
複合 動詞後項の多義性 に対する認知意味論 によるアプローチ

― 「～ 出 す 」の起 動 の 意 味 を 中心 に して ―

今 井 忍

0 は じめ に

 本 稿 は 、Lakoff(1987)とLangacker(1987/1991)で 提 唱 され た認 知 意 味論 の 枠 組 み

を用 い 、 い わゆ る複 合 動 詞 構 文1の 後 項 と して 使 わ れ る 「～ 出す 」の起 動 の 意 味 が

単独 用法 の意 味 と どの よ うな つ な が りが あ るか を 明 らか にす る こ と を 目的 とす る。

 まず 、 多 くの 場合 「～始 め る」 と交換 可能 な 「～ 出す 」が 、命 令 ・意志 の 文 脈 で

あ らわ れ に くい こ と、 また 、話 者 が 知 覚不 可能 な事 態 を表 す文 脈 で あ らわれ に くい

こ とを観 察 し、 この よ うな 「～ 出す 」の意 味 が 単 な る起動 で はな く 、 「話 者 に よっ

て結 果 が知 覚 可 能 な事 態 の 生起 」 であ る こ とを指摘 す る。 さ らに、 単独 用 法 「出 る」

「出 す 」の イ メー ジ ・スキ ー マ を も とに して 、 この よ うな 「～出 す 」の意 味 が 、単

独用 法 「出す 」の イメ ー ジ ・ス キ ーマ に対 して 適用 さ れる い くつ か の 一般 的 な認知

的操 作 に よる拡 張 の結 果 で あ る と主張 す る 。

1理 論的背景

 0節 で述 べ た よ うに 、本 稿 の 目的 は複 合 動 詞 構文 にお け る後 項 の 意 味の 多 様 性 と、

そ の 多様 な意 味 と単 独 用法 との関 わ りを 、Lakoff(1987)とLangacker(1987/1991)で

提唱 さ れ た枠組 み を用 いて 明 らか にす る こ とで あ る 。本 節 で は これ らの枠組 み の 中

で 本稿 の分 析 に 関与 す る点 に つ いて概 観 す る 。

 Lakoff(1987)は 、一 つ の 語 彙項 目の 一見 全 く無 関係 に思 わ れ る多 様 な意 義 が 互 い

に認 知 的 に動機 づ け られ た 関係 を持 つ こ と を示 し、語 彙項 目を 「意 義 の 自然 な カ テ

ゴ リー 」 と捉 え る こ とが で き る と主張 した 。Lakoff(1987)の 分析 は従 来 の枠 組 み と

は異 な る観 点 に基 づ いて い る が 、そ の 中で も特 に こ こで述 べ て お か な けれ ば な らな

い の は次 の2点 で あ る 。

 ま ず 第 一 に 、 あ る 一 つ の 言 語 形 式 が 複 数 の 統 語 範 疇 に 渡 っ て 使 用 さ れ る 場 合 で も、

そ れ ら の 「意 義 」 を 考 慮 す る こ と に よ っ て 、 そ れ ら の 間 の つ な が り を 明 ら か に す る

こ と が で き る と い う こ と で あ る 。Lakoff(1987)で は`over'の 分 析 が 行 わ れ て い る が 、

そ れ は`The plane flew over the hill.'の よ う な 前 置 詞 と し て の 用 法 だ け で な く 、

`Roll the log over
.'の よ う な 副 詞 、`overflow'の よ う な 接 頭 辞 と い っ た 多 様 な 範

疇 と し て あ ら わ れ る`over'を 対 象 と し 、 そ れ ら の 用 法 が 一 つ の ス キ ー マ か ら の 拡 張
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と して統 一 的に 捉 え られ る と主張 され て い る 。 この観 点 は 、 あ る語 彙 項 目を いず れ

かの決 まっ た統 語 範 疇 に属 す る もの と して捉 える よ う な形 式 的 な ア プ ローチ と対 照

をな して い る 。形 式 的 アプ ロー チ にお い て は 、た とえ同 じ言語 形 式 で あ っ て も 、異

なっ た環 境 にお い て 異 なっ た統 語 的 振 舞 い をす るな らば、 そ れ らは基 本 的 に 「同音

異 義語 」で あ り 、異 な った 統語 範 疇 に 属 す る異 な っ た語 彙 項 目 と して 扱 わ ざ る を得

ない 。Lakoff(1987)の 枠 組 み で は 、た とえ その 統語 的振 舞 い が環 境 に よっ て異 な っ

てい て も 、 それ らの 意味 につ い て考 察 す る こ と によ り、一 つ の語 彙 項 目の統 一 的 な

把 握 が 可能 であ り、(少 な く とも部 分 的 に は)そ の振 舞 い の違 い を説 明 す る こ とが

でき る2。

 第 二 に 、一 つ の 語 彙項 目の複 数 の 意 義 は 、そ れ らの意 義 の すべ て に共通 す る抽 象

的 な 意 味 素性 に よっ て ま とめ る こ とが で き る よ うな もの で は 必ず しもな い とい う こ

とで あ る 。Lakoff(1987)の`over'の 分 析 に 関 して 言 え ば、 例 え ば`Do it over.'の

よ うな反 復 を表 す もの と、`The plane flew over the hill.'の よ うな空 間 内の位

置 関係 を 表す もの とが なん らか の共 通 の 意味 的 な属 性 を共 有 して い る とは考 え に く

い。 また 、仮 に共 通 の属 性 を与 え る こ とが で き た と して も 、そ の よ うな属 性 は余 り

に一般 的 な もの に な り、`over'の もつ 本質 的 な意味 的特 徴 に関 して重 要 な洞 察 を与

える こ とに はな ら ない であ ろ う3。 した が って 、語 彙 項 目の複 数 の 意 義 の 関係 を考

察 す る場 合 には 、個 々 の意 義 どう しの 関係 に着 目 し、Lakoff(1987)で な さ れ て い る

よ うに 、 そ れ らの 間 のつ な が りを明 らか にす る とい う方 法 論 が有 効 にな る 。 この よ

うな観 点 で は、 「意 義 の 自然 な カ テ ゴ リー 」 と して の語 彙 項 目は 、 中心 とな る一 つ

の意 義 か ら、直 接 的 あ るい は 間接 的 に 拡張 さ れた様 々 な周 辺 的意 義 へ と至 る カ テ ゴ

リー と して記 述 され る 。Lakoff(1987)は 、 この よ うな カテ ゴ リー を 「放射 状 カ テ ゴ

リー 」 と呼び 、 あ らゆ るカ テ ゴ リーが 放射 状 カテ ゴ リー と して適 切 に記述 で き る と

主 張 す る 。放 射 状 カ テ ゴ リー が カ テ ゴ リー一 般 の特 徴 で あ るな らば 、意 義の カ テ ゴ

リー で あ る多 義 的 語彙 項 目に つ いて も この よ うな観 点か らの分 析 が 有 効 で あ る はず

であ る 。

 Langacker(1987/1991)の 枠組 みの 中 で特 に述 べ て おか な けれ ば な らな い こ と は次

の2点 で あ る。 まず第 一 に 、 言語 の 意 味 に お いて は 、視 覚 ・聴 覚 ・触 覚 に基 づ く感

覚 的 イ メー ジが 重 要 な部 分 を な して い る とい う こ とで ある 。従 来 の 意 味論 にお いて

は、必 要 十 分 条 件 を規 定 す る抽 象 的 な 素性 の 束 と して語 彙 の 意昧 を分 析 す る語 彙 分

解 の 方法 論 が取 られ て きた が 、 この よ うなや り方 に は、様 々 な 点で 限 界 が あ る こ と

が多 くの研 究者 に よって 指摘 さ れて い る4。Langacker(1987/1991)は 、 その よ うな

素 性 に よる語 彙 分 解 に代 わ り うる方法 と して イメ ー ジ ・ス キ ー マ に よる表 示 を提 唱

して い る 。 イメ ー ジ ・スキ ー マ は事物 ・事 態 を 統一 的 な イ メ ー ジ と して表 示 す る も

ので あ り、事物 ・事態 の構 成 要 素 は事 物 ・事 態 全体 の 中 で の み位 置 付 け られ る 。 こ
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の よ うな イ メー ジ ・スキ ー マ を使 う こ とに よっ て 、プ ロ トタ イプ効 果 、家族 的類 似

