
対 象 語 に 「が」を伴 わ しめ る語 につ い で

田 村 す ダ 子.

本稿 の 目的

現 代 東 京 方 言 口語 で,他 動詞 に 「た い」taK:あ る い は 「える」rare-e

が つ い て希望 形(例1食 べ たい εabetaK)あ るい は 可 能 形(例=食 べ られ る

tabcmre,飲 め るnome)に な る と,そ の 動 作 ・行 為 の 対 象 を表 わ す成 分

(その他 動 詞 の 目的 語 〉が助 詞 「が」 を伴 うこ とが あ る2、 ま た他 動 詞 文 の

自動 詞 文化,基 本 文 の受 け身 文 化 にお いて も,こ れ にやや 似 た現 象 が認 め

られ る.す なわ ち他 動 詞 文,基 本 文 に お い て行 為 の対 象 を表 わ す 語(目 的

語,「 を.rを 伴 う〉が,自 動 詞 文,あ る受 け身 文 に は い った 場合 は 「が」 を

伴 う.

しか し自動 詞 文 の パ タ ー ン,受 け身 文 の パ ター ン,希 望 形 ・可能 形 のパ

ター ンは,み な構 造 が異 な る・ 同 じ く 「を」 が 『が 」 に変 わ る と言 って も

そ の変 わ り方 が 違 うの であ る、 自動 詞 文 化 の場合 は,他 動 詞文 で行 為 の対

象 を表 わす成 分(目 的 語)で あ る た め に 「を」 を伴 うもの が,自 動 詞 文 で は

1本 稿 は1970年1月31日 に 「早 稲田大学 国語学会」 例 会 で"名 詞 に 「が」を伴

わしめる語 について"と い う題 で読 んだ原稿(た だ し時間 σ)都合で §§1-4以 外

はごく簡 単に しか話 さなか った)に 加筆修正 をし,注 と付記 を追加 したものであ

る・ 発表後,関 連 ある問題を扱 った先行文献 をいろい ろ教 えていただき,そ の後

それ らにも当た ってみた.ま た異 な る立場か らの質問や反対意見 をいただいたお

か げで,説 明 を追加 す る必要のあ るところもわか った,発 表 の機会 を与 えて くだ

さった方 々・ お よび 当 日の討論で ご意見などを くだ さった方 々に感謝申 し上げ る

次第で ある.

田村す9子"日 本 語の他動詞 の希望形 ・可能形 と助詞"r早 稲 田大学 語学 教育

研究所紀要』8(1969)参 照 、
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行為 の 主体 を表 わ す成 分(主 語)で あ る た め に 「が 」 を伴 う・受 け身 文 化 の

場 合 は,基 本 文 で行 為 の対 象(目 的 語 〕で あ る た め に 「を」 を伴 うも の が,

受 け身 文 で は 「られ る」rare～areの 主 体(主 語)で あ るた め に 「が」 を伴

う・希 望 形 ・可 能形 の場 合 は,そ の希 望 形 動 詞,可 能 形動 詞 がそ の行 為 の

対 象 を表 わ す 名 詞句 に 「が一rを伴 わ しめ る の で あ り,こ の場 合 そ の 名 詞 句

は 自動 詞 文 化 の 揚合 の よ うに行 為 の主 体 で も な けれ ば ・受 け身 文化 の場 合

の よ うに接 尾 辞 の主体 で もな い.

他 動 詞 の希 望 形 ・可 能形 以 外 に も,対 象 を表 わ す 成 分 に 「が』 を伴 わ し

め る語 が か な のあ る.時 枝 誠 記博 士 は 『日本 文 法 口語 篇 』(岩 波,1950)で,

この種 の成 分 が 「が」を伴 っ て も主 体 を表 わ す もの で は な い こ と を言 われ,

「対 象 語 」 「対 象 語 格」 とい う名 称 を用 い られ た・ 筆 者 は基 本 的 に は博 士 の

考 え に賛 成 で あ る.以 後 「対 象 を表 わす 成 分Jを 時枝 博 士 に従 っ て 「対 象

語 」 と呼 ぶ こ と にす る(「対 象 語 」 は.「目的 語 」 を含 む)・対 象 語 に 「が 」 を

伴 わ しめ る語 と して は(1)「 ほ しい」(2)「 で き る」(3)「 見 え る」 「聞 こえ

る」(4)「 わ か るJ(5)「 じ ょ うず」 「へ た」(6)「 好 き」 「き らい 』(7)「 い

や」 「恋 し い」(8)「 い る」 「あ る」 等 々が あ る が,「主体 一が(は)+対 象 一が+

述 語 」 の 述 語 の位 置 に これ らの語 が は い った文 の構 造 は,自 動 詞 文 や 受 け

身 文 の よ うな構 造 で は な く,希 望 形 や 可 能 形 の場 合 の ご と くで あ る と思 わ

れ る・ しか し これ らの 語 は こ うい った共 通 点 以 外 に,い ろ いろ の 互 い に異

な った職 能 を持 っ てい る・ 本 稿 は これ らの一 つ一 つ の語 の職 能 お よび 相 互

問 の職 能 の 異 同 を明 らか に し よ う とい う一 つ の試 み で あ る.

1・ ほ しい

「ほ しい
」 は ふ つ うそ の活 用 の し か たか ら 「形 容 詞」 と され て い る.た

しか に 「ほ しい 」 の 活 用(語 尾,交 替 規 則)は ふ つ うの 形容 詞 と同 じで あ る ・

ま た文 中 にお け る職 能 を見 て も,「 とて も」 「非 常 に」 な ど の程 度 の 連 用 修

飾 語 に修 飾 され る点,「,、.よ り.一 の ほ うが`」 「・一 が い ち ば ん 」

な どの比 較 のパ タ ー ン には い れ る点 な ど,形 容 詞 的 な 職 能 を 持 って い る・

しか し一 方 「ほ しい」 は ふ つ うの 形 容 詞 と違 った職 能 も持 っ て い る・ た と
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えば

(1)来 週 ま で にほ しい、

(2)な るべ く早 くほ しい,

「来 週 ま で に」 「な るべ く早 く」 とい うよ うな修 飾 語 は,ふ つ うは動 作 や

で き ご とを表 わ す動 詞(句)に 関係 す る もの で あ って,形 容 詞 を修 飾 す る も

の で は な い,

こ の よ うな二 種 の職 能 を合 わ せ持 つ 点 で 「ほ しい」 は 他 動 詞 の希 望 形

「.』.た いJに 類 似 し てい る、 実 際 例1,2の よ うな 文 は

(3)来 週 まで に 買 い た い.

(4)な るべ く早 く買 い た い・

の よ うな 文 と平 行 的 で あ る,例3,4の 構 造 は

(3)'【 来 週 まで に一 買 い 】た い

(4)'[な るべ く早 く一 買 い 】た い

だ と思 わ れ る.従 っ てそ れ と平 行 的 な例 玉,2は

(1y[来 週 まで に一 〇1た い

(2γ[な るべ く早 く一 〇 】た レ、

とい う構 造 を 持 って お り,.○ 一た い置 ほ しい な の だ と考 えれ ば よ さそ う

で あ る.

次 に

(5)水 が ほ しい,

に お け る 「水 」 と 「ほ しい」 の 関係 は

(6)水 が冷 た い、

にお け る 「水Jと 「冷 た い」 の関係 とは違 い,言 うま で も な く例6に お け

る 「水 」 は 「冷 た い」 に対 す る主語 で あ る が,例5に お け る 「水 」 は 「ほ

しい」 に対 す る対 象語 で あ る.こ の よ うに 「ほ しい」 は対 象 語 を とる とい

う点 で もふ つ うの 多 くの形 容 詞 と異 な り動詞 的 で あ り,そ の 対 象語 が 「が」

を伴 う とい う点 で も 「ほ しい」 は他 動 詞 の 希 望 形 と同 じで あ る.

例5は 「ほ しい」 の代 わ りに他 動 詞 の希 望 形 の は い った 文,た と えば
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(7〉 水 が 飲 み た い、

と平 行 的 で あ る。 例7に お け る 「水」 は 「飲 む」 の 日的 語 で あ り,「 飲 む 」

に 「た い」 が つ い て希 望 形 とな る と,そ の希 望 形 「飲 み た い」 が 「飲 む 」

の 目的 語 に 「が」 を伴 わ しめ るの で あ る.

〔ア)水 一一を一 飲 む
1卜II

水 一が 一・[飲 み一たい1

そ こ で これ と平 行 的 な 文 例5も

(5')水 一を一 〇
1"

水 一が 一一[○一 た い]た だ し ○一た い一 ほ しい

の よ うな構 造 を持 って い る と考 え れ ば よ さそ うで あ る.

