造 は 筆者 の判 断 に よ る。(80a)(80b)の 適 格 性 を

高 い と 判 断 す る 話 者 は、 等 位 文 中 の租泌 を越 とほ ぼ 同 義 に と らえ て い る よ う

一47―



で あ る。 ま た、 等 位 接 続 構 造 末 尾 に トが 生起 しな い 等 位 文 の 方 が、 生 起 す る等 位 文

よ り、 話 者 に 認 容 さ れ や す い よ う だが、 この こ と は3.2.3で 考 察 す る。

(注17)本 稿 で い う 「客 観 的 事 情 」とは 厳 密 な定 義 に よ る も の で は な く、 動 作 の 外 形 を

構 成 す る、 比 較 的 客 観 的 な 諸 事 情 を漠 然 と指 す に す ぎ な い。

(注18)攤 は、(105)の 応―竝塾 と少 し形 が 似 て い るが、 応脳 と違 っ て 一

方 的 動 作 を 本 義 と す る。 た とえば 「ミ サ イ ル で応 戦 した が 、 ミ サ イ ル は 全 弾 と も そ れ

て、 相 手 国 に は 落 ち な か つ た 」とは い え る が、 「電 話 で応 対 した が、 回線 の 故 障 で こ

ち らの 声 は 全 く相 手 に届 か な か っ た 」とは い い 難 い。 従 っ て 「応 戦 す る」は 「応 対 す る 」

よ り も[対 称 性 】が 低 く、(2章 の(カ)の 解 釈、 つ ま り ト格 名 詞 句指 示 物 を い わ ゆ る共

同者 と す る解 釈 を 除 け ば)ト 文 が作 れ な い。

(注19)現 段 階 の 調 査 で は、 女 だ て ら に ・男の くせ に な ど と い っ た、 性 の 指 定 要 素 に

限 ら れ て い る。 な おCooper(i976)に よ れ ば、 結脳 に 相 当 す るTswana語 の 動 詞

'nyala'や'tsaya'が 述 語 と な る時
、 文 の 【対称 性]は 低 い。 男 性 を 表 す 名 詞 が 主 語 に、

女 性 を 表 す 名 詞 が 目 的語 に来 な け れ ば な らず、 こ の 逆 は 不 適 格 と い う。Giv6n(1976)

は この 種 の 動 詞 を'male chauvinist verbs'と 呼 ん で い る。 文 化 的 ・社 会 的 背 景 な ど

を か え りみ ず、 動 詞 の 本 来 的(?)語 義 か ら先験 的 に[対 称 性 】高 低 を 予 測 す る こ との 限

界 を示 す 例 と して 興 味 深 い。 ち な み に、 現 代 日本 語 で は 、 れ 添 う ・添 い'げ る な どが、

逆 にfemale chauvinist verbsの 候 補 に 挙 げ ら れ る が、 「彼 は20年 間 彼 女 に 連 れ添 っ

た 」「彼 は彼 女 に添 い 遂 げ た 」な どが 完 全 に不適 格 とい え る の か ど うか、 は っ き り しな

い。

(注20)森 田(1980:328)で は、 格 助 詞 トにつ い て 次 の ① の よ う な説 明 が な さ れ て い る。

本 稿 の[対 称 性]は ① 中 の 「同 じ立 場 」を、 本稿 の 一 体 性 は ① 中 の 「合 一 の 立 場 」を、 そ

れぞ れ 独 立 させ て 考 え た も の とも い え る。

① 個 々 の 事 物 や 人 が 互 い に関 係 を もち、 両 者 が 同 じ立 場 に立 つ こ と を 表 す と

 き に 用 い る格 助 詞 。 「と」に よ っ て結 び 付 け られ る事 物 ・人 ・行 為 な ど は、 異

 な る も の と して 存 在 しな が ら、 それ ぞ れ が 「と 」に よ っ て 合 一 の 立 場 に ま と

 め られ る。

(注21)さ ら に 現 代 口語 ビ ル マ語 で はne.が(110a)(1iOb)に 加 え て 名 詞 句 接 続 の 機 能

を兼 任 す る 旨、 私 的 談 話 に お い て杉 山 耕 史氏 に ご教 示 頂 い た。 「.」は 下 降 声 調 を 表 す 。

(注22)こ こ で い う 「役 割 」と は、 文 の 持 っ 意味 か ら、[表 現 者 が何 に注 意 して い る か]