性 、放 射 状 カテ ゴ リーな どの 問題 を適切 に扱 う ことが 可能 に な る。

 第 二 に 、 イメ ー ジ ・スキ ー マ は外 界 を忠 実 に反映 す るも ので は な く、人 間 が 外界

を知 覚 してそ れ を解 釈 す るや り方 に基 づ いて い る と い う こ とで あ る 。 人間 が 外界 の

事物 ・事 態 をあ りの ま まに 知 覚す るの で はな く、知 覚 され た情報 に 対 して様 々 な認

知 的 処理 を行 う以 上 、 それ を記 述 す る言語 の 意 味 も あ りの ままの 外 界 の事物 ・事態

で は な く、話 者 の 認知 の あ り方 に基 づ い て い るはず であ る 。 したが っ て 、 イ メー ジ

・ス キ ー マ の表 示 の 中 には 、話者 の視 点や 注 意 の焦 点 な どの主 観 的 な 情報 が 組 み 入

れ られ る こ とにな る。

 以 下 で は 、複 合動 詞 後 項 、特 に 「～ 出す 」 につ いて 分析 す る 。そ の 際上 述 の よ う

な、 主 観 的情 報 を 含 む イ メ ー ジ ・スキ ー マ を使 い 、複 合動 詞後 項 とい う限 ら れ た統

語 範 疇 と してだ けで な く単 独用 法 と して の意 義 も含 め て 、個 々の用 法 の意 義 の 間 の

っ な が りを明 らか にす る と い う観 点か ら考 察 を 進め る こ とにす る。

2複 合動詞後項 に関する問題

 本 稿 で は複 合 動 詞後 項 「～ 出す 」に つ いて 分 析す るが 、 その 前 に 、 複合動 詞 構文

の 一 般 的 な特 徴 につ いて 前 節 で述 べた よう な観 点か らい くつか の論 点 を指摘 して お

きた い 。

 複 合 動詞 後 項 と して用 い られ る動 詞 の特 徴 の 一 っ は 、そ れ らが複 合 動詞 後 項 と し

て だ けで な く、 単 独 で用 い る こ とがで きる と い うこ とで あ る 。 この こ とは複 合 動詞

の 定 義 上 自明の こ とで あ り 、複合 動 詞 構文 を 日本語 研 究 全体 の 中 に位 置付 け る上 で

見 逃 す こ とので きな い事 実 であ る と思 わ れ る 。実際 、単 独 用法 と複 合 動詞 と して の

用 法 の 間 の 関係 に関 して 、塚 本(1987)、 山本(1983,1984)で は両者 の 格 支 配 の分 析

が な され て い る し、影 山(1993)で は両 者 の項 構 造 と語 彙概 念構 造 に 着 目 した分 析 が

なさ れ て い る 。

 た だ 、 この よ うな単 独 用 法 と複 合 動 詞用 法 の 間 の関 係 に 関す る研 究 は 、 この 両者

の つ な が りが か な り明 白な 場 合 に限 られ る 。 も し単 独 用法 に お ける動 詞の特 性 と複

合動 詞 用 法 にお け る動 詞 の 特性 が 全 く異 なっ て い れ ば、 そ れ らは単 に 同音 異 義語 と

して扱 わ れ 、そ れ らの 間 に どの よ うな 関係 が あ るの か につ いて は全 く何 も述 べ るこ

とが で き な くな る 。例 えば 、(1)の よう な 「～ 出す 」は 、単 独用 法 に よ るパ ラ フ レ

ー ズ も で きず 、単 独 用 法 の 意 味が 前 項動 詞 の 意 味 に付 け加 え られ て い るの で もな い

とい う点 で 、単 独 用 法 と複 合動 詞 用 法 の間 の つ なが りを形 式的 に述 べ る こ とが で き

な い例 で あ る。

一3一



(1)突 然 ベ ルが 鳴 り出 した 。

した が っ て 、単 独 用 法 と複 合 動詞 用 法 に 関 す る形式 的 な研 究 は 、(2a)と(2b)の よ う

に この 両 者 が ほぼ パ ラフ レー ズ の 関係 に あ る場 合か 、(3)の よ う に複 合 動 詞 後項 の

単独 用 法 にお け る意 味 が前 項 動詞 に単 に付 け加 え られ る よ うな場 合 を主 に扱 う こ と

にな る 。

(2)a.一 夫 は 勉 強 を 続 け た

 b.一 夫 は勉 強 し続 けた

(3)業 者 が荷物 を部 屋 か ら運 び 出 した

 一 方 、単 独用 法 と複 合動 詞 用 法 の 間 の関 係 につい て 意味 論 的 観 点 か らな され た研

究 は少 な い 。そ れ は 、(2-3)の よう な単 独 用法 と複 合動 詞用 法 の 間の 意 味 的 つ なが

りが か な り明 白な場 合 には 、意 味 論 的 に考 察 す る に値 す る ような 問題 は何 もな い よ

うに思 わ れ るか らで あ り、(1)の よ う な全 く意 味 的 なつ な が りが ない と思 わ れ る場

合 に は 、従 来 の抽 象 的 素性 に基 づ くよ う な意 味論 で は扱 う こ とが で き なか っ た か ら

で あ る 。

 しか し、前節 で提 示 した枠 組 み に基 づ けば 、単 独 用法 と複 合 動詞 用 法 の 間 に 一見

何 の つ なが りも な い と思 わ れ る場 合 も適 切 に扱 う こ とが 可能 にな る 。す な わ ち 、主

観 的 な 情 報 を含 む イ メー ジ ・スキ ーマ を 用 い 、単独 用 法 と複 合動 詞 用 法 の 多様 な意

義の 間 の 関係 に着 目す る こ と に よって 、 カ テ ゴ リー の成 員 の 全 て に共 通 す る抽 象 的

素性 に よ る分 析 で は見 出す こ との で きな か っ た複合 動 詞 構 文 の特 性 を捉 え る こ とが

可能 に な るので あ る。実 際 、 斎藤(1985)で は 、ほ ぼ イ メー ジ ・スキ ーマ と同等 の図

式 を用 い 、単 独 用 法 と複 合 動詞 用 法 そ れ ぞ れの 多様 な意 義 に着 目す る こ とに よ って、

複合 動 詞 後 項 「～ 返 す 」の 分析 に成 功 して い る 。前 述 の よ うに 、複 合 動詞 構 文 の 重

要 な特 性 は複 含 動 詞後 項 と して用 い られ る動 詞 が単 独 で も用 い られ る とい う こ とで

ある が 、前 節 で 述 べ た枠組 み は こ れ らの 間の 関係 を最 も適 切 に捉 え る こ とが で き る

と思 わ れ る 。

3い わゆ る起 動 を表 す 「～ 出す 」の 特 徴

 こ こ で は、複 合 動 詞 後項 「～出 す 」の意 味 に つ いて 、 い くつ か の現 象 を見 な が ら

検討 して い く。 「～ 出す 」 は様 々な用 法 で 用 い られ るが 、本 稿 で扱 う 「～ 出 す 」は

次の 様 な もの で あ る 。
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(4)a.雨 が 降 り出 した

 b.健 次 は3日 前 に その 本 を読 み出 した

この よ うな 「～ 出 す 」は 、一 般 に 「～始 め る 」 と交 換 可能 で あ り、 そ の際 に意 味 は

ほ とん ど変 わ らな い 。

(5)a.雨 が 降 り始 め た

 b.健 次 は3ﾘ前 にその 本 を 読 み始 め た

この こ とか ら 「～ 出 す 」は起 動 アスペ ク トを 表 す と され る こ とが あ る 。 この よ うな

一般 に 「起 動 」 を表 す とさ れ る 「～ 出す 」の用 法 を こ こで は仮 に 、 「～出 すA」 と

呼ぶ こ と にす る5。

 上 の 例 か らは 、 「～ 出すA」 と 「～ 始 め る 」 は全 く同義 で あ る と思 わ れ る か も し

れ な い 。 しか し、 「～ 出すA」 と 「～始 め る 」の 置 き換 えは どの よ うな場 合 に もで

きる わ けで は な く 、 あ る特 定 の 環 境 にお い て 「～始 め る」 が使用 可能 で 「～ 出 すA」

が使 用 不 可 能 な場 合 が あ る 。例 え ば 、 「～ 始 め る 」は 命令 形 にす る こ とが で きるが、

「～ 出すA」 は命 令形 にす る とや や 不 自然 に な る 。

(6)a.す ぐ にその 本 を読 み始 め な さい

 b.?す ぐ に そ の 本 を 読 み 出 し な さ い

(7)a.早 く 食 べ 始 め ろ

b.?早 く 食 べ 出 せ

同様 の対 立 は、勧 誘 や 文 の 主体 の 意志 をあ らわ す文 脈 にお いて も 見 られ る。

(8)a.す ぐ にその 本 を読 み始 め よ う

 b.?す ぐ に そ の 本 を 読 み 出 そ う

(9)a.早 く 食 べ 始 め よ う

 b.?早 く 食 べ 出 そ う

(10)a.す ぐ に そ の 本 を 読 み 始 め た い

  b.?す ぐ に そ の 本 を 読 み 出 し た い

(11)a.早 く 食 べ 始 め た い

b。?早 く 食 べ 出 し た い

上 記 の 例 とはや や 性質 が 異 な るもの の 、使 役 構 文 に お い ても 、 同様 に 「～始 め る」
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が使 用 可能 で、 「～ 出すA」 の使用 は不 自然 であ る 。