早大 国語 学 会 で発 表 した とき``「 ほ しい」 や 「_.た いJが 「が」 を と

る と言 っ て も そ れ は短 い 文脈 の 中 で,し か も主 語 が1人 称 の揚合 であ って,

主 語 が3人 称 で 「ほ しが る」 「… た が る」 とな った 場 合 は 「を」 を とる

で は な い か"と い う反 論 が 出 た・文脈 に よ っては 「を」 が現 われ や す い揚

合 が あ る とい う事 実 は,す で に松 村 明 教 授 の``「 水 を飲 み た い」 とい う言

い 方 につ い て"(1951・r江 戸 語東 京語 の研 究 』(1957)所 収)の 中 で 指摘 さ

れ てお り,筆 者 の"日 本 語 の他 動 詞 の希 望形 ・可 能 形 と助 詞"の 中 で も

多 少 は これ に触 れ た が,ま だ不 明 の点 が多 く,ど う理 論 づけ るか につ い て

は今 後 研 究 を要 す る、 「ほ しが る」 「_.た が る」 は ま た別 の問 題 で あ る・

「が る
」 が つ い た場 合 に対 象 語 が 「を」 を とるの は 「ほ しい」 や 「、一 た

い 」 の せ い で は な く 「が る」 の せ い で あ る.つ まP他 動 言司 「ほ しが る」

「_.た が る」 が 目的語 に 「を』 を伴 わ しめ るの で あ る.「・ほ しい」 「飲 み

た い」 に 「が る」 が つい て 「ほ しが る」 「飲 み た が る」 にな った段 階 では,

対 象 語 に 「が」 を伴 わ しめ る と い う 「ほ しい」 「、.、た い」 の性 質 は も う

作 用 しない か ら,「 が る」 は い ま間 題 に な らない ¢)であ る.な お 「ほ しい 」

を使 うか 「ほ し が る」 を使 うか は 主語 の 人称 に よっ て 決 ま るわ けで は な

い 、 「ほ しい」 が1人 称 の 主語 と共 に用 い られ や す い の は,主 体 の 心情 を

表 わ す とい うこ の語 の意 味 に よ るの で あ り,「 ほ しが る 」 が3人 称 の 主語
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と共 に 用 い られや す い の は 「・一 が る」 が ㌧ ・・とい う気 持 ち を しき りに

表現 す る」 とい うよ うな,行 為 を客 観 的 に表 わす もの だ か らで あ る,後 述

の 「うれ し い」 「こわ い」 な どにつ い て も同 様.こ の よ うに,意 味 の適 合 ・

不 適 合 に よ っ て起 こ る事 実 と,ヨ ー ロ ッパ 語 の人 称 の 呼応 の よ うに単 に文

法 的 で あ る事 実 とは別 の こ とで あ る,

「ほ しい」 の対 象 語 は 「が」 の代 わ りに 「を」 を伴 う場 合 もあ る.

(8)水 をほ しい、

(9)そ の機 械 を来 週 ま で にほ しい,

こ うい った こ と も 「ほ しい」 を意 味 《所 有 す る,手 に入 れ る 》 だ け が あ っ

て 形 の ない 他 動 詞 の 希 望 形 「○ 一たい」 だ と考 えれ ぱ説 明 が つ く・

た だ 例8,9の よ うな文 は,実 在 の他 動 詞 の希望 形 ・た とえ ば 「飲 み た い」

「買 い た い
」 を用 い た 文

(10)水 を飲 み た い.

(11)そ ¢)機械 を来 週 ま で に買 い た い.

に 比 べ る と 多少 舌 足 らず ゐ よ うな 感 じが す る,こ れ は,実 在 の 他 動 詞 は

「水 を飲 む
,飲 ん だ,飲 も う,etc・」 「そ の機 械 を来 週 ま で に買 う,買 お う,

買 え,昇cL」 の よ う に,「 目的 語 一を」 の あ とに置 かれ て使 われ る場 合 が た

く さん あ る9)に,仮 定 上 の他 動 詞 「○」 は,「 た い」 を伴 っ て現 われ る以 外

に用 い られ るこ とが な い とい う事 実 に よ る,と 説 明 で き る か ら,「 ほ しい」

を 「○ 一た い」 とす る 仮 説 を否 定 す る こ とに は な らな い,実 際 の会 話 を聞

い て い る と,「.,.を ほ レい」 とい う言 い方 はず いぶ ん頻 繁 に用 い られ て

い る,ま た た と えぱ

(12)太 郎 が花 子 を ほ しいん だ.

の よ うな文 には,違 和 感 は な い と言 って よいの で は な か ろ うか ・ この場 合

「花 子
」 が定 看 どお り 「が』 を伴 う と,主 語 「太 郎 」 と対 象 語 「花 子」 の両

方 に 「が」 がつ く こ とに な る、 そ うい うパ ター ン も可 能 で は あ る;

(13)わ た し が水 が ほ しい んだ.

し か し 「水 」 は モ ノ(無 情 物)だ か らほ しい と思 っ て い る主 体 で な い こ とが
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明 らか だ が,「 太 郎 」 と 「花 子 」 は 両 方 と も ヒ ト(有 情 物)で あ る か らほ し

い と思 って い る主 体 と も対 象 と もな り得 る・ こ うい う状 況 下 で は 主体 の ほ

うが 太郎 で 対 象 の ほ うが 「花子 」 だ とい う こ とを は っ き りさせ る た め に

「花 子 が」 を 「花 子 を
」 と言 いか え る こ とが で き る の で あ る,そ して こ の

よ うな必 要 が あ る場 合 は主 語 が言 い表 わ され な くて も

(14)花 子 を ほ しい ん だ.

の よ うに対 象 語 が 「を」 を伴 うこ とが で きる.ま た こ うす れ ぱ主 語 と対 象

語 の順 序 が逆 で あ って も誤 解 は起 こ らな い;

(i5)花 子 を 太 郎 が ほ し い ん だ.

この よ うに 「ほ しい」 の対 象 語 が場 合 に よ っ ては 「を」 を伴 う こ とが あ る

とい うこ と も・rほ しい」 を他 動 詞 の希望 形 と見 な す 尊 との一 つ の助 け と

な る、 ㌧ 一 をほ しい」 た とえ ば例8,9「 水 を ほ しい」 「そ の機 械 を来 週 ま

で に ほ しい」 の構 造 は 「.,.を.一 たい」(た とえ ば例10,U)の 構 造 と平

行 して考 え る こ とが で き る1

(10')[水 を一 飲 み 】た い

(8')[水 を一 〇]た い

(呵 そ　 を粟
週までに_園]た い

(9)[そ 　 を
来週までに_同]た い

な お 「ほ しい」 は 動詞 の 一feformの あ と に置 か れ る,い わ ゆ る補 助 用

言 と して の用 法 も持 つ ・そ して こ の場 合 には 「一 ・て ほ しい」 と 「,.,て

も らい た い」 との 間 に上 と同 じ平 行 関係 が 成 り立 つ.た と えぱ

(16)彼 に う ちへ来 て も らい た い.

(17)彼 に う ちへ 来 て ほ しい.

の構 造 は次 の よ うに平 行的 に考 え る こ とが で き る・(寵)

(1θ)「彼㌦ 』
来て」 もら亜 い
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(1ア)[彼㌦ へ葉訓 司 レ