他 の 微 妙 な 意 味 を 排 除 した、 基本 的 な 意 味 内 容 を 規 定 す る た め の も の と限 定 して と

ら え て お く。 従 っ てx・Yの 相 互 交 換 が(iii)を 保 存 す る と い っ て も、 完 全 な 同 義 性

が 得 られ る わ け で は な い 。

 な お[表 現 者 の 注 意]を 捨 象 した結 果 だ が、 「あ い 方 」「相 手 」「対 称(格)」 及 び 「共 同 者 」

な ど と従 来 呼 ば れ て き た も の は、 本稿 で は独 立 した 役 割 と認 め て い な い。 「彼 が 彼 女
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と結 婚 す る 」と「彼 女 が 彼 と結 婚 す る 」の 違 いを[表 現 者 が 彼 と彼 女 の どち ら に よ り注

意 して い る か]と 考 え る こ と が妥 当 な ら、 一方 が 動 作 主 の 役 割 を果 た し他 方 が あ い 方

/共 同 者 の 役 割 を 果 た す な ど とす る 必 要 は ない 。 ま た 「彼 が 初 婚 の 彼 女 と再 婚 す る 」で

も、 初 婚 の 彼 女 は 彼 と同 様 、Agentiveの 役割 を渠 た す(但 し薑蟹 自体 と は 関 わ ら

ず 、 述 語 内 に 仮 定 さ れ る 拠 に とっ てのAgentive)と 考 え て お く。 いず れ も1っ

の 可 能 性 の 追 求 に す ぎ な い が、 本 文 以 下 で は、x・Yの 相 互 交 換 が ト文 の(iii)を 保

存 す る こ とを 場 合 に応 じて 認 め る の で、 こ こで あ ら か じめ 断 って お く。

(注23)厳 密 に い え ば、 本 文 に挙 げ て い る もの と少 し違 っ た 種 類 の 弾 当 て 代 換 も 、 実

は 存 在 す る。 そ れ を簡 単 に 紹 介 す る。

 た と え ば 既 に1章 で 述 べ た よう に、 我 々は、 隣 の ホ ー ム に 停 止 して い た 列 車 の 出

発 を 車 窓 か ら 目撃 す る こ とで、 静 止 して い る は ず の こち らの 列 車 が 移 動 し始 め る か

の ご と く感 じる こ とが あ る。 そ して 実 際、 下 の① の よ う な 言 語 表 現(こ れ ら自 体 は 弾

当 て 代 換 の 表 現 で は な い)を 用 い る こ とが あ る。

① 氤 車 外 の 山 々 が 後 方 へ 飛 び 去 っ た。

 b。 じっ は 自 分 が どれ だ け酔 つ て い る か に ル イ ス が 気 づ い た の は、 自 宅 へ

も ど つ て、 ガ レー ジ へ は いて い っ た とき だ っ た。[中 略]な ぜ か 方 向 が

狂 っ て、 い き な り壁 に ぶ つ か っ た。 片 手 の 手 の ひ らを 刺 が か す り、 思 わ

ず 闇 の なか で、 「くそ っ!」 と叫 ん だ。

[ス テ ィ ー ヴ ン ・キ ン グ1983・ 深 町 糞 理 子(訳)1989『 ペ ッ ト ・セ マ タ リ ー 』

(上),東 京:(株)文 藝 春 秋,文 春 文 庫,295。 〕

 現 段 階 の 筆 者 は ① の 各 表 現 を、 表 現 者(体 験 者)の 視 点 を 不 動 と した、 状 況 違 反 の

比 喩 表 現 と考 え て い る。 こ の よ う な 表現 は、 話 し手 や 主 人 公 の 体 験 を 生 々 しく描 こ