(12)a.先 生 が生 徒 に本 を読 み始 め させ た

  b.?先 生 が 生 徒 に本 を 読 み 出 させ た

(13)a.コ ー チ が選 手 に走 り始 め させ た

b.?コ ー チ が 選 手 に 走 り 出 さ せ た

 (6-11)の よ うな 「～出すA」 と 「～ 始 め る 」の対 立 につ い て は 、森 田(1989)、 姫

野(1977)で も指 摘 さ れて お り、そ れぞ れ 「意志 性 の な さ 」 、 「自然 現 象 的性 質 」 と

いう観 点 か ら説 明 が試 み られ て い る。 しか し、次 節 で見 る よ うに こ れ らの説 明 に は

不明 確 あ るい は不 十 分 な点 が 見 られ 、 その ま ま受 け 入 れ る こ とはで きな い 。 む しろ、

ここで 関 与 して い るの は 、話 者 の 関与 の有 無 で あ る 。す な わち 、 「～始 め る 」 が単

な る事 態 の 開始 とい う意味 を持 つ の に対 して 、 「～ 出すA」 が話 者 の視 点か ら見 て

知覚 可能 な形 で の事 態 の生 起 とい う意 味 を持 つ と考 え る こ とが で き るの で あ る 。

 「～ 出すA」 が この よ うな 意味 を持 つ と考 え られ る一っ の 理 由は 、上 記 の よ うな

文脈 にお ける生 起 不 可能 性 が 、話 者 の 判断 や 推 論 を表 す モ ダ リテ ィ形 式 と平 行 的 で

あ る こ とで あ る 。例 え ば 、 日本語 の 「ら しい 」 「よ う だ 」 「そ う だ 」な どは 、命 令

・意 志 ・使役 の 文 脈 で は あ ら われ な い し6 、英 語 の`seem'や`appear'な どの 動 詞 も

命 令 ・意 志 ・使 役 の構 文 に はあ らわれ るこ とが で き ない7。 この こ とは 、モ ダ リテ

ィ形 式 を 含 む文 の 話者 が、 命 題 が表 現 す る事 態 に対 して制 御 力 を持 っ て いな い こ と

に由来 す る。 「～ 出 すA」 に つ いて も 、話 者 は命 題 が 表現 す る事 態 を知 覚 す るだ け

であ り、 事態 に対 す る制 御 力 を持 って いな いた め 、命 令 ・意志 ・使 役 の文 脈 で あ ら

われ に くい と考 え るこ とが で き る 。

 「～ 出 すA」 が話 者 に よ って 知覚 可 能 な事態 の 生起 を表 す と考 え られ るも う一 つ

の理 由 は 、次 の よ うな知 覚 不 可能 な 事態 の 記述 にお ける 「～ 嵐すA」 と 「～始 め る」

の解 釈 の違 いに あ る 。

(14)a.犬 に咬 ま れて以 来 正 夫 は犬 を恐 れ始 め た

  b.犬 に咬 ま れて以 来 正 夫 は犬 を恐 れ 出 した

(14a)で は 「正 夫 の犬 へ の 恐 れ 」が 表 面 的 な行動 に あ らわ れ るか 否 か につ いて は 中

立的 で あ るが 、(14b)で は 表 面 的な 行 動 が あ らわ れ る解釈 が優 勢 で あ る 。 この こ と

は 、(15)や(16)の よ うな文 脈 を与 え れ ば よ り明 確 に な る 。
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(15)a.犬 に咬 ま れて 以来 正 夫は 犬 を恐 れ始 め て 、子 犬 を見 て も逃 げ る よ う にな っ

   た

b.犬 に咬 ま れて 以来 正 夫は 犬 を恐 れ出 して 、子 犬 を見 て も逃 げ る よ う にな っ

 た

(16)a.犬 に咬 ま れて 以来 正 夫は 犬 を恐 れ始 め たが 、そ の こ とを私 に は隠 して い た

  b.??犬 に咬 まれ て以 来 正 夫 は 犬 を恐 れ出 したが 、 その こ とを私 には 隠 して い

   た

(16b)の 不 自然 さ は、 「～ 出 すA」 が知 覚 可能 な事態 の生 起 を 表 さな けれ ばな らない

の に 、 文脈 上 そ の よう な解 釈 が不 可能 で あ る と いう矛 盾 に由来 して い る。

 同様 に知 覚 可能 性 が問題 にな る文 脈 と して 、(17)の よ うな 「～始 め るJと 「～ 出

すA」 の 対比 が あ る 。

(17)a.ろ う そ く の 火 が 消 え 始 め た

  b.??ろ う そ く の 火 が 消 え 出 し た

(17b)の 不 自然 さ も、や は り 「～ 出すA」 が 知 覚 可能 な事態 の生起 を表 す とい う こ と

に 由来 して い る 。 た だ し、 ここで 注意 しな けれ ば な らな い の は、 「ろ うそ くの 火が

消 え る 」 とい う事 態 が 進行 して い く過 程 そ の も の は知 覚 可能 で あ る とい う こ とで あ

る 。(14b)の 「正 夫 が犬 を恐 れる 」 とい う事 態 そ の ものは 、 外 的 に知 覚 不 可能 で あ

りう る 。一 方 、(17b)の 「ろ うそ くの 火 が 消 え る 」 とい う事 態 は 、外 的 に知 覚 不 可

能 な もの で は あ り えな い 。 したが って 、(16b)と(17b)の 不 自然 さ を説 明 す る た め に

は、 「～ 出 すA」 で問 題 にな る知 覚 可 能性 が事 態 そ の もの に つ いて で は な く、事態

が含 意 す る結 果 につ い ての もの と考 え ざ るを え ない8。

 以 上 の こ とか ら 、 「～出 すA」 の 意 味 は単 な る起 動 では な く、 「話 者 に よ って結

果 が 知 覚 可能 な 事 態 の生 起 」 と規 定 す る こ とが で きる 。以 下 で は 、 この よう な 「～

出すA」 の特 性 が単 独用 法 「出す 」 と どの よ うな 関連 が あ るか を考察 して い く。

4先 行研 究

 複 合 動 詞 構 文 に つ いて は 、 多 くの研 究者 に よっ て様 々 な 観点 か ら研 究が な され て

い る が 、本 節 で は 「～ 出 すA」 の用 法 とそ の意 味 につ いて 言 及 の あ る森 田(1989)と

姫 野(1977)を 取 り上 げる 。 いず れ の研 究 にお い て も 、鋭 い 直感 に基 づ く観 察 が な さ

れ て い るが 、森 田(1989)で は 、 「～ 出すA」 の 意 味 の規 定 の仕 方 にや や 不 明確 な 点

が見 られ 、姫 野(1977)で は 、単 独用 法 と複 合動 詞 用 法 の 間 のつ なが りの説 明 がや や
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不十分 な 点 が見 られ る。