形 態 分析 を機 械 的 に行 な う と,rほ しい」 はr欲 す る」 と結 び つ け られ・

両 者 か ら共 通部 分ho-hoqが 抽 出 され る・ しか し こ のho～hoqは 「ほ

しい」 と 「欲 す るJ以 外 に は現 われ ず,ま た 「欲 す る」 対 「ほ しい」 と平

行 的 な 関係 に あ る対 は ほ か に はな い(形 の上 で 多 少 とも これ に似 た対 を な

す 「願 う」 対 「願 わ し い 」,「望む 」対 「望 ま しい」な ど も職 能 上,意 味 上 は

これ と平行 して い な い).し か も 「欲 す る」は あ る ス タイ ル の文 章 語 で用 い

られ る もの で,目 常 の 口 頭 会 話語 でふ つ うに用 い られ る基 礎 語 彙 レベル の

語 で は な い.従 って 少 な く とも こ こで扱 っ て い る現 代 東 京 方 言 口語 α)基礎

的 レペノレにお い ては,「 ほ しい」 を 「○ 一た い」 と分 析 す る こ と を妨 げ る も

の と して形 態 素ho～hoqの 存 在 を論 じ る こ とは無 意 味 で あ る と言 え よ う・

「ほ しい」 と 「一 ・た い」 の類 似 は以 前 か ら指 摘 され て い た が,こ こで

筆 者 が 言 お うと した の は"両 者 が類 似 してい るか ら 「一 ・た い」 は 「ほ し

い」 と同 様 一 つ の形容 詞 だ"と い う説 とは逆 で,"両 者 が類 似 して い る か

ら 「ほ しい 」 は他動 詞 の 希 望 形 だ"と い うこ とで あ る・

2。 で き る

「ス ケ ー トが で き る
.1の 「でき る.rは ふ つ うの 多 くの動 詞 と異 な るい く

つ かの 職 能 上 皿)特徴 を 持 っ て いるl

a・ 対 象語 が ふ つ う 「が」 を伴 う:ス ケ ー トが で き る・

b・ 主 体 を表 わ す成 分 が 「に」 に伴 うこ とがあ る=わ た しに もで き る1

彼 にで きな い こ と。

c・ 可 能 形 を作 らな いlxで き られ る・

d・ 希 望 形 を作 らな い:Xで き たい ・

e・ 命 令 表 現 が な い:xで きろ,耳 で き な さ い,云 で き て くだ さ い.

f意 志 表 現 が な い:「 で きよ う」 「で き ま し ょ う」 で 意 志 《「n・ 一,

1etつs,..》 を表 わす こ とが な い.

これ らの特 徴 はふ つ うの他 動 詞 の 可能 形 が持 つ 特徴 と一 致 す る た とえ
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ば 「飲 め る」 は

a・ 対 象 語(「 飲 む」noMの 目的 語)が ふ つ う 「が 」 を伴 う=お 酒 が 飲

め る.

b・ 主 体 を表 わ す成 分 がrに 」 を伴 うこ とが あ る1わ た しに も飲 め る;

彼 に飲 め な い も の.

c・ 可 能 形 を作 らな い:x飲 め られ る.

d・ 希 望 形 を作 らな い=X飲 め た い.

o・ 命 令 表 現 が な い=x飲 め ろ,瓦 飲 め な さい,x飲 め て くだ さい.

f意 志 表 現 が な い=「 飲 め よ う」 「飲 め ま し ょ う」 で意 志 《1'11...,

1et,s,,.》 を表 わす こ とが な い,

特 徴aは 他 動 詞 の 希望 形(例1飲 み た い)も,ま た他 の い くつ かの 語 も

持 っ てい る.bは 後述 の よ うに他 の い くつ か の語 も持 って い るが,対 象語

に 「が」 を伴 わ しめ る語 の す べ てが持 っ て い るわ け で は な い・ 希 望 形 も こ

の特 徴 は 持 っ てい な い.な お 主 体 を表 わ す成 分 が 「に」を伴 う場 合 と 「が」

を伴 う場 合 とで は 意 味 が多 少 異 なる.従 って この二 つ の場 合 はパ タ ー ンが

違 う と見 られ,OPtionalと 言 って す ませ る こ とは で き ない,例78の よ う

な場 合 「先 生 」 が 「に」 を伴 い に くい とい う よ うな 事実 もあ る・ さ て特徴

cは 可能 形 に さ らに可 能形 語 尾 がつ か な い と い うだ け の こ とで,意 義 上極

め て 自然 で あ る・特徴c-fは 主 体 がinanimatcの 場 合 は どん な動 詞 に も

当 て は ま る,従 っ てinanimateの 主体 しか 主 語 に と らな い動 詞 な らみ な

ヒ の特 徴 を持 つ(例;(戸 が)あ く,し ま る)・ しか し戸 を擬 人 化 して言 う揚

合 な らば 「あ け る」 《あ くこ とがで きる 》,「 あ き た い」 「あ けJな ど も不

可能 で は な い(「開 け ゴマ1」 の よ うに)の に 対 し,可 能 形 の場 合 は何 を ど う

擬人 化 して も これ が 不 可能 で あ る点,つ ま り前 者 が 語 義 的不 可 性 で あ るの

に対 し後 者 が文 法 的 不 可性 で あ る点,注 意 す べ きで あ る,

「で き る」 が他 動 詞 の可 能 形 と共 通 の職 能 上 の 特 徴 を持 つ一 方 ,「 す る」

とい う動 詞 が可 能 形 を作 らな い とい う事 実 が あ る.そ の 穴 をち ょ うど うめ

る もの が こ の 「で き る」 な の で あ る.「 す る」 対 「で きる」 の関 係 は,意
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味 上 も職能 上 も,「 飲 む 」 対 「飲 め る」,「買 う」 対 「買 え る」 な ど の 関係

とほ とん ど平 行 して い る の で あ る・ 従 っ て,す で に 「日本 語 の他 動 詞 の 希

望 形 ・可能 形 と助詞 」(1970,本 稿 の注2)で 述 べ た よ うに

(18)ス ケ ー トが で き る

の構 造 は

(19)お 酒 が飲 め る

の構 造 と平 行 的 に考 える こ とが で き る1

(19')お 酒 一を一 飲 む
1111

お酒一が 一[飲 む 一え る1

(18')ス ケ ー トーを す るIIll

ス ケ ー トーが一[す る一え る】

とこ ろが 「す る」 と 「で き る」 の職 能..Eの 関係 は・ 他 動 詞 とそ の可 能 形

の関 係 と完 全 に平 行 して い る とは言 え ない の で あ る,「 飲 め る」 の対 象 語

は場 合 に よ って は 「を」 を伴 うこ と もあ る・ 「で き る」 ¢)対象 語 も揚 合 に

よ っ て は 「を」 を伴 うこ と も な くは な いが,こ れ は ふ つ うの他 動 詞 の)可能

形 に比 べ る ≧は るか に ま れ で あ る,も っ と決 定 的 な こ とは 「お.一一 に な る」

とい う型 の尊 敬 表現 を作 るの にふ つ うの他 動 詞 と可能 形 語 尾 「え る」 の組

み 合 わせ で は 「お飲 み に なれ る」 「お 買 い にな れ る」 の よ うに,ま ず 他 動

詞 が 「お一 に な る」 の パ タ ー ンに は い り,そ の 次 に 「え る」 がつ くの に

対 し,「 す る」 「で き る」 の 場 合 は 「お で きに な る」 と言 って 「す る..1と

「え る
」 が結 合 した後 に これ が 「お一 一・・一に な る」 のパ タ ー ンに は い る(×「お

しに な れ る」 とは言 わな い)の で あ る・ つ ま り 「で き る」 は 「す る』 の 可

能 形 の 穴 を うめ る も の で は あ る けれ ど も,ふ つ うの可 能 形 よ りも 「す る」

と 「え る.」が早 い段 階 で 結 び つ き,従 って結 び つ きが か た い と言 う こ とが

で き る.

「で き る」 に は 「す る一一え る
」 で は な い もの もあ る.

(20)あ の子 は(国 語 ・勉 強 が)よ く.でき る,

(21)駅 前 に パ チ ンコ屋 が で き た.
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例20の 「で き る」 は 可能 の意 味 を持 つ が,し か し これ は 「す る一える」 で

は な く,全 体 で 《成 績 がい い>)こ と を表 わ す もの で あ り,§5の 「じ ょ う

ず 」 「と くいJな ど と通 ず る.例21の 「で き る」 は 可 能 の意 味 を持 た な い

単 純 な 自動 詞 で,意 義 上 「作 る」 と関 係 す る(他 動 詞 「作 る」 に対 す る 自

動 詞 の穴 を うめ る)も の で あ る・ 正規 の 他 動 詞 の 可 能形 の揚 合 に も・ それ

と同形 の 自動 詞 が 存在 す る こ とは よ く あ る こ とで あ る、

(22)練 習 して じ ょ うず に切 れ る よ うに な った ・(「切 れ る」 は 「切 る」

の 可 能形)

(23)こ の糸 は す ぐ切 れ る・(r切 れ る」 は可 能 形 で あ る場 合 もな くはな

い が ふ つ うは 他動 詞 「切 る」 に対 す る 自動 詞)