う とす る際 に有 効 と思 わ れ る。 こ こで紹 介 す る弾 当 て代 換 は、 ① の 表 現 と似 た 性 質

を 持 っ て い る。 例 を② に挙 げ る。

②a。 バ ヅ ク は 自身 の 苦 痛 に も か か わ らず、 死 力 を 尽 く して 疾 走 す る ヘ ドリ

  ー に、 なぜ か 敬 意 を覚 え た。 そ れ で も な お腕 の 回 転 を ゆ るめ ず 、 テ ー プ

  に 向 か っ て 自 ら を駆 り立 て た。 だ が、 テ ー プ は 一 歩 ご と に遠 の い て い く

  よ う だ っ た。 突 然、 ヘ ドリー が下 がっ た。 次 の 瞬 間、 バ ッ ク は テ ー プ が

  胸壁 の を 感 じた。[ト ム ・マ クナ ブ1986.飯 島 宏(訳)1988『 速 い 男

  に賭 け ろ 』 東 京:(株)文 藝 春 秋,文 春 文 庫,416一7.]

b. そ れ か ら さ ら に 二 十 分 後 、'  の 二1の ラ イ ト が 正 か ら チ ャ ー リ

二 燭 旦 彑 、 続 い て 車 輪 が 地 面 に 接 す る と 同 時 に 煙 が あ が っ て 、 飛 行 機 は

所 定 の ゲ ー ト ま で 滑 走 し た 。[ジ ェ フ リ ー ・ア ー チ ャ ー ユ991・ 永 井 淳(訳)

1991『 チ ェ ル シ ー ・テ ラ ス へ の 道 』(下),新 潮 文 庫,東 京:新 潮 社,415.]

c. タ ラ ス は こ の 惑 星 の 薄 く冷 た い大 気 に だ ま さ れ て、 降 下 軌 道 の算 出 を
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誤 り、 高 い峡 谷 の崖 の 内側 へ 入 っ た と こ ろで 動 き が とれ な くな っ た。 ポ

ッ ドは 予 定 よ り も数 キ ロ上 流 に落 下 して い っ た。 しか しも う、 正 確 に は

ど こへ 降 りよ う と して い る の か気 に して い る 暇 は な い。 地 面 は ぐ ん ぐ ん

近二墜 、 タ ラ ス は少 しで も他 よ り平 坦 そ う な 所 ヘ ポ ッ ドを 向 け よ う とパ

ラ セ ー ル の操 作 を続 け て い た。 [ポ ー ル ・プ ロ イ ス1980・ 小 隅黎 ・久 志 本

克 己(訳)1983『 天 国へ の 門 』,ハ ヤ カ ワ文 庫,東 京:早 川 書 房,309.】

 ②aは ゴー ル 目前 の ラ ン ナー の 視 点 を不 動 の も の と した 表 現 で、 意 識 も う ろ う と な

っ て い る状 態 が 描 か れ て い る。 も ち ろ ん 現 実 に は、 テ ー プ が ラ ン ナ ー か ら 「遠 の い 」

た り、 突 然 ラ イ バ ル が 「下 が っ た」りす る はず は な い。 そ して テー プ が胸 ま で動 い て

「触 れ 」る は ず も な い の で あ る。 ②b②cも 同様 で あ る。 こ の よ うな 種 類 の 弾 当 て 代 換

と対 比 す る と、 本 文 に 掲 載 す る種 類 の 弾 当て 代 換 は、 ち ょ う ど③bや ③cの よ う な 表

現 に 似 て い る と い え る。

③a.前 か ら知 人 が 来 た の で、 ラ ブ ホ テ ル を や り過 ご した。

 b.濯 か ら で け て くる を や り'こ して お い て、 そ の背 中 を刺 し た。

1『 桂 米 朝 上 方 落 語 大 全 集 第2集 』「宿屋 仇 あ 東 芝EMI。

(a)は 枕 、(b)は さ わ りの 部 分 を 変更 した.]