4.1森 田(1989)の 研 究

 森 田(1989)は 「 『一出す 』は無 の 状態 、現 れ て いな い状 態 の もの が おの ず と顕 在

化 し、 動 作 ・状 態 の 変化 と して形 をな す とい う気分 が強 い 。"開 始"よ りは"新 た

な事態 の 成立"の 意 識 が強 い。 」 と して 、 「～ 出すA」 を含 む文 には 「意 志 性 」 が

ない と述 べ て い る 。

(18)a.彼 はい や いや 歩 き出 した

  b.あ の テ レ ビ番 組 を 見 だ して か ら、土 曜の 夜 が 楽 しみ にな っ た

森 田(1989)は 、(18a)は 他者 の行 為 を叙 す 場合 、(18b)は 自身の こ とで も結 果 的 に事

実 を叙 す 場合 で あ り、 自己 の 意志 的 判 断 で あ る(19)は 容認 不可 能 で あ る と述 べ て い

る 。

(19)*そ ろそ ろ本 を読 み 出 そ うか (cf.読 み始 め よ うか)

 森 田(1989)の 基 本 的見解 は 、前 節 で述 べ た 「～出 すA」 の 意 味的 な 規定 と ほぼ 一

致す る もの と言 え るが 、森 田(1989)で 述 べ られ てい る 「意 志 性 」が誰 の意志 で あ る

か と い う こ とは 明確 で ない 。(18a)で 「い やい や 」 といっ た副 詞 が用 い られ て い る

ことか らす れ ば 、 この 「意 志 性 」は主 語 に帰 せ られ る と も考 え られ るが 、次 の よう

に 「自 らの 意志 で 」 と いっ た副 詞 に置 き換 え て も容認 度 は変 わ らな いか ら、 「～ 出

すA」 の意 味 に文 の 主語 の 意 志性 が 関 わ っ てい る と は考 え られ な い。

(20)彼 は 自 らの 意志 で 歩 き 出 した

また 、 「他者 の 行 為 を叙 す 」 とか 「自身 の こ とで も結果 的 に事 実 を叙 す 」 と い う言

い方 を して い る こ とか ら推 測 す る と、 ここ で問題 に され て い る 「意 志性 」 は話 者 に

帰せ られ る とも思 わ れ るか も しれ ない 。 しか し、(18)の よ うな例 に お いて 、 そ もそ

もな ぜ 話 者の 意 志 性 が 関わ らな け れば な らない のか に関 して は全 く説 明 され て いな

い。

 前 節 で述 べ た よ うに 、 「～ 出すA」 は 「話者 に よ っ て結 果 が 知覚7能 な事 態 の 生

起 」 を 表 すの で あ り、意 志性 の な さは(19)の ような 文脈 に お いて は じめて 問題 にな

るにす ぎ ない 。 も し(16)の よ うな 文 に おい て な ん らか の点 で意 志性 の な さが 感 じら
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れ る とす れ ば 、そ れ は 「～ 出すA」 が含 意 す る話 者 が知 覚の 主 体 で あ り、命 題 が表

す 内 容 自体 に対 して制 御 力 を持 た ない か らで あ ろ う。 しか しいず れ にせ よ 、森 田

(1989)で 指 摘 され て い る 「意 志性 」の 問題 は 、 「～ 出すA」 の意 味の 本質 的 な特 性

では な く、 「話 者 に よって 結 果 が知 覚 可能 な事 態 の 生起 」か ら派 生 的 に導 か れ るも

ので あ る 。

4.2姫 野(1977)の 研 究

 姫 野(1977)は 、複 合動 詞 後 項 「～ 出 る 」 と 「～出 す 」につ い て 、 多 くの デ ー タを

も と に して そ れ らの 統語 的 ・意 味 的 な特徴 を論 じた もの で あ る。 したが っ て 、 「～

出すA」 以 外 の 「～ 出す 」 につ いて も、 多 くの 興 味深 い観 察 が な され て い る9。 こ

こで は 、本稿 の 目的 上 「～ 出すA」 の 用法 と単独 用 法 の つ な が りに関 す る姫 野(1977)

の見 方 につ いて 見 る こ とに す る。

 姫 野(1977)で は 、 「 『～ 出す 』 は 『～始 め る 』 に比 べ て 、 よ り"自 然現 象 的 な"

"突 発 的 な"と い うニ ュ ア ン スが伴 う 」 と して
、単独 用 法 「出す 」 との連 続 性 につ

いて 次 の よ うに述 べ て い る 。 「内部 に こめ られ てい た もの が 、何 か の きっか けで ど

っ と外 部 へ 出て 、 こ とが始 ま る とい う状態 は容 易 に想像 さ れ るこ とで ある 。 そ こに

は人 為 的 な 力の 作 用 とい う よ りは 内部 か らあ ふ れた 自然 なエ ネ ルギ ーの流 出 が感 じ

られ る 。 」 と して 、 「～ 出すA」 と単 独用 法 「出 す 」 との 間 につ な が りが あ る とい

う見 解 を 示 して い る。

 この 見解 は 、単 独用 法 と複 合 動詞 用 法 の 間 に なん らかの つ な が りが ある とい う本

稿 の 観 点 と一 致 す るも のの 、次 の よう な問題 点が あ る 。 まず 第一 に 、姫野(1977)が

述 べ て い るのは 「出 る 」の 基 本 義 であ って 「出す 」の基 本 義 で は な い 。 した が って、

姫 野(1977)の 見 方 で は 、 「～始 め る 」 と置 き換 えが で き るの が なぜ 「～ 出 る 」では

な く 「～ 出す 」な の か とい う疑 問 に答 え る こ とが で き な い 。

 第 二 に、姫 野(1977)で 述 べ られ てい る単 独 用 法 の 意義 は 、基本 的 な用法 にす ぎな

い と い う こ とで あ る。1節 で述べ た よ うに 、語 彙項 目の 複 数 の意 義 は共通 した属 性

に よっ て ま とめ られ る よ う な もの では な い 。 したが っ て、 単独 用 法 と複癈ｮ 詞 用 法

の 間 の つ なが りを 問題 にす る場 合 、一 っ の基 本 的 な用 法 を 見 る だ けで は十 分 で ない

場 含 が 多 い 。実 際 、姫 野(1977)の 指 摘 は か な り直観 的 な レベ ル に と ど まって お り、

単 独用 法 の意 義 と複 合 動 詞 後項 の意 義 のつ なが りを十 分 に明 らか に した とは 言 え な

い。

 本稿 で は 、 この2つ の 問 題 点 を解 決 しう る分 析 を試 み る 。以 下 で 詳 しく述 べ るよ

うに 、第 一 の 問題 点 は主 語 の 主観 化 とい う点 か ら、第 二 の 問題 点 は単 独用 法 「出 す」

の 中心 的 な意 義 だ けで な く拡張 さ れた意 義 を考 慮す る こ とに よっ て 、 解決 す る こ と
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が で き る 。