も う と も この二 つ の 「切 れ る」 の意 味 に は,「 切 る」 の 部 分 だ け に帰 ぜ

られ な い ほ どの 近 さが感 じ られ る,こ れ は 「切 る」 に接 尾 した 可能 形 形成

接 尾 辞 と 自動 化 接 尾 辞 の二 つ のeが い ず れ も可 能 の 要 素 を含 ん で い る か ら

で あろ う,な お 筆 者 は 「切 る」(他)対 「切 れ る」(自 〉の類 を奥 津敬 一 郎 氏

の よ うに両 極 化3と は見 な い.1955年 東 大 文 学部 言 語 学 科 の 服 部 四郎 教 授

の 演 習 の レポ ー トで筆 者 が 行 な った調 査 に よる と・ 五 段 活 用 の他 動 詞 は可

能 形 と同 じ形 に す る こ とに よ り 《ひ と りで に 、一 す る 》 とい う意味 の 自

動 詞 とし て使 わ れ る こ とが あ る(例:わ ざ と書 いた ん じゃな い ・ 自然 に書

け ち ゃ っ た ん だ)・ しか し逆 の方 向 の 類 推 は 起 こ らな い ・ 従 って この類 の

対 は他 → 自 の方 向 の派 生,eは 自動 化 接 尾 辞 と見 られ る・ 「あ く」 「あ け

るJの 類 の 場合 は逆 に 自 → 他 の方 向 の派 生 で,eは 他 動化 接 尾 辞 と見 るぺ

き で あ る.同 じ形 の もの が 自動 化 と他動 化 の両 方 に 使 わ れ る とい うこ とは

この解 釈 の 妨 げに は な らな い.ア イ ヌ語 に も語 根 に 接 尾 し七 自動 詞 を形成

す る接 尾 辞 と他 動 詞 を 形 成 す る 接 尾 辞 の両 方 のkeが あ る.例=ray(自)

《死 ぬ 》,ray-ke〔 他)《 殺 す 》;kom-o(他 ・単),kom-pa(他 ・複)《 折 り

曲 げ る 》,kom-ke(自)《 折 れ 曲 が る 》(沙 流 方 言 な ど)

3奥 津 敬 一 郎 κ 自動 化 ・他 動 化 お よび 両 極 化転 形一・一・・自他 の対 応"『 国語 学 ■70

工1967)・
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3・ 見 え る,聞 こえ る

「見 え る」K見 る こ とが で き る 〉〉,「 聞 こ え る」 《聞 く こ とが で き る 》 も

可 能 の 意 味 を持 ち,し か も前 述 の よ うなふ つ うの他 動 詞 の 可 能形 が持 つ と

同 じ職 能 上 の特徴 を持 って い る=

a・ 対 象語 が ふつ う 「が」 を伴 う=あ の星 が 見 え る ∋先 生 の 声 が 聞 こえ

な い.

b・ 主 体 を表 わ す成 分 が 「に」 を伴 う こ とが あ る:わ た し に も見 え る1

彼 に聞 こ えな い こ と.

C・ 可能 形 を作 らな い:X見 え られ る,X聞 こ え られ る・

d,希 望 形 を作 らな い:x見 えた い,x聞 こ え たい.

e・ 命令 表現 が な い ヂ 見 え ろ,X聞 こ え な さい,瀾 こえ て くだ さい.

丘 意志 表 現 が な い:「 見 え よ う」 「聞 こ え ま し ょ う」 とい う形 で意 志 を

表 わ す こ とが な い,

だ か ら 「見 える4「 聞 こ え る」 も何 か あ る他 動 詞 の 可 能 形 と考 える こ と

が で き る と都合 が よい.

「見 え る
」 「聞 こえ る」 と形 の上 で関 係 が あ り意 昧上 も結 びつ け られ そ う

な他 動 詞 は 「見 る」 「聞 く」 で あ る.し か し 「見 る」 「聞 くJに は規 則 的 な

派 生 法 に よ っ て作 られ る可 能形 「見 られ る」 「聞 ける」が あ る・ そ こで 「見

られ る」 「関 け る」 の 用 法 が ふ つ うの他 動 詞 の 用法 と平 行 して い るか ど う

カ》を』調 べ てみ る と:

(24)海 老 蔵 が見 た か った ら今 月 歌 舞 伎座 へ行 けば見 られ る.

(25)ア ル ゼ ンチ ン タ ン ゴ が 聞 き た か った らNさ ん の うちへ 行 け ば 聞

け る,

(26〉 き ょ うは 久 し ぶ りにい い 芝 居 が 見 られ て し あ わせ だ った.

(27)き ょ うは す ば ら しい レコ ー ドが 聞 け て しあ わせ だ っ た、

この 用 法 は ふ つ うの他 動 詞 の可 能 形 の用 法 と平行 して い る=

(28)お い しい コー ヒー が飲 み た か った らKさ ん の うち へ行 け ば飲 め

る,
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(29)安 く てい い オ ーバ ーが 買 い たか った ら セ・まTデ パ ー トの7階 に

行 け ば買 え る,

(30)き ょ うは久 しぶ りにお い しい コ ー ヒー が飲 め て しあわ せ だ っ た.

(31)き ょ うは とっ て もす て き なオ ーバ ーが買 え て しあわ せ だ った,

しか し一 方 ・ふ つ うの他 動 詞 の 可 能 形 が用 い られ るの と平 行 した 文 脈 で,

「見 られ る
」 「聞 け る」 が使 え な い揚合 が あ る1

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

こ ¢)お茶 は熱 くて わ た し には飲 め な い,

こ の肉 はか た くてわ た しには か め な い.

歯 を治 した ら肉 が か め る よ うに な った,

薬 を飲 ん だ ら何 で も食 べ られ る よ うに な った,

×黒 板 の宇 は小 さ く てわ た しには見 られ な い
。

冨彼 の声 は小 さ くて わ た し には聞 け ない
.

×めが ね をか けた ら黒 板 の字 が見 られ る よ うに な
っ た.

メ前列 に坐
った ら彼 の声 が 聞 け る よ うに な った.

例36-39の よ うな 文脈 で は 「見 られ る」 「聞 け る」 の代 わ りに 「見 え る一1

「聞 こ え る
」 が用 い られ るの で あ る:

(40)黒 板 の字 は小 さ くて わ た し には見 え な い。

(41)彼 の声 は 小 さ くてわ た しに は 聞 こえ な い.

(42)め が ね をか け た ら黒 板 の 字 が見 え る よ うに な った.

〔43)前 列 に坐 った ら彼 の声 が 聞 こえ る よ うにな った.

一 方先 の例24-27の よ うな 文 脈 で は 「見 え る
」 「聞 こ え る」 は使 え な い=

(44)x海 老 蔵 が見 た か った ら今 月 歌 舞 伎 座 へ 行 け ば 見 える.

(45〉xア ル ゼ ン チ ン タ ン ゴが 聞 き た か った らNさ ん の うちへ 行 け ば聞

こ え る.

(46)xき ょ うは久 しぶ りにい い 芝 居 が見 え て しあ わ せ だ っ た,

(47)xき ょ うはす ば らしい レコ ー ドが聞 こ えて しあ わせ だ っ た,

つ ま り他 動 詞 の可 能 形 が続 つ用 法 を 「見 られ る」 「聞 け る」 も 「見 え る」

「聞 こえ る
Jも 持 っ て い るけ れ ど も,他 動 詞 の可 能 形 が 使 わ れ る よ うな 文

一39一



脈 の うちあ る種 の もの に.おい て は 「見 られ る」「聞 け る」が 用 い られ て 「見

え る 」 「聞 こ え る」 は用 い られ ず,他 の文 脈 に お い て は 「見 え る」 「聞 こ え

る」 が 用 い られ て 「見 られ る」 「聞 け る」 は用 い られ な い の で あ る・ この

こ とは 次 の よ うに解 釈 で き よ う.

ふ つ うの 動 詞 の 可 能 形 は,動 詞 の 意 義 素 に 加 え て 可 能 形 語 尾 「え る」

ra爬 一eの 意 義 素 を持 っ てい る・ た とえ ば 「飲 め る」aomeの 意 義 素 は

「飲 む 」noMの 意 義 素 と 「え る」Oの 意 義 素 の合 計 を そ っ く り持 っ てい

る.と ころ が 「見 られ る」 「聞 け る」 は,形 の上 で 「見 る」 「聞 く」 の可 能

形 と して の資 格 を完 全 に 備 えな が ら,「見 る』mi,「 聞 く」kiKの 意 義 素 と

「え る
」mre～ ∈ の 意 義 素 の 合 計 そ ワ く りは 持 っ て お らず,そ の一 部 を

「見 え る」 「聞 こ え る」 に ゆ ず って い る.言 い か えれ ぱふ つ うの 動 詞 の揚 合

は 一 つ の可 能 形 が持 って い る もの を 「見 る」 「聞 く」 の揚 合 は 「見 られ る」

と 「見 え る」,「聞 け る」 と 「聞 こえ る」 のそ れ ぞれ 二 つ が 分 担 して い る の

で あ る.