c.車 の ヘ ッ ドラ イ トが通 り に入 って き た。 ル イ ス は ま た して も木 陰 に 身 を

ひ そ め 、 そ れ を や り す ご そ う と し た 。

[ス テ ィ ー ヴ ン ・キ ン グ1983・ 深 町 眞 理 子(訳)1989『 ペ ッ ト ・セ マ タ リ ー 』

(下),文 春 文 庫,東 京=(株)文 藝 春 秋,188.]

 物 理 的 動 静 を い え ば 、 ③aで は 表 現 者(な い し主 人 公)が 移 動 して お り、 ラ ブ ホ テ ル

は 静 止 して い る。 逆 に③bや ③cで は、 表 現者(な い し主 人 公)は 静 止(あ る い は 相 対 的

に遅 い 移 動 を)し て お り、 女 や 車 の 方 が(相 対 的 に速 い)移 動 を して い る。 だ が ① の 場

合 と異 な り、 ③aと ③b③cと の うち、 いず れか(お そ ら く は ③b③c)に つ い て特 に修 辞

的 効 果 が感 じら れ る とい う わ け で も な い。 か な り雑 な 表 現 に な る が、 や りす ご す と

い う述 語 は、 「自分 との 距 離 が縮 小 しつ つ あ る も の に 対 し、 積 極 的 行 為 を敢 え て しか

けず、 距 離 が ゼ ロ(付 近)を 経 て再 び増 大 す る に ま か せ る 」な ど と い つ た 形 で 意 味 を ま

とめ る こ とが で き るの で は な い か。 っ ま りや りす ご す は 、 ① ② で 述 べ た、 表 現 者 絶

対 本 位 の 視 点 が 文 法 化 を 見 た も の と考 え られ るの で は な い か。 修 辞 的 効 果 が 感 じ ら

れ な い の も そ の た め で は な い か。 本 文 申 に挙 げ る デ ー タ は、 た と え ば ゴル フ技 術 指

導 書 か らの もの な ど、 修 辞 的 効果 を狙 っ た 文 章 と は ど う して も 思 え ず、 ② とは 別 種

の 弾 当 て代 換 と考 え る に到 っ た。

 但 し、 だ か ら と い っ て 、2種 の 弾 当 て 代 換 が 互 い に全 く異 質 な 別 も の と い うわ け

で は な い。 上 の ゴ ル フ指 導 書 か らの デ ー タの よ う に、 も っ ぱ ら一 方 の種 類 に属 す る

と しか 考 え 難 い デ ー タ も あ る が、 い ず れ の種 類 に属 す る の か 決 め か ね る、 ④ の よ う
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な デ ー タも あ り、 む しろ 両 者 は連 続 的 な 存在 を な す と思 わ れ る。 た とえ ば ④aは 、 そ