5単 独 用 法 「出 す 」 の イ メ ー ジ ・ス キ ー マ

 本 節 で は 、単 独 用法 「出 す 」の基 本 的 な用 法 で あ る 「外 部へ の 移 動 の使 役 」か ら

どの よ う に して 「あ る地 点 にお け る出 現 ・発 生 」 とい う意 味へ と拡 張 が行 わ れ るか

とい う こ とを、 イ メー ジ ・ス キー マ に よる表 示 に基 づ い て 分析 す る 。 ここで は 、

「出 す 」の スキ ー マ を 、外 部 への 移 動 の スキ ー マ と使役 の ス キー マ の複 合 と仮 定 す

る10。 したが っ て 、 まず 基 本 とな る外 部へ の移 動 の スキ ー マ につ い て 議論 す る こ と

にす る 。 外部 へ の 移動 の ス キ ーマ は、 「出 る 」の基 本 的 ス キ ーマ と一 致す るが 、

「出 る 」自体 の様 々 な拡張 され た スキ ーマ にっ いて 網羅 的 に提 示 す る こ とは せ ず 、

本稿 で扱 う 「～ 出 すA」 の分 析 に 関 わ る部 分の み を提 示 す る こ とにす る 。 「出す 」

の様 々 な拡 張 され た スキ ー マ につ いて も同様 で あ る11。

5,1外 部 へ の移 動 の ス キ ーマ か ら出現 ・発 生 の ス キー マ へ の拡 張

 ま ず 、外 部 へ の移 動 の ス キ ーマ を 考 え る 。外 部 へ の移 動 の スキ ー マ は基 本 的 に一

つ の 「容 器 」 と一 つ の 「移 動 体 」、 そ して そ の 間の 位置 関 係 の 変化 を 示す 時 間軸 か

らな る12。 これ らを含 む よ うなス キ ー マは(21)の よ うな も の にな る 。

(21)外 部 へ の 移 動 の スキ ーマ

/・o

〆 ○'一

一'/■
._,ﾏ

この ス キ ー マ は 、次 の よう な 「出 る 」の基 本 的用 法 の ス キ ー マ と同 等 で あ る 。

(22)a.進 は 部 屋 か ら 出 た

  b,ホ ー ス か ら 水 が 出 る

一10一



(22)の 例 は 、 い ず れ も(21)の ス キ ー マ に お け る 「容 器 」 と 「移 動 体 」 が 明 示 的 に あ

ら わ さ れ て い る 。(22a)に 関 し て 言 う と 、 「進 」 の ス キ ー マ が(21)の 「移 動 体 」 と

同 定 さ れ 、 「部 屋 」 の ス キ ー マ が(21)の 「容 器 」 と 同 定 さ れ る 。 こ の 過 程 で 「移 動

体 」 と 「容 器 」 が 精 緻 化 さ れ 、(22a)の 文 全 体 の ス キ ー マ が 規 定 さ れ る こ と に な る 。

一 方
、 次 の よ う な 例 で は 、(21)の ス キ ー マ に お け る 「容 器 」 が 明 示 さ れ な い 。

(23)a.こ の 寺 に は お 化 け が 出 る

b.あ の 界 隈 には痴漢 が 出 る

c.風 邪 を ひ い て熱 が 出 る

d。 列 車事 故 で けが 人 が 出 る

(23)の 例 は 、 い ず れ も 「容 器 」 が 明 示 さ れ な い と い う 点 で(22)と は 異 な っ て い る 。

(23)の 例 に お い て 「出 る 」 が 表 し て い る の は 、 「外 部 へ の 移 動 」 で は な く 、 む し ろ

「出 現 ・発 生 」 で あ る 。

 こ の よ う な 「外 部 へ の 移 動 」 か ら 「出 現 ・発 生 」 へ の 拡 張 に お い て 関 与 し て い る

の は 、Lakoff(1987)の 「メ タ フ ァ ー 的 写 像 」 で あ る と 考 え ら れ る 。Lakoff(1987)は

意 味 の 拡 張 に お い て 、 「イ メ ー ジ ・ス キ ー マ 変 換 」 と 「メ タ フ ァ ー 的 写 像 」 が 重 要

な 役 割 を 果 た し て い る と 指 摘 し て い る 。 イ メ ー ジ ・ス キ ー マ 変 換 の 具 体 例 と し て 、

`over'の 意 味 の 拡 張 に お け る
、 次 の よ う な イ メ ー ジ ・ ス キ ー マ 変 換 を 挙 げ て お く 。

(24)終 端 焦 点化 変換

a. Sam walked over the hil1. (経 路)

b.Sam lives over the hill.(経 路 の 終 端)

(25)複 数 個 体 ・ 連 続 体 変 換

  a。The guards were posted all over the hil1.(複 数 個 体)

  b.The board is over the hole.(連 続 体)

終端 焦 点化 変換 は 、経 路 を 表す スキ ー マか ら経 路の 終 端 を 表す スキ ー マへ の 変 換 で

あ り、複 数 個体 ・連 続 体 変 換 は複 数個 体 を表 す スキ ー マ か ら連 続体 を 表す ス キ ー マ

へ の変 換 であ る 。Lakoff(1987)は 、こ の いず れ の変 換 も`over'だ け に 限 らず 、 他 の

語 彙 項 目の 意味 の拡 張 に も 関与 す る とい う点 で 一般 性 を持 っ てい る が 、 この 一般 性

が認 知 の あ り方 に基 盤 を持 っ て い る と主 張 す る 。

 ま た 、 「メ タ フ ァ ー 的 写 像 」 の 具 体 例 と し て は 、`over'の 意 味 の 拡 張 に 関 与 す る

次 の よ う な メ タ フ ァ ー 的 写 像 が 挙 げ ら れ る 。
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(26)メ タ フ ァ ー 的 写 像:<支 配 力 は 上 、 支 配 力 の 欠 如 は 下>

  She has a strange power over me.

この よ うな メ タフ ァー 的写 像 も ま た、`over'の 意味 の 拡張 だ けで な く他 の語 彙 項 目

の意 味 の拡 張 に も関与 して お り、や は り認 知 的 な基 盤 を持 って い る 。

 「出 る 」の外 部 移動 の スキ ー マ か ら出現 ・発 生の スキ ー マへ の 意 味 の拡 張 に は、

次 の よ うな メ タフ ァー 的写 像 が関 与 して い る と考 え られ る 。

(27)メ タフ ァー 的写 像:〈 公 開 さ れ た もの は外 部 、 隠 され た もの は 内部 〉

この メタ フ ァー 的 写像 は、 次 の よ うな イデ ィ オム にお い て 見 られ る よ うに、 「出 る」

の意味 の拡 張 とは独 立 に存 在 す る もの で あ る 。

(28)a.不 祥事 が 表沙 汰 に な る

  b.秘 密 が漏 れ る

(28a)で は 「表 」 す な わ ち 外 部 で あ る こ と が 「公 開 性 」 と 結 び つ い て お り 、(28b)で

は 「秘 密 」 が 「(容 器 か ら)漏 れ る 」 こ と が や は り 「公 開 性 」 と 結 び つ い て い る 。

し か も 、(27)の メ タ フ ァ ー 的 写 像 は 、 日 本 語 に お け る 意 味 の 拡 張 だ け で な く 、 他 の

言 語 に お け る 意 味 の 拡 張 に も 見 ら れ る 。Lindner(1982)は 、 英 語 の`011i'の 意 味 の 拡

張 に お い て(27)と 同 様 の メ タ フ ァ ー 的 写 像 が 存 在 す る こ と を 指 摘 し て い る 。

(29)a. The stars/the sun finally came out.

b. What did you find out?

c. He threw out a few ideas for us to consider.

(29)の い ず れ の 例 に お け る`011i'に お い て も 、 「内 部 」 が 隠 さ れ た も ・の 、 「外 部 」

が 公 開 さ れ た も の と 結 び つ い て い る 。 し た が っ て 、(27)の よ う な メ タ フ ァ ー 的 写 像

は 「出 す 」 の 意 味 の 拡 張 だ け に 限 ら れ な い 一 般 性 を 持 っ て い る と 言 え る13。

 (27)の メ タ フ ァ ー 的 写 像 に 基 づ い て 、(21)の 外 部 へ の 移 動 の ス キ ー マ は 、 次 の よ

う な 出 現 ・発 生 の ス キ ー マ へ と 変 換 さ れ る 。
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(30)出 現 ・発 生 の ス キ ー マ

〆/O

,,.o'!

・/隣 ﾌ¥̂/

5,2 「出 す 」 の ス キ ー マ

 前 述 の よ う に 、 「出 す 」 の ス キ ー マ は 外 部 へ の 移 動 の ス キ ー マ と 使 役 の ス キ ー マ

の 複 合 で あ る と 仮 定 す る 。Langacker(1991)で は 、 causative constructionの ス キ

ー マ は 次 の よ う に 規 定 さ れ て い る 。

(31) causative schema(Langacker1991:410)14

O
tr

曝
lml

lm2

(ニ 〉はenergy transferを 示 す)