そ れ で は 「見 られ る」 「聞 け る」 と 「見 え る」 「聞 こ え る」 とび)意義 素 の

違 い は ど こ にあ るの で あ ろ うか.

上 に あ げた例 か ら推 す と 「見 える」 「聞 こ え る」 は視 力,聴 力 に関 係 が

あ る らし い.視 覚 の 能 力 の 限界 を越 え ない の が 「見 え る」,聴 覚 の 能 力 の

限界 を越 え ない のが 「聞 こえ る」 で あ る ら しい,実 は 限界 を越 え るか 越 え

な い か は,そ の 人 の視力,聴 力 の強 弱 に よ る ばか りで は な く対 象 物 の大 き

さ距 強 さ,あ る い は 障 害 物 や 雑音 とい った,周 囲 の状 況 に よ る 場 合 もあ

る.し か し とに か く視 力,聴 力 の 点 か ら 見 て 可 能 で あ る の が 「見 え る」

「聞 こ え る」 だ とい う・こ とに な る、

こ れ に対 し 「見 られ る」 「聞 け る」 の場 合 は,視 力,聴 力 に無 関 係 で,何

か外 的 な 事情 や 都 合 そ の他 何 に よ って で も,「 見 る」 「聞 く」 とい う行 為 を

行 な うこ とが で き る とい う こ とで あ る・こ こで は 「見 る」 「聞 く」 は 主体 が

意 志 を も っ て行 な う行 為 と して と らえ られ て い る・「見 え る」「聞 こえ る」に

お い て は 「見 る」 「聞 く」 は対 象 を視 覚,聴 覚 に受 け る とい うだけ で あ る ・
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一 般 の動 詞 ・ た とえば 「飲 む」 の 場合 は,主 体 の能 力 の範 囲 内 で ま に あ

うとい うの も(例32)能 力 に無 関 係 に外 的事 情 や 都 合 そ の他 に よ って 主体

が そ の行 為 を行 か うこ とが で きる とい うの も(例28,30)「 飲 め る」 で あ る.

な か に は 「か め る」(例33,34〉 の よ うに能 力 に閣 した こ とに用 い られ るの

がふ つ うで あ る もの もあ る が,し か しこ の 「か め る」 も,特 殊 な状 況 を設

定 す れ ぱ 外 的 事 情 や 都 合 に よる可 能 性 に用 い られ る こ とも あ り得 る1

(48)う る さい 先 生 が休 み だ か らき ょ.うは授 業 中 にガ ム が か め る・

結 論 と し ては,一 般 の動 詞 の 可能 形 は一 つ の基 本 形 に対 し て一 っ で あ る

の に,「 見 る」 「聞 く」 の可 能 形 は それ ぞ れ 二 つ ず つ あ り,意 味 に よ って使

い 分 け られ て い るの で あ る.

「見 え る
」 《見 る こ とが で き る 》,「 聞 こ え る」 《聞 く こ とが で き る 》 を

「お一 にな る
」 型 の尊 敬 表現 に す る ときは 「ご らん に なれ る」(黒 板 の字

が ご らん に な れ ます か・)「お 聞 き に なれ る」(彼α)声が お 聞 き に な れ ま す か・)

とな って,「 見 られ る」 「聞 け る」 に対 す る尊 敬 表 現 と合 流 して しま う(「彼

の 声 が お 聞 こ え に な ります か ・」 「黒 板 の字 が お 見 え に な ります か り も,言

わ な く もな い よ うで あ るが なん と な く違和 感 が あ る).こ の こ とも上 の仮 説

の支 え とな る.

4.わ か る

rわ か る
」,も 可 能 の意 味 を含 み,他 動詞 の可 能 形 が持 つ職 能 上 の特 徴 α)

一 部 を持 っ て い る:

a・ 対 象 語 がふ つ う 「が」 を伴 う 言英 語 が わか る.

b・ 主 体 を表 わ す成 分 が 「に」 を伴 うこ とが あ る=わ た しに もわ か る,

彼 にわ か ら な い こ と.

C,可 能 形 を作 らな い=× わ かれ る 《わ か る こ とが で き る 》,

しか し特 徴d-fは 「わ か る」 に は 当 て は ま ら な い=

d,可 能形 は希 望 形 を作 らな いが 「わ か りた い」 は 可 能.

e・ 可 能 形 は命 令 表 現 が な いが 「わ か っ て くだ さい」 は可 能.

£ 可 能 形 は 意 志 表 現 が な い が 「わ か ろ う と しな い」 な どの 文脈 では
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「わ か ろ う」 も可能 ,

これ らd-fの 揚 合 は 意 味 上 も 《理 解 す る こ とが で き る こ とを希 望 す

る 》 《理 解 す る こ とが で き る よ うに と頼 む 》 《理 解 す るこ とが で き るべ く

努 力 しな い 》 の よ うに 可能 の 意味 を表 わ さず,「 わ か るJは 《理 解 す る 》

こ とだ け を表 わ してい る.職 能 上 も対 象語 が 「を」 を伴 いや す く,特 に

e,fの 揚 合 は まず 「が 」 を伴 うこ とは な い と思 わ れ る・dの 場 合 は 「が」

も 「を」 も伴 い得 る(彼 の言 うこ とが わ か り,たい ・彼 の 書 うこ ξ をわ か りた

い)が,こ の場 合 「が」 は 「一 ・た い」 に よっ て 「わ か る」 の 目的 語 に伴 わ

しめ られ た もの(つ ま9「 わ か る」 の せ い で は な い)と 見 る こ とが で きる・

結 局 「わ か る」 は他 動 詞 の可 能形 と して の面 と他 動 詞 の基 本 形 と しての

面 の二 面 を持 つ と見 る こ とが で き,従 って一 般 の他 動詞 に は 基本 形 とそ れ

か ら派 生 した可 能 形 と が 区 別 され て いる の に対 して 「わ か る』 にお い て は

両形 が 中和 して い る,と 解 釈 す る こ とが で き よ う(「わ か る」 に お い ては基

本 形 と可能 形 が同 形 で あ る,つ ま り可能 形語 尾 が ゼ ロで あ る,と い う解 釈 も

で きそ うだ が,い ず れ の解 釈 の ほ うが よ い か ま だ結 論 を 出 す に 至 らな い)・

§§2-4を ま とめ て表 に す る と:

一般の他動詞

段 る

基 本 形

る

む

う

べ食

飲

買

す る

見 る 見 る

聞 く 聞 く

可 能 形

る

る

る

れら

め

え

べ食

飲

買

で き る

見 られ る

見 え る

聞 け る

聞 こ え る

1■■
わ か る目目■目 わ か る
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これ は これ ら諸 形 式 を 「他 動 詞 の基 本 形 と可 能 形 」 とい う観 点 か ら見 て

整 理 し た もの で・ 各 形 式 の 持 つ全 職 能 お よび意 味 の体 系 が これ でつ くされ

てい る とい うわ け で は ない ・ た とえ ば 「見 え る」 には 「林 も小 川 もあ る し

海 も見 え る・」 「町 の あか りが小 さ く見 え て きた ・」 の よ うに 「あ る」 「現 わ

れ る」 な ど の 自動 詞 の仲 問 と考 え られ る用 法 もあ る・ 「聞 こえ る」 も同 様

で あ る・ 早 大 国語 学 会 さ発 表 した とき,「 見 え る」 は他 動 詞 「見 る」 に対

す る 自動 詞 で あ り,可 能 の 「られ る」 が つ い た もの は 「見 られ る」 だ とい

う反 論 が 出 た ・形 の上 で 「見 る」 に 「られ る」が つ い た も4)は 「見 られ る」

だ とい う こ と も・ 「見 る」 「見 え る」 にふ つ う¢)他動 詞 ・自動 詞 の対 に平行

した 用 法 が た くさ んあ るこ とも,い ま ま で述 ぺ て来 た とお り筆 者 は 認 め て

い るの で あ る・ しか し 「見 え る」 「聞 こ え る」 の用 法 が 「見 る」 「聞 く」 に

対 す る 自動 詞 と して の それ だ け で はな く,対 象 語 にFが 」 を伴 わ しめ る語

と して の 用 法 もあ る とい うこ と,そ し てr見 られ る」r聞 け る」 だ け で は

お お い つ くして い な い1見 る」 「聞 く」7)可 能 形 の用 法 が,目「見 え る」 「聞

こ え る」 に よ って補 われ て い る とい う こ とは,無 視 で き な い事 実 な ので あ

る,筆 者 は形 の上 の規 則性 で な く用 法(職 能,意 味)を 問 題 に して い るの で

あ る.