の 日 の 昼 間 に死 ん だ は ず の パ ス コー を、 なぜ か 自 分 は追 い か けて 真 夜 中 に1人 で 山

を 登 つ て い る とい う、 悪 夢 的 体験 を 描 い た表 現 で あ る。 物 理 的 に 見 れ ば 「あ る か な き

か の 夜 風 」に そ よ ぐ 草 よ り も、 山道 を 登 る足 の 方 が 、 移 動 速 度 が 速 い こ と は い う ま で

も な い。 ま と も に 考 え れ ば 本 文 で 示 した 種類 の弾 当 て 代 換 表 現 だ が、 お ど ろ お ど う

しい真 夜 中 の 山 の 印 象 を、 修 辞 的 に描 い た② の よ う な 弾 当 て 代 換 表 現 で な い と も い

い 切 れ な い よ う に 思 え、 結 局 いず れ の 種 類 の 弾 当 て 代 換 表 現 と も決 め か ね る。 ④bは

死 ん だ 息子 の 死 体 を 得 よ う と夜 中 の 墓 地 へ 入 り込 ん だ と こ ろ、 パ トカ ー に 見 っ か り

そ う に な る場 面 で あ る。 上 述 ③cの デ ー タ と同 じ資 料 か ら採 集 した も の で、 ③cの デ

ー タ の 直後 に 出 現 して い る こ とか らも、 ③cと 同 種 と考 え て も よ さ そ う に も 思 え る が、

や は り墓地 の 森 の 怪 しげ な 様 子 を 描 い た もの とも 思 わ れ、 こ れ も④aと 同 じ く、 い ず

れ の 種 に属 す と も 決 め か ね て い る。

④a。 そ して こ う い う考 え が 頭 の なか を駆 け め ぐ っ て い る あ い だ に も、 ル イ

  ス の 足 は ひ きず ら れ る よ う に 脇道 の ほ う へ 向 か つ て い た 一 一前 方 を 行 く

  短 パ ン を 頼 り に。 月 の 光 の な かで、 パ ス コ ー の 顔 の乾 い た 血 とお な じ く

  海 老 茶 色 に 見 え る パ ン ツ。

 こ ん な 夢 は い や だ 。 そ う だ と も 、 好 き な や っ な ど い る も の か 。 あ ま り

に な ま な ま し す ぎ る 。 フ ッ ト ラ グ の 冷 た い 感 触 、 納 屋 の ド ア を 通 り 抜 け

ら れ な か っ た こ と 一 ち ゃ ん と し た 夢 の な か で な ら 、 ド ア で も 壁 で も ら

く に 通 り 抜 け ら れ る は ず だ し、 ま た そ う あ る べ き な の に … … そ し て い ま

は ま た 、  の に れ る'た い の 、 体 に 感 じ る あ る か な き か の 夜

風 。 そ の 体 は 、 い っ も の ジ ョ ッ キ ー ・シ ョ ー ツ の ほ か 、 な に も ま と っ て

い な い 。  [ス テ ィ ー ヴ ン ・キ ン グ1983・ 深 町 眞 理 子(訳)1989『 ペ ッ ト ・

セ マ タ リ ー 』(上),東 京:(株)文 藝 春 秋,文 春 文 庫,144。 】

b. ざ ら ざ ら の  が に れ る の を 感 じ な が ら 、 ぴ っ た り 木 に 身 を 寄 せ

 て 、 そ れ が 自 分 を 隠 し て く れ る ほ ど 太 い こ と を 必 死 に 願 つ た 。

 [ス テ ィ ー ヴ ン ・キ ン グ1983・ 深 町 眞 理 子(訳)1989『 ペ ッ ト ・セ マ タ リ ー 』

 (下),東 京:(株)文 藝 春 秋,文 春 文 庫,189.】

(注24)(131)は ゴ ル フ の 指 導 書 か らの 引 用 で、 上 り坂 に ボ ー ル が あ る場 合 に お か し

が ち な ミス ・シ ョ ッ トを指 摘 した も の で あ る。 つ ま り、 既 に 静 止 して い る ボ ー ル に 対

して、 どの よ う な 足 の構 え を した 場 合 に ミス ・シ ョ ッ トが 生 ま れ る か を述 べ て い る。

従 つ て 「物 理 的 」に い え ば、 「右 足 が ボ ー ル の位 置 へ 寄 りす ぎ る 」と い うわ け で あ る。

本 稿 で は「XガY二P。 」型 の 文 っ ま り 二 文 は扱 う が、 「XガYへP。 」型 の 文 は 扱 つ

て い な いの で、(131)の 前 半 部 を こ こで の 正規 の 例 とす る わ け に は い か な い が、 関 連

す る 例 であ る こ とは 確 か と 思 われ る。 さ らに、 次 の ① の よ う な類 例 も 見 っ か つ て い
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る。 ①a①bの 各 状 況 で は、 ボ ー ル は 手 に持 っ て 動 か せ な ―い は ず だ が、 「置 く 」「合 わ せ