簡単 に 言 え ば、 この スキ ー マ は一 つ の 実体 が 事 態 に対 して エ ネ ルギ ー を移 行 させ る

こ とに よって そ の事 態 を進 行 させ る とい う事 態 で あ る と解 釈 され る 。 「出す 」の場

合 に は 、 エ ネル ギ ー が移 行 され る事態 が 「外 部 へ の移 動 」で あ るか ら、 「出 す 」の

基 本 的 な スキ ー マ は次 の よ うな 「外部 への 移 動 の使 役 」の ス キー マ と して 表 示 され

る。
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(32)外 部 へ の移 動 の使 役 の スキー マ

r) o一

/○

一〇

注意 しな けれ ば な らない の は 、 この ス キー マ は 、 「出す 」 が使 わ れ て い る文 の 意 味

の様 々 な詳 細 を捨 象 した も ので あ る とい う こ とであ る 。例 え ば、 こ の スキ ー マ は

causerの 位 置 に 関 して は何 の規定 も して いな い 。(33a)で は 、causerの 「一 弘 」 は

容器 の 「ポケ ッ ト」の 外 に いて 、移 動 体 で あ る 「タバ コ 」 に 直接 力 を加 え て 容 器 の

外へ 移 動 させ て い るが 、(33b)で は 、causerの 「昭 子 」は 容器 で ある 「車 」の 中 に

いて 力 の 行 使 を行 って い る 、 とい うよ う に 「出す 」を含 む個 々 の文 は それぞ れ の場

合 で 、様 々な ス キー マ を も って い る 。

(33)a.一 弘 が ポ ケ ッ トか ら タ バ コ を 出 し た

  b.昭 子 が 車 か ら 手 を 出 し た

(32)の ス キ ー マ は 、causerが 容器 の 中 に位 置す るの か外 に位 置す る のか 、 causerが

直接 力 の 行使 を行 うの か 、 とい っ た スキ ー マ の様 々 な詳 細 をすべ て 捨 象 した も の で

あ り、 そ の よ うな 詳細 が規 定 され た スキ ー マ をすべ て含 む もの で あ る15。

 (32)の よう な基 本 的 スキ ー マ に(27)の メ タ フ ァー的 写 像 が通 用 さ・れ る と(34)の よ

うな 出 現 ・発 生 の 使役 の スキ ー マ が得 られ る 。
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(34)出 現 ・発 生 の 使 役 の ス キ ー マ

i_� 鯵

/・C
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(35)の よ う な 例 が 、(34)の ス キ ー マ に よ っ て 表 示 さ れ る 。

(35)a.手 品 師 が(な に も な いはず の 帽子 の中 か ら)鳩 を 出 した

b.A大 学 は ノーベ ル 賞 受賞 者 を10人 も出 した

c.あ の 家 は この3年 で2回 も火 事 を 出 した

 こ こで 重要 なの は、(35)に お け るcauserが そ れぞ れや や 異 な っ た性 質 を も っ て い

る と い う こ とで あ る 。(35a)で は 、 causerで あ る 「手 品 師 」 は 直接的 な 力の 行 使 に

よっ て 意 図 的 に事 態 を進 行 させ て い るの に対 し、(35b)で は 、 「A大 学 」は 事態 の

進 行 に対 して間 接 的 な 力 しか持 っ て い ない 。 さ らに 、(35c)で は、 「あの 家 」は も

はや 事 態 の進 行 に対 して 直接 的 な 力 も間 接 的 な力 も持 って お らず 、事 態 が進 行 す る

場 所 に しか す ぎ な い 。 した が って 、 出現 ・発 生 の使 役 の スキ ー マ にお けるcauserに

は、 典 型 的 なcauserか ら事 態 が進 行す る場 所 に至 る段 階 性 が あ る こ と にな る16。

(35c)の よ うに 、causerが もはや 単 な る場 所 しか表 さ ない よ う な 「出す 」の スキ ー

マは 次 の よ うな もの で あ る 。
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(36)あ る 場 所 に お け る 出 現 ・発 生17

_,/C

Q 翻/!
一 一◎

 この よ うに して 、 「出す 」の ス キー マがr外 部へ の 移動 の使 役 」か ら 「あ る場所

にお け る出 現 ・発 生 」へ と拡張 さ れ る過程 を明 らか にす る こ とが で きた 。 この 過 程

で関 与 して い るの は 、 メ タ フ ァー 的写 像 と複 数 の スキ ー マ の複 合 で あ る 。 これ らは

いず れ も 「出 る 」 と 「出す 」の意 味 の 拡張 に限 られ る よ うな特 異 的 な過程 で は な く、

他 の 言 語現 象 に も適用 され る一般 的 な過程 で あ る 。

6 「～ 出 すA」 の ス キ ー マ

 3節 で述 べ た よ うな 、 「話者 に よっ て結 果 が知 覚 可能 な事 態 の 生 起 」とい う 「～

出すA」 の 意 味 は次 の よ うな スキ ー マ に よっ て表 示 され る 。

(37)話 者 に よっ て結 果 が知 覚 可能 な事 態 の生 起 の スキ ー マ

冷

/

工
RP二 瀦

この スキ ー マ は 、前 節 の(36)の ス キ ー マ と密接 な関連 が あ る 。す な わ ち、(36)に 対

す る(37)の ス キ ーマ の 相違 点 は 、i)参 照 点 が常 に話 者 の 存 在 す る空 間 と して 解 釈 さ
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れ る こ と、 さ らに 、ii)生 起 す る実 体 が事 物 で な く事 態 で あ る こ との み であ る 。 し

たが って 、(36)の スキ ー マ か ら(37)の スキ ー マへ の拡 張 を動機 づ け る には 、 この2

っの 相 違 点 が説 明 され な け れ ばな らな い。

 第1点 に 関 し て は 、Langacker(1991)で 指 摘 さ れ て い る 主 観 化(subjectifica-

tion)が 起 こ っ て い る と 考 え ら れ る 。 主 観 化 と は 、 本 来 客 観 的 な 事 態 を 表 す 言 語 形

式 が 話 者 の 視 点 や 発 話 時 点 な ど の 主 観 的 な 要 因 を 含 む 意 味 へ と 拡 張 さ れ る 意 味 変 化

の 過 程 で あ る 。Langacker(1991)で は 、 英 語 の`have'の 多 様 な 意 味 の 間 の つ な が り

に つ い て 分 析 が な さ れ て い る 。(38)の そ れ ぞ れ の 例 は`have'を 含 ん で い る が 、(38a)

の`have'は 動 作 的 ・完 了 的 ・意 志 的 な 事 態 を 意 味 す る の に 対 し て 、b以 下 の 例 で は

そ の よ う な 特 性 が 次 第 に 失 わ れ て い き 、(38e)で は 、`have'の 主 語 は 空 間 的 な 参 照

点 と し て の 機 能 し か 持 っ て い な い 。

(38)a. The duchess had the gardener trim the hedges.

b. The robber had a gun in his hand.

c. Brygida has a new chainsaw.

d. Sally has a dog.

e. We have a lot of skunks around here.

Langacker(1991)は(38e)の よ う な 空 間 的 参 照 点 の 機 能 が さ ら に 時 間 的 な 参 照 点 の 機

能 へ と 拡 張 さ れ た の が(39)の よ う な 現 在 完 了 の`have'で あ る と 主 張 す る 。

(39) The water main has broken!

この よう に して 、`have'の 語 彙語 と しての 意 義 と機 能 語 と して の意 義 が主観 化 とい

う観 点 か ら結 び付 け られ 、 そ の間 の つ なが りが 動機 づ け られ る こ とに な る。

 「～ 出すA」 に関 して も こ れ と同様 の 意 味の 拡 張 が起 こっ て い る と考 え る こ とが

で き る 。(36)の ス キー マ に お け る参 照 点は 主観 化 を受 け て話 者 が存 在 す る空 間 と し

て常 に解 釈 され る 。た だ し、`have'の 例 とは異 な り、 「～ 出すA」 の ス キー マは 、

話 者 の 時 間 的 な位 置 付 け が参 照 点 と して解 釈 さ れ る まで に は至 って い ない 。 も しそ

の よ う な拡張 が起 こっ て い る とす れ ば 、3節 で挙 げた よ う な 「～出 すA」 と 「～始

め る 」 との 対比 は あ りえ な いか らで あ る。 した がっ て 、 「～ 出すA」 の場 合 には 、

参 照 点 の 性質 は(36)の スキ ーマ に お け る参 照 点 の性 質 と同 じく、空 間 的 な参 照 点 で

あ る と考 え られ る 。

 ま た、第2の 点 で あ る事 物 の生 起 が 事態 の生 起 へ と拡 張 され る とい うこ と も、 自

然 な 意 味 の拡 張 と言 え る 。一般 に 、あ る実 体 が 事態 と して 認知 され る 場合 には 、 そ
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の参 与 者 の 時 間 的推 移 に よ る変化 の仕 方 に焦 点 が 置 か れ る 。一 方 、 あ る実体 が事 物