5・ じ ょ うず,へ た,と くい,に が て,う まい く(じょ うず>〉

これ ら の語 も可 能 の 意味 を含 ん でお り,ま た可 能 形 の 持 つ職 能 上 の特 徴

aを 持 っ てい るl

a・ 対 象 語 が ふ つ う 「が 」 を伴 う=

(49)彼 は ス キ ー が じ ょ うず だ.

(50〉

(51)

(52)

(53)

彼 は字 が へ た だ.

彼 は 暗算 が と くい だ,

彼 は体 育 が にが て だ ・

彼 は し ょ うぎが うまい.

しか し これ らの語 は特 徴bは 持 っ てい な い.つ ま り主 体 を 表 わ す成 分

が 「に」 を伴 うこ とは な い(× わ た しに じ ょ うず だ.X彼 に と くい な こ と)・
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特 徴C以 下 は動 詞 に 関 し て のみ 問 題 にな る こ とが らで あ る,「 じ ょ うず 」

「へ た
」 「と くい 」 「に が て」 は 形容 動 詞,「 うまい」 は形 容 詞 の活 用 を し,

また これ らの語 は 「とて も」 「非 常 に」 な ど の程 度 の連 用 修飾 語 の修 錦 を

受 け る とか 「...よ り..・ の ほ うが一一一 」 「・一 が い ちぱ ん一 一 」 な どの

比 較 表 現 のパ タ ー ンには い る こ とが でき る とい うよ うな,主 に形 容 詞 ・ 形

容 動 詞,あ る種 の副 詞 が持 つ職 能 を持 っ てい る("主 にP'と 言 うの は これ

らの職 能 は 形 容 詞,形 容動 詞,副 詞以 外 の 語 に もあ る か らで あ る・ 「右 」

「左」 「前 」 「海 と」 な ど
・ 名 詞 の 中 に も この職 能 を持 つ 下 位 ク ラ スが あ る

し,動 詞 で も 「とて もや せ て る」 「Aよ りBの ほ うがふ くれ た」 な ど の用

法 もあ る),

また これ らの語 にお い て はコ 対 象 語 が 「を」 を伴 うこ とは な い(×ス キ ー

を じ ょ うず だ,x体 育 を に が て だ,)

こσ)ように,可 能 の意 味 を含 む点,対 象 語 に 「が」 を伴 わ し め る点 を除

けば,こ れ らの語 は動 詞 の 可 能 形 とは かな り違 っ て い る の で あ る.

§2で 述 べ た よ うに,可 能 の意 味 を持 つ 「で き る」 に 「す るJの 可 能形

に相 当す る と見 なす こ とが 無 理 な も σ)があ る(例=彼 は 国語(理 科 ・勉 強)

が で き る)・「国語 が で き る 」4)「 で き る」 はひ とま とま りで 《成 績 が い い 》

こ とを表 わ し,「 じ ょ うず 」 「とくい」 な ど と意 味 上 似 通 って い る,こ の

「で き る
」目く(成績 が い い 》 に お い ては,主 体 を表 わす 成 分 が 「に」 を伴 う

こ と もな く(「彼 に 国語 が で き るJ「 彼 にで きる の は国 語 だ けだ 」 な ど と言

うの は,彼 の 国語 の成 績 の 話 で は な く,国 語 のテ ス トの問 題 を と くこ と と

か,何 か 国 語 関 係 の仕 事 を す る こ とが 話題 に な っ て い る場 合 で あ ろ う),

ま た対 象 を 表 わす 成 分 が 「を」 を伴 うこ と もな い よ うで あ る(「国語 を で

き る」 「勉 強 をで き る」 は まれ だが も し言 え ば 《成 績 が い い 》 で は な く

《...す る こ とが で き る 》 の ほ うに な る〉、 これ らの 点 か らみ て 「で き る」

《成 績 が い い 》 は 「じ ょ うず 」 「へた 」 の 仲 間 に入 れ て よさ そ うに思 わ

れ る,

「と くい
」 には 上 に述 べ た も ¢)のほか に,《...を 誇 ら し く思 う 》こ と を
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表 わ す 「・西 す る(し た)こ とが と くい だ」 とい う用 法 が あ る(例:彼 は こ

ん どの試 合 で優 勝 した こ とが と くい なん だ)・ これ は意 味 上 か らも職 能 上 か

ら も後 述 §7の 「いや 」 「うれ しい」 な どの 仲 間 と認 め られ る.こ の 「と

くい」《誇 ら し く思 う 》 にお い て は,「 、..が と くい だ」(..,優 勝 した こ

とが と くい だ)と い うパ ター ンか ら 「._を と くい が る」(._優 勝 した こ

と を と くい が る)と い うパ タ ー ン を作 る こ とが で き る、 「じ ょ うず 」 「へ た」

「と くい
」 《よ くで き る 》 「に が て」 「うま い」く(じょ うず 》な どは心 情 を表

わ さず 状 態 を客 観 的 に見 て 表 わ す形 式 だ か ら当然 の こ とな が らこ の職 能 は

な い(Xス キ ー を じ ょ うず が るlX宇 をへ た が る).心 情 を表 わ す形 式 な らば,

「いやJ「 うれ しい」(い や が る
,う れ しが る)な どの類 ば か りで な く 「ほ し

い」 「._「 た い」(ほ しが る,,一 た が る)で も,ま た対 象 語 を と らな い形

容 詞(暑 が る,き た な が る)で もよ く 「が る」 が つ くの であ るが,形 容 動 詞

の揚 合 は か な り制 限 が あ り,「 いや が る」 「迷 惑 が る」 は言 うけれ ど 即好

き が る」X「 き らい が る」 ×「元 気 が る」X「 しあ わせ が る」 な ど とは ふ つ う言

わ な い.従 っ て 「と くい 」 《じ ょ うず 》 に は 「が る」 がつ かず 「と くい 」

《誇 ら し く思 う》 「には 「が る」 が つ くこ とは,単 に意 味 の 問 題 で あ る だ け

で は な く,職 能 上 ¢)特徴 で も あ る と言 わ な けれ ば な らな い.

6,好 き,き らい,大 好 き,大 き らい

これ らは 意 味 上 「好 悪 」 とい う共 通 の 特 徴 を含 んで い る,そ して対 象 語

に 「が.1を 伴 わ しめ る とい う職 能 上 α)特徴 も あ る=あ σ)人(花,甘 い も のが

好 き だ,)

これ らの 語 に お い て は,主 体 を表 わ す 成 分 が 「に」 を伴 うこ とは な い=

xわ た しに は あ の人(花
,甘 い もの)が 好 き だ,x彼 に き らい な も の,

これ らの語 は 形 容 動 詞 の活 用 を し,ま た 「とて も」 な ど に修 飾 され 、

「_.よ り,.,の ほ うが一 」 「._が い ちば ん 」 な どの 比較 表 現 のパ

タ ー ンに は い る こ とが で き る.

この よ うな 点 で これ らの 語 は 前 節 の 「じ ょ うず」 「へ た」 等 々 と似 て

い る.
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しか し 「好 き」 「き らい」 「大 好 き」 「大 き らい」 の場 合 は 対 象 語 が 「を」

を伴 うこ とが あ る 、 これ は

(54)太 郎 が花 子 を好 き な ん だ・

(55)だ れ が だ れ を き らい な σ舜

の よ うに,主 体 も対象 も ヒ ト(有 情 物)で あ る場 合 に 著 し く,そ の名 詞 句 が

主 語 で は な く対 象 語 で あ る こ と をは っき りさせ る必 要 が あ る場 合 に,対 象

語 に 「を」 をつ け るの だ と考 え られ る.こ の点 で これ らの語 は前 節 の諸 語

とは 大 き く異 な り,§1の 「ほ しい 』 とい くぶ ん似 て い る.主 体 の心 情 を

表 わす とい う意 味 の 点 で も これ ら と 「ほ しい」 に は通 うと ころ が あ る.し

か し 「ほ しいJと 違 って,ふ つ うは動 詞 を修 飾 す る よ うな修 飾 語 に修 飾 さ

れ る こ とは な い.

「好 き
」 「き らい」 の形 態 的基 礎 に な る もの とし て動 詞 「好 く∫ き ら う」

が あ る・ しか し 「大好 き」 「大 き らい」 は 「好 き」 「き らい」 に さ らに 「だ

い」 が 接 頭 した もの で あ り,「 大 好 き」 「大 き らい」 の 直 接 の 形 態 的基 礎 に

な る動 詞 は な い,「 好 き」 「き らい」 と平行 的 な形 の派 生 は他 の 数 多 くの 動

詞 か ら皿)派生 名 詞 に見 られ る け れ ど も,職 能上 意味 上 は 平 行 的 で は な い ・

従 っ て これ らの4語 は ・上 記 の よ うな職 能 上 の特 徴 を持 っ た一 群 の語 ・ と

す るべ き もの で あ る.