る 」対 象 と して 表 現 さ れ て い る。

①a.[ア プ ロ ー チ ・シ ョ ッ ト の 項]

  高 い 球 を 打 っ と き は 、 ボ ー ル を 左 足 寄 り に 置 く 。

  [山 野 孝 俊1988『 初 歩 の ゴ ル フ 』,東 京:西 東 社,156.1

b。[ラ ン ニ ン グ ・シ ョ ッ ト の 項]

 ボ ー ル を ヒ ー ル 寄 り で な く 、 ト ー 寄 り に 合 わ せ る 。

 [浜 仲 吾1987『 ゴ ル フ ・悩 ん だ と き 読 む 本 』,東 京:(株)ナ ツ メ 社,140.]

(注25)(132)は ジ ョー ク か ら採 集 した が、 掲 載 した 部 分 で は、 ジ ョー ク 的 要 素 は な

い こ と を念 の た め に断 っ て お く。 つ ま り、 実 は、 ボ ー ル を 手 に握 っ て、 静 止 して い

る ク ラ ブ め が け て 振 り 当 て よ う と して い る、 な ど と いっ た 解 釈 が な さ れ る わ け で は

な い。

(注26)少 な く とも 最 初 の 接 触 に お い て は、 ボ ー ル は静 止 して い る は ず で あ る。

(注27)地 面 に 落 ち て い る ボ ー ル がOB(規 定領 域 外)か ど うか を 判 定 す る手 段 を 説 明 し

て い る。 当 然 な が らボ ー ル は 静 止 して い る。

(注28)林 の 中 に ボ ー ル を 打 ち込 む と、 今 度 は そ こか らボ ー ル を打 た な け れ ば な らず、

打 と う と して ス イ ング す る と、 ク ラ ブ が 枝 や 木 に接 触 しが ち だ、 とい う こ との 表 現。

(注29)記 事 内 容 は、 核 装 置 が海 中 で 破 損 し内 部 が 侵 水 、 と読 め る。

(注30)片 手 で パ ター を 持 っ て、 地 面 に静 止 して い る ボ ー ル を 打 つ 場 合、 パ ター の 芯

で ボ ー ル を と ら え れ ば 手 応 えが な い、 とい う こ と。 ボー ル を 手 に持 ち、 も う片 手 で

固 定 した パ タ ー の フ ェー ス に対 して ボ ー ル を 当 て る わ け で は な い 。

(注31)明 言 さ れ て は い な い が、 彼 と彼 女 が行 つ た キ ス は 、 お そ ら く(178)全 体 で1

回 で は な い か と思 わ れ、 こ こ で は そ の解 釈 に 立 っ て 例 と して 挙 げ た。 彼 女(ジ ュ デ ィ)

は 「窓 枠 に後 頭 部 を のせ て 」キ ス を 受 け た わ け で、 彼 の 唇 が 移 動 して き た の だ と考 え

られ る。

(注32)ソ ー ル とは ク ラ ブ の 底 を指 す。2セ ンチ とい うの は、 ボ ー ル か らポ イ ン トま

で の 距 離 で あ る。 何 の ポ イ ン トか とい え ば、 ク ラ ブ を振 っ て、 底 っ ま り ソ ー ル を ぶ

つ け る 地 面 の ポ イ ン トで あ る。

(注33>一 般 に、 名 詞 句 の 相 互 交換 と い う操 作 で 結 ば れ る2文 の 同 義 性 を比 較 す る場

合 、 語 順 の 影 響 を 無 視 す る こ とに な りか ね な い こ とは 認 め て お き た い。 しか し少 な

く と も 本 文 で 問 題 に して い る種 類 の弾 当 て代 換 に関 す る 限 り、 語 順 は さ ほ ど関 与 し

な い と い え る よ うで あ る。 た とえ ば(146)(176)の よ う に 二 格 名 詞 句 が先 行 す る 形 も、

(149)(181)の よ う に ヲ格■名 詞 句 が 先行 す る形 も存 在 す る。

(注34)XとYが 「同 じよ う な もの を指 示 す る 」度 合 だ け に と ど ま らず、 「同 じよ う な

名 詞 句 」で あ る度 合 も、 文 の[対 称 性]に 関 わ っ て く る。 た と え ば次 の①a②aは 、 文 の
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[対 称 性]の 高 低 が 異 な る。 ②aの 彼 と違 っ て②bの 彼 は、 一 郎 を 指 す と は 考 え難 く、