と して認 知 され る場 合 に は 、時 間 的推 移 に よ る変化 は捨 象 され 、 あ る認知 枠(空 間

的位 置 、他 の 実体 との パ ラ デ ィグ マ テ ィ ック な関係 な ど)の 中 での そ の実 体 全 体 の

位 置付 け に焦 点 が置 か れ る 。 した が っ て、 時間 的推 移 に よ って変 化 す る実 体 は 、 そ

の参 与 者 の 変化 の あ り方 と実 体 全体 の いず れ に も自 由 に焦 点 が置 か れ うるの で あ る。

この よ う な焦 点 の置 き方 に よる違 い は 、名詞 化 や補 文 化 の よ うな言 語 過程 に反 映 さ

れ て い る 。 した が って 、 「出す 」か ら 「～ 出すA」 の拡 張 過 程 にお い て も、 焦 点 が

参与 者 間 の 関係 の時 間 によ る変化 か ら、そ の変 化 の あ り方 全体 に移 る とい う過 程 が

起 こ る と考 え て も不 自然 で はな い 。

7結 語

 本 稿 で は 、 「～ 出すA」 の 意義 が 、 単独 用法 の基 本 的意 義 であ る 「外 部 へ の移 動 」

か ら拡 張 され て い る過程 を明 らか に してき た 。そ の際 、 イ メー ジ ・スキ ーマ とそ れ

にか か る メタ フ ァー 的 写像 、主観 化 が 中心 的 な 役割 を果 た して い る こ とを指 摘 した。

「～ 出すA」 の 意 義 で あ る 「話者 に よっ て結果 が知 覚 可能 な事 態 の生 起 」は 、次 の

よう な過 程 を通 して拡 張 さ れ る。 まず 「外 部 へ の移 動 」の スキー マ と使役 の スキ ー

マの 複 合 が起 こ り、そ れ に対 して く公 開 さ れ た もの は外 部 、隠 され た ものは 内部 〉

とい う メ タフ ァー 的 写像 が 適 用 さ れ る こ とに よって 、 「出 現 ・発 生 の使 役 」の スキ

ーマ が 形 成 さ れ る 。そ して 、causerの 役割 が 衰 退 し、参 照 点 とな る こ とに よ って

「あ る場所 で の 出現 ・発 生 」の スキ ー マが 得 られ る 。さ ら に、そ こ に主観 化 と焦 点

の置 き方 の変 換 が 起 こる こ と によ っ て、 「話 者 によ って 結 果 が知 覚 可 能 な事 態 の 生

起 」 とい う 「～ 出 すA」 の ス キー マ が形 成 され る 。 この拡 張 の過 程 に関 与 す る そ れ

ぞ れ の 操作 は 、単 に 「～出 すA」 だ け に見 られ る よ うな特 異 的 な操 作 では な く、 一

般性 を も っ た操 作 で あ る。

 最 後 に、残 され た 問題 点 につ いて 整理 して お き たい 。 ま ず 、本稿 で は 「～ 出 すA」

につ い て しか 扱 え な か った が 、 こ こで提 示 した分 析 方法 が他 の複 合 動詞 後項 に も適

用 可 能 か どうか とい う問 題 が あ る 。複 合動 詞 構 文で は 、様 々 な種類 の動 詞 が 様 々な

意 義 を持 って 使 わ れ るか ら、 そ れ ら全 ての 動 詞 にっ い て単 独 用法 も 含 め た詳 細 な 意

義 の 記述 を行 うの は か な りの 困難 が 伴 う。 しか し少 な く とも 、比較 的 生産性 の 高 い

「～ か け る 」 「～つ け る 」な どの 分析 に対 して は、 本稿 の 方法 は重 要 な示唆 を 与 え

る と考 え られ る 。 これ らの複 合 動 詞 後項 は 単独 用 法 で ほ とん どが他 動詞 で あ り、 し

か も な ん らか の 意味 で 話者 が関 与 す る一種 の モ ダ リテ ィ要 素で あ る 。 「～ 出 すA」

の分 析 か らも分 か る よ うに 、 この2っ の要 因 はcauserの 主観 化 とい う点か ら統 一 的

に説 明 で き る 。
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 ま た 、本稿 で は 「～ 出 すA」 以 外 の 「～ 出す 」につ いて は扱 えなか っ たが 、 「～

出す 」の 形 式 につ いて詳 しい分 析 が な され れ ば 、単 独 用 法 「出す 」 と複合 動 詞 後 項

「～ 出す 」の 多様 な意 義 に つ いて 、 よ り統 一 的 な理 解 が得 られ る と思 われ る 。語 彙

項 目が 、Lakoff(1987)が 主張 す る よう に 、 「意 義の 自然 な カテ ゴ リ ー 」で あ り、そ

れぞ れの 意 義 が互 い に結 び つ け られ た放 射状 カ テ ゴ リー を な して い る とす れ ば 、

「～ 出すA」 以 外 の 「～ 出 す 」の意 義 が 「～出 すA」 の意 義 に結び つ い てい る 可能 性

も高 い 。

 そ の他 に も、意 味 拡張 の 過程 で 関与 す るそ れ ぞれ の操 作 につ い て 、十分 に 一般 性

が あ る こ とを さ らに示 して い くこ と、 「～ 出 すA」 の よ り詳 しい用法1Bに つ いて の

分析 を進 め て い くこ とな どが問 題 点 と して 残 されて い る 。 いず れ も今 後 の課 題 と し

て い き た い。

注

1こ こで 言 う 「複合 動 詞 構 文 」とは 、2つ の 動詞 連 続V1+V2に お いてV1が

連 用形 にな る もので あ る 。V1が テ形 で用 い られ る 「～ て い く」 「～て お く」

な どにつ い て は現 在 の と ころ考 察 を 行 って い な いが 、本 稿 で提 案 す る方 法 で分

析 可能 で あ る と考 え る 。

2例 え ば 、`Roll the log over.'の よ う な 副 詞 的`over'は 、`The plane ffew

 over the hi11'の よ う な 前 置 詞 的`over'か ら の 拡 張 で あ る が 、 こ の 拡 張 の 過 程

 で は た ら い て い る の は`over'のlandmarkがtrajectorと 同 一 化 さ れ る イ メ ー ジ ・

 ス キ ー マ 変 換 で あ る 。Lakoff(1987)はLindner(1982)に 従 っ て 、landmarkが

 trajectorと 同 一 で あ る 場 合 をreflexive trajectorと 呼 ん で い る 。 こ の よ う に

 `over'が 前 置 詞 と 副 詞 と い う 異 な っ た 統 語 範 疇 に 属 す る こ と は イ メ ー ジ ・ス キ

 ー マ 変 換 と い う 認 知 的 な 過 程 に よ っ て 説 明 さ れ る 。

3同 様 の 議 論 はTaylor(1989)で も 、 ロ シ ア 語 の 格 の 分 析 に つ い て な さ れ て い る 。

4語 彙 分 解 の 問 題 点 に 関 し て は 、Lakoff(1987)、 Taylor(1989)で 詳 し く 論 じ ら れ

 て い る 。

5こ の他 に も 、複合 動 詞 後 項 と して の 「～ 出す 」は 「運 び 出 す 」の よ うな移 動 の

方 向 を 表 す 用 法 も あ る が 、 本 稿 で は こ の 用 法 は 扱 わ な い 。 も ち ろ ん 、 移 動 の 方

向 を 表 す 「～ 出 す 」 の 中 に も 多 く の 興 味 深 い 用 法 が 見 ら れ 、 そ の よ う な 用 法 も

本 稿 で 提 示 し た 枠 組 み の 中 で 適 切 に 扱 え る と 考 え る 。 一 つ 例 を 挙 げ れ ば 「腹 が

突 き 出 し て い る 」 に お け る 「～ 出 す 」 はLakoff(1987)で 指 摘 さ れ たreflexive

trajectorの 例 で あ り 、landmarkで あ る 「腹 」 が 同 時 にtrajectorと し て も 機 能
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 して い る と考 え られ る 。