7・ いや,恋 しい,な つ か しい,う れ しい,悲 しい7楽 しい,お も しろ い ・

こわ い 等 々

あ る種 の心 情 を表 わす 一 群 の 形容 詞 や 形 容動 詞 が,対 象 語 に 「が」 を伴

わ しめ る とい う職 能 上 の 特 徴 を見 せ て いる,

(56)わ た しは あ の 人 が いや だ.

(57)わ た しは ゆ うべ のパ ー テ ィ ー が ほ ん とに楽 しか った・

(58)わ た しは あ の映 画 が とて もお も しろ か った.

(59)わ た しは 犬 が こわ い、

こ の うち 「いや」 「恋 しい」 「な つ か しい」 「こわ い」 な どの よ うに有 情

物 を対 象語 とし て取 り得 る語 に お い て は・ 対 象 語 が 「を」 を伴 うこ と もあ
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り得 る.

(6G)太 郎 が花 子 をいや な んだ.・

(61)だ れ ヵミだ れ を こわい のP

しか し この グル ー プ の語 の揚 合,対 象 語 が 「を」 を伴 うと,§6の 「好 き」

「き らい
」 の場 合 よ りもい っそ うし っ く りし ない感 じが す る,む しろ例60,

61の 代 わ りに 「太 郎 が花子 をいや が っ て るん だu「 だれ が だれ をこ わ が っ

て る のP」 な どの よ うな別 の,対 象 語(目 的 語)が 正 当 に 「を」 を伴 い得 る

形 式 を使 っ て言 うほ うが ふ つ うで あ ろ う,「.が る」 の つ か な い 「好 き」 「き

らい」 に比 べ て こ うい う言 い換 え が簡 単 にで きる とこ ろ に,例60,61の よ

うな文 の逸 脱 感 を生 じさせ る原 因 が あ る と思 われ る,

一 部 の語 に お い て は心 情 の 主 体 を 表 わ す 成 分 が 「に」 を伴 う こ とが

あ る..

(62)わ た しに は ゆ うぺの パ ーテ ィ ーが ほ ん とに楽 しか った.

(63)わ た しに は あ の映 画 がお も しろ か っ た・

(64)わ た し には 犬 が こわ い.

この グル ープ の 語 にお い て は 「_.に 」 は た い てい 「,.、に とっ て」 と言

い か え られ る・ そ して心情 を持 つ主 体 は もはや 主 語 で はな くな り,心 情 の

向 け られ る対 象 の ほ うが主 語 に な る場 合 も多 い・ そ うな る とち ょ う ど

(65)わ た しに は英 語 の試 験 が とて もむ ず か しか っ た・

と平 行 的 に な る.こ の こ とは 次 の よ うな 語 順 の 場 合 に い っそ うは っ き り

す る.

(66)ゆ うべ の パ ーテ ィーが(は)わ た しに は ほ ん と に楽 しか っ た,

(67)あ の 映 画 が(は)わ た しには お も しろ か っ た.

(68)犬 ヵ～(セま)わ た しレこ}まこ わv、、

中 で も特 に 「お も しろ い」 「こわ い」 は

(69)お もし ろ い映 画 だ.

(70)こ わ い犬 だ,

の よ うに心 情 を持 つ 主体 を ま った く問 題 にせ ず に使 われ る こ ともあ る、 こ

一47一



の場 合 「お も しろい」 「こ わ い」 は 単 純 な(「長 い」 「大 きい」 な どの よ うな

属 性 を現 わ す)形 容 詞 と同 じ働 きを して お り,.「映 画 」 「犬 」 はお も しろ さ,

こ わ さ の対 象 で は な く主体 で あ る.こ の こ とは

(71)こ ん どの映 画 はお も しろい よ.

(72〉 こ ん どの先 生 は こ わ い よ.

の よ うな 述 語 の 位 置 で の使 い方 にお い て も同 様 で あ る,

な お この グル ー プ の 中 の一 部 は,対 象 を問 題 にせ ず 主 体 の気 持 ち だ け を

問 題 に す る場 合 に も用 い られ る こ とが あ る、

(73)わ た しは き ょ うな ん だ か とて も楽 しい.

(74)わ た しをまな んノとな くこわレ、,

そ の揚 合 は 主 体 を表 わす 成 分 は 「に」 を 伴 わ な い こ と,黒 田 成 幸 氏 が

"「ガ
」 「ヲ」 及 び 「二」 に つ い て"1『 国 語 学 』63(1965)】 のp・79で 指 摘

され・た とお 堕で あ る.た だ しそ こで 黒 田氏 が 「私 は恐 わ い」 に お い て は

「私 に は恐 わ い
』 とは違 っ て"恐 わ さの 対 象 を間 題 とせず 感 情 だ けが 問 題

と され てい る"と 言 わ れ た の は言 いす ぎ で,「 私 には 恐 わ い」 と言 え ば た

しか に必 ず 対 象 が あ る と決 ま ってい る けれ ど も,「 私 は恐 わ い」 の ほ うは

対 象 が な い とは 限 らず,対 象 の あ る場 合 も あ る と思 う=

(75)わ た しは(犬 が)こ わ い・

この グル ー プ の形 容 詞,形 容 動 詞 は,対 象 語 を と り得 る こ とか ら,他 動

詞 や 他 動 詞 か らの 派生 形 に 多少 とも似 通 っ た感 じがす る・ しか し これ らは

実 際上 にせ よ 仮 定 上 に せ よ 何 らか の 他 動 詞 の 派 生形 とす る こ とは で き な

い.黒 田成 幸 氏 が 前 掲 論 文 で 「私 が,_Aい ・」 の 中 には め こ まれ た 副 文

を 「私 がそ れ を恐 わ が る」 として・ 実 在 の動 詞 「こわが る」 を持 ち 出 され

た こ とに は賛 成 で きな い,「 こわが る」 は 「こわ い」(kowa】 く)に 非 常 に 生

産 的 な 接 尾 辞 「が る」(gaR)が つ い て で き た 他 動 詞 で あ る、

「ほ しい
」 が 仮 定 上 の他 動 詞 の希 望 形 だ とい うの は,「 ほ し い」 が ほ か の

た く さ んの 「他 動 詞一た い」 と同 じ職 能 を 持 つ か らで あ る・ 「で きる」 が

「す る一え る
」 だ とい うの は,「 す る」 と 「で き る」 の職 能 上 の関 係 が ほ か
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の た くさ ん¢)他動 詞 とそ の 可 能 形 の関 係 と平 行 的 だ か らで あ る、 ま た本 稿

で は扱 っ て い な いが筆 者 が 執 筆 者 の一 人 に な って い る早稲 田大 学 語 学 教 育

研 究 所 編 『外 国 学生 用 日本 語 教 科 書 初 級 』(リ コ ヒ。一版1965,活 宇版1967)

以 来 「あ る」 の 否定 形 を 「な い 』 と し,こ の 「な い4を 「あ る」 と は別 個

の形 容 詞 とは見 ない理 由 も,「 あ る」 と 「な い」 との 関係 が他 の無 数 の動

詞 とそ の否定 形 の関係 と平 行 的 だ か らで あ る.と ころ が 「いや 」 「恋 し い」

「あ りが た い
」 「こわ い」 等 々 に お い て は,ほ か の 他動 詞や そ の派 生 形 に 同

じ職 能 の も の も な く,平行 的 な職 能 上 の関係 も認 め られ な い の で あ るか ら,目

これ ら一 群 の語 は何 かの 派 生形 とす る こ とは で き な い し,ま た そ うす る必

要 も ない ので あ る.

8.い る(必 要),あ る(所 有)

(76)わ た し(に)は お金 が い る・

(77)わ た し(に)は 弟 が あ る.