一郎 と 花子 に対 す る ①aの[対 称 性]は 、 ②aの 正対称 性]よ り高 い。 久 野(1978)を 参 照。

この よ うに 「表 現 形 式 と して 同 じ よ う な名 詞 句 」で あ る度 台 も、 広 義 で の 名 詞 句 の[対

称 性]に 含 め て お く。

①a.一 郎 が 花 子 と争 う。    ②a.一 郎 が 彼 の妻 と争 う。

 b.花 子 が-・郎 と争 う。     b.彼 の 妻 が 一 郎 と争 う。

(注35)尤 も、 問 題 に さ れ て い る 海 岸 線 と タ イ ヤ 跡 が、 共 に ご く短 い距 離 の 場 合 は

(182b)の 適 格 性 は 高 い。 そ の 場 合 、 海―崖 線 と夊∠L趁 跡 の[対 称 性]は 高 い 。

(注36)但 し(218a)(219a)(221b)は 、 不 適 格 と判 断 す る話 者 も存 在 す る。 ち な み に

(218)に つ い て は、 ① の よ うな 中 国 語 の類 例 が確 認 で き る。

①a。 酒 倒 満 酒 杯. 「杯 が 酒 に 満 ち て いる 。』

 b。 酒 杯 倒 満 酒 。 「酒 が 杯 に満 ち て いる,』

ま た(221b)に っ い て は 下 の ② の よ う な 実 例 が 見 つ か っ て い る 。

  ② ラ ン サ ム は 、 手 で 日 光 を 目 か ら 遮 っ て 、 も の 音 ひ と つ し な い 河 岸 を 眺 め た 。

  [」。G.バ ラ ー ド(著)1964・ 中 村 保 男(訳)1970『 燃 え る 世 界 』,創 元 推 理 文 庫,

  東 京:創 元 社,9。]

 (221)の 他 に カ ラ 文 の 適 例 が現 時 点 で 見 あ た らず 、 そ も そ も カ ラ 文 は(121g)に 該 当

しな い とす る 可 能 性 も あ る か も しれ な い が、 本稿 で はひ と ま ず カ ラ 文 を 二 文 と 同等

に 扱 っ て お く。

(注37)以 下 ① ～ ⑧ の よ う な名 詞 句 の 相 互 交i換 も、 弾 当 て代 換 で は な い が、 何 ら か の

文 意 を保 存 す る よ うで あ り、 今 後 検 討 した い。

①a。

 b。

③a.

 b。

⑤a.

 b。

⑦a.

b.

彼 を 目 に とめ る。

目を 彼 に とめ る。

解 答 が 彼.に察 しが っ く。

彼 が 解 答 に察 しが つ く。

友 人 が 芸 能 人 に い る。

芸 能 人 が 友 人 に い る。

授 賞 者 が ア メ リ カ人 に 多 い。

ア メ リ カ人 が 授 賞 者 に 多 い。

②a。

 b。

④a.

 b.

⑥a.

 b.

⑧a.

b.

魔 法 を 彼 に か け る。

彼 を魔 法 に か け る。

彼 が 人 望 に欠 け る。

人 望 が 彼 に欠 け る。

日本 が 天 然 資 源 に 乏 しい 。

天 然 資 源 が 日 本 に 乏 しい 。

本 書 が 南 北 問 題 に 詳 しい。

南 北 問 題 が 本 書 に 詳 しい 。
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