6こ れ らの形 式 は 、そ も そ も命令 形 を持 たな いか らこの よ うな文 脈 で あ らわ れ な

い と思 わ れ る か も しれ な いが 、 「君 は そ ろそ ろ 先生 か ら呼 び 出 しを く らう ら し

い 」を 「*そ ろ そ ろ先 生 か ら呼 び 出 しを く らう ら しくあ れ/く らう ら し く しろ 」

の よ うな迂 言 的な 方法 で命令 文 にす る こと もで き ない か ら、単 な るパ ラ ダ イム

の 問題 で は な く意 味論 的 な問題 が 関 与 して い る と考 え られ る 。

7影 山(1993)は 、 「～ 出すA」 を含 む構 文 を 、繰 り上 げ動 詞 構 文 の よう に外項 に θ

 役 割 が付 与 さ れな い非 対 格型 補 文 構造 に分類 して いる 。 ま た 、同様 に非 対 格 型

 補 文構 造 を と る とさ れ る 「～か け る 」につ い て 、 「 『小 坊 主 が鐘 を 鳴 ら しか け

た 』 とい う文 は、 『小 坊 主 が鐘 を鳴 らす 』 とい う事象 が 今 に も起 こ りそ う だっ

た こ とを傍 観 者 の立 場 か ら描 写 して い る 」(影 山1993:143.下 線 引用者)と 述 べ

て い る 。即 断 はで き な い ものの 、非 対格 型補 文構 造 を とる動 詞 が 、 意味 論 的 に

見 て一 般 に話 者 の な ん らか の形 での 関与 を含意 す る とす れ ば 、 これ らは統 語 的

に も意 味 的 に も一 つの ク ラス を な して い る と考 え る こ とが で きる 。

8こ こで は 、一 本 の ろ うそ くの火 が徐 々 に消 え て い く よ うな事 態 を 意 図 して い る。

 複 数 の ろ うそ くが次 々 と消 えて い く とい う事 態 を表 す場 合 には 「消 え出 す 」の

 形 式 を使 っ て も容 認 可 能 で あ る 。 これ は、前 者 の 事態 が 火の 完全 な消 滅 を含 意

して い るの に対 し、後 者 の場 合 には 火 が最終 的 に消滅 して しま う こ とを含 意 し

て いな い か ら と考 え られ る 。な お 、一 般 に事 態 の起 動 や 漸 進 を表 す 形 式 が複 数

の事 態 の継 起 を表 す こ と もで き る とい う現 象 に関 して は 、Lakoff(1987)で 指 摘

さ れ た 「複 数 個体 と連 続 体の ス キ ー マ変換 」が 関 与 して い る と考 え られ る 。

9例 えば 、 「～ 出す 」が 外部 移動 の 意味 で使 わ れ前項 動 詞 が 自動 詞 の 場 合 には 、

 多 くの 「～ 出 す 」が 「～ 出 る 」 と置 き換 えが 可 能 で あ る とい う現 象 が指 摘 さ れ

 て いる 。

 (i>水 が飛 び 出す/飛 び 出 る

(ii)模 様 が 浮 き出す/浮 き出 る

この よう な 「～出 す 」 と 「～ 出 る 」の 交換 可能 性 につ い て は 、複 合 動詞 後 項 の

「～出 す 」の個 々の意 義 の間 の っ なが りを考 察 す る上 で 重 要 な論 点 にな る と思

わ れ る。

10こ の仮 定 は作 業仮 説 で あ り、 こ の よ うに仮 定 す る理論 的 な要 請 もデ ー タ上 の 根

 拠 も今 の段 階 では な い 。 しか し、後 に見 る よ うに 、 この よ うに仮 定 す る こ とに

よ って 、基 本 的 な 「出 す 」の意 義 か ら 「～ 出 すA」 の 意 義へ の拡 張 が適切 に分 析

さ れる 。

11「 出る 」 につ いて も 「出す 」につ いて も 、外部 移 動 か ら拡張 され た様 々 な用 法
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が 見 られ る 。一例 を挙 げ る と、 「下 手 に 出 る 」の よ うな あ る種 の 態度 を表 す よ

う な用 法 が あ る。 これ は 、後 述 の よ うな 「accessibleな 領 域 へ の 移動 」の 一 種

と考 え る こ と もで き る が 、 「下 手 」が な ん らか の移 動 先 と考 える こ とに はや や

無 理 が あ る と い うこ と 、 「*下 手 に 出す 」の ような 対応 す る 「出す 」の形 が な い

こ とな どか らや や特 殊 化 され た例 で あ る と考 え られ る。

12Langacker(1987/1991)で は 、 時 間 軸 が 明 示 さ れ た ス キ ー マ と 時 間 軸 が 捨 象 さ れ

 た ス キ ー マ が 使 い 分 け ら れ て い る 。 こ れ ら はmental scanningの 違 い を 表 す も の

 で 、 前 者 がsequential scanning、 後 者 がsummary scanningと 呼 ば れ る 。 本 稿 で

 扱 う 現 象 に はscanningの 違 い は 関 与 し な い の で 、 summary scanningの ス キ ー マ

 を 使 っ て も 特 に 問 題 は な い が 、 こ こ で はsequential scanningの ス キ ー マ を 使 う

 こ と に す る 。

13(26)の よう な メ タフ ァー 的写像 の一 般 性 は 、容 器 の スキ ー マ の認 知 的 基盤 に基

 づ いて い る と考 え られ る 。Lakoff(1987)は 、容 器 に対 す る人 間の 理 解 は 、 自己

 の身体 を容 器 と して捉 え る こ とに基 づ いて い る と主張 す る 。自己 の 身体 が容 器

 で ある な らば 、そ の外 に あ るも の は 自 己に は属 さな い公 の もので あ り、 そ の中

 に ある も の は 自己 に属 す る私 的 な 隠 さ れた もの で あ る と い うこ と に なる 。

14`tr'はtrajector、`1m'はlandmarkの 略 で あ る 。Langacker(1987/1991)で は 、

 七rajectorと1andmarkは 、 あ ら ゆ るrelational predicationに お い て そ れ ぞ れ 最

もsalientな も の と2番 目 にsalientな も の と し て 規 定 さ れ る 。 例 え ば 、 移 動 す

る も の と 移 動 の 起 点 ・終 点 、 主 語 と 目 的 語 な ど が そ れ ぞ れtrajector、1andmark

と さ れ る 。 こ れ は 、 心 理 学 的 に は`figure'と`ground'に 対 応 す る も の と さ れ る 。

15し た が っ て 、 こ こ で はLakoff(1987)が 言 う 「最 小 規 定 解 釈 」 の 立 場 に 立 っ て い

 る こ と に な る 。Lakoff(1987)は 「最 小 規 定 解 釈 」 の 問 題 点 を 指 摘 し て 「最 大 規

定 解 釈 」の 立場 の優 位 性 を主張 して い るが 、 こ れ はその 語 彙項 目 の 多義 性 を よ

り よく記述 で き るか ど うか とい う経 験 的 な 問題 で あ り、理 論 上の 問題 で は な い。

したが っ て 、 「出 す 」に 関 して も どち らの立 場 が よ り有 効 で あ る か は、 そ の多

義 性 を よ り詳 しく観 察 して行 く過 程 で 決定 す る しか な い 。後 に見 る よ う に、少

な くと も 「～ 出すA」 と単独 用 法 「出す 」 との 関係 を考 え る上 で は 、 「最 小 規定

解 釈 」の ほ う が よ り有 効 であ る と考 え られ る 。

16こ の よ うな段 階性 が どの ような具 体 的 要 因 に よ って生 じて いるか は 、現 在 の段

 階 では 明確 にす る こ とが で きな か っ た 。少 な く と も言 え るの は 、causerが 、事

 態 に直接 的 に 力を 行使 す る こ と、 力の 行使 が意 志 的 に行 われ る こ と な どの複 数

 の要 因 と、 そ の要 因 に 関す る含 意(直 接 力 を行 使 す るた め に はそ の 事態 が起 こ

 る場所 に い な けれ ば な らない とい う こ と、causerは 意 志 を持 ち う る もの で な け
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れ ば な らな い とい うこ とな ど)か らな るカ テ ゴ リーで あ り、その 結 果 プ ロ トタ

イ プ効 果 が現 れ る とい う こ とで あ る 。

17RPはreference pointの 略 で あ る 。

18例 え ば 姫 野(1977)で は 、 「笑 う 」 「泣 く 」 な ど の 感 情 の 表 出 を 表 す 動 詞 に は 「～

始 め る 」 で は な く 「～ 出すA」 が使 わ れや す い こ とが指 摘 され て い るが 、 本 稿 の

枠組 み にお いて この よ う な現 象 を どの よう に扱 え るか は 考 察 中で あ る 。
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