にお け る 「い る」 「あ る」目も対 象 語 に 「が 」を伴 わ しめ る語 で あ るが,両 者

と もこれ まで に あげ た どの グル ープ に も入 れ る こ との で き な い特 殊 な も の

で あ る,な お所 有 を表 わ す 「あ る」 を認 めず 「あ る」 は存 在 を表 わす だ け

だ と見 る人 も い る.た とえ ば 国 広 哲 弥 ・・日英 両 語 のテ ンス"[r構 造 的 意

味論 』(三省 堂,1967)】p・51で はr例 解 国 語 辞 典 』 の"③ 持 っ て い る'シ と

い う記 述 を批 判 し て"こ れ は 問 題 で,や は り 「存 在 す る」 とい う意 味 で

あ ろ う,"と あ り,p.53に は 「彼 ニ ワ子供 ガ3人 アル 」 を 「賛 成 者 ガ ア ル 」

「居 眠 リシ テイ ル人 モ アル シ愉 快 ニ シ ャ ベ ッテイ ル人 モ アル
」 な ど と 同 一

の用 法 と して並 べ てあ る.し か した とえ ば

(78)先 生 は ご用 が お あ りに な る・

の よ うに 「あ る」 が 「お一 に な る」 とい う尊 敬 表 現 のパ ター ンに は い る

こ とが で き る 点 を見 れ ば,「 あ る」 の 主語 が 「ご用Jで は な ぐて 「先 生 」

で あ る こ とは 明 白 であ ろ う.「 ご用 」 が主 語 だ っ た ら 「先 生 は ご用 が あ る」

とな る はず だ が,こ れ は筆 者 の イ デ ィオ レク トで は 「先 生 は こ こ に い るり

な ど と並 ぶ も の で あ る・ た だ た しか に 「あ る」(所 有)は 「あ る」(存 在)と
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意 味 上 非 常 に近 い 関係 に あ る・ これ は §7の 「こわ い」 な ど と同 様 に・一

つQ「 あ る 」 が 対象 な しに も用 い られ て そ の揚 合 は 存 在 を意 味 し,対 象 を

持 っ て も用 い られ て そ の場 合 は所有 を意 味 す る,と 言 うべ き で あ ろ う.し

か しそ れ に し て も,.こ の差 は単1こ文 脈 に よ っ て出 て く る意 味 の違 い と して

がた づ け られ る こ とで は な く,「主語+あ る」 と 「主 語+対 象語+あ る」 と

い うパ タ ー ンの 意 義 素 の違 い と言 うべ きで あろ う、 こ うい うパ タ ー ン を無

視 して 単 に あ る単 語 あ るい は形 式 の 意 義 素 を求 め よ う として も的確 な記 述

は で き な い と、思 う.

付 記

早 大 国 語 学 会 で の発 表 の 約1年 後 に久 野 障 氏 の"NotesonJ2panese

Grammar"[r言 語 の科 学 』 第2号(東 京 言 語 研 究 所,1970年11月 と奥 付

に あ るが 実 際 に 出 た の は1971年1月25日)1を 見 た.そ の §3に 本 稿 で

筆 者 が 扱 っ て い る 「が」 へ の 言 及 が あ る・ また こ の少 しあ と に同 氏 の

"Case -MaエkinginJapanese"〔1967口 頭 発表 の 原 稿)を 見 る機 会 を持 った

が そ の 中 で は この 「が」 が 「を」や 「に」 と と も に よ 夢くわ し く扱 わ れ て

い る.久 野 氏 は"「 ぼ くがMaryが 好 きだ 」 《lamf。ndgfMary》 ¢)

「Mary」 は 従 来 σ)記述 で は主 語 と言 わ れ て い た が これ は 主語 で は な く 目的

語 で あ る"と 主 張 され,ま た"non-stativetrans三tiveverbs(状 態 を表

わす の で は な い 他動 詞)は 目的 語 の ⊂ase-markerと して 「を」 を と り・

stativetr汎nsitivoverbalforms(状 態 を表 わ す 他 動 形 式1い くつ か σ)動詞

とす べ て の他 動 的 形 容 詞 お よび形 容 動 詞)は 目的 語 をmarkす る の に 「が』

を とる"と い うこ と を論証 し よ うと され た.

まず 第 一 の点 であ るが対 象 語 に 「が」 を伴 わ しめ る語 の存 在 は かな り前

か ら言 わ れ てい た こ とで あ る・ これ に反 対 し て 「主 語 一が」 と 「対 象 語 一

が」 を同 一 視 す る説 も あ るけ れ ども,こ れ を別 と考 え てい る人 も多 い の で

あ る.す で に 時技 誠 記r日 本 文 法 口語 篇 』(1950)pp・276圧 に この考 え は

明 言 さ れ て い る し,早 稲 田大 学語 学 教 育 研 究 所 『外 国学 生 用 日本 語教 科 書

初 級 』(1%7)を は じめ い ろ い ろな 日本 語 教 科 書 で も 「対 象 語 一が 」 が 「主
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語一・が 」 と は別 に扱 われ てお り,ま た早 稲 田大 学 語 学 教育 研 究 所 編 『講 座

日本 語 教 育 』 第2分 冊(1966)所 載 の"日 本 語 の 文 法一 一助 詞 な ど ド 」

め 中 で筆 者 も これ に言 及 し て い る.

次 に第 二 の点 で あ るが,た し か に対 象 語 に 「が 」 を伴 わ しめ る語 は状 態

を表 わ す,と い うこ とは ほ とん どの場 合 に言 え る.し か し久 野 氏 の よ う1と

これ を逆 に して言 うこ とが で き る であ ろ うか,1971年1月 末 に久 野 氏 とお

会 い した とき,「 着 られ る」(可 能),「 着 た い 」(希 望)が 状 態 を 表 わ す か ら

「が 」 を と る と 言 うな らば 「着 て る
」 は 状 態 を表 わ す の に 「を 」 を とる の

は ど う説 明 す る のか うか が った ところ,「 着 る」 と 「い る」 め 問 に 「て」

が は い っ て い る か らだ との こ とで あ っ た,そ うす る と 「知 っ て る」 も 「知

る」 と 「い る」 の間 に 「て 」 が は い っ てい るか・らで あ ろ うか,「 知 ら ない 」

¢)「知 ら」 の 部分 は ど うだ ろ うか、 「わ か る..1は本 稿 §4で 指 摘 した よ う

に基 本 形 と可 能 形 と にま た が っ てい る が,基 本 形 に属 す る場 合 は状 態 を表

わ す の で は な い の に対 象語 に 「が 」 を伴 わ しめ る こ とが あ り(例:き の う

や っ とこ の意 味 が わ か った),§4で 指 摘 した よ うな限 られ た 場 合 を 除 い て

「が
」 を と るほ うが ふつ うで あ る ・金 田 一春 彦 先 生 が"国 語 動 詞 の一 分 類"

[『言 語 研 究 』15(195q)1の 第 二 章 で"状 態 動 詞"と し て あ げ て お られ る

'一要 す る 」 は 「を」 を とるが
,「 い る」 は 状 態 を表 わ し 「要 す る」 は状 態 を

表 わ さ な い と言 え るで あ ろ うか,「 こ れ を格 助 詞 とい う」 「,..を,..と 称

す る」 な どの 「い う、.1「称 す る 」 は状 態 を表 わ さな い と言 え る だ ろ うか ・

「好 き
」 「き らい 」 「ほ しい 」 「わ か る」 な どが状 態 を表 わす と言 うな らば

[好 く
」 「好 む」 「愛 す る」 「き ら う」 「憎 む 」 な ど も状 態 を表 わ す と言 うべ

きで は な い か.non-stativeの 語 は 「をJを と りstativeの 語 は 「が」 を

とる とい うこ とは・ 大 きい 傾 向 とし て は言 え るけ れ ども・ これ を規 則 とす

る とあ ま りに も例 外 が 多 くな る.

形容 詞,形 容 動 詞 が対象 語 を とる揚 合 は常 に 「が 」 が つ き,動 詞 が対 象

語 に 「を」 を伴 わ しめ る(す な わ ち 「目的 語 一を+他 動 詞 」)か 「が 」 を伴

わ しめ る か,あ る い は また ほ か の助 詞 を伴 わ し める か は語 に よ って決 ま っ

一51一 一



てい る・ とい う考 え を筆 者 は いま も変 え て い な い・ そ して本 稿 で筆 者 は,

対 象 語 に 「が」 を伴 わ しめ る動 詞 の ほ とん ど が値 動 詞 の可 能 形 に相 当す る

もの で あ る こ と(こ う言 うほ うが,久 野 氏 の よ うな規 則 を 立 て る よ り も例

外 が 少 な くてす む),ふ つ う形容 詞 の 中 に入 れ られ て い るrほ しい 」 も実 は

他 動 詞 の希 望 形 に相 当す る もの で,伺 じ く対 象 語 に 「が 」 を伴 わ しめ る形

容 詞 「こわ い 」 「お も しろ い」 な ど とは 職 能 が違 う こ と,そ して対 象 語 に

rが 」 を伴 わ しめ る た くさ ん の語 が,い ろ い ろ の 共 通 点 と相 違 点 に よ っ て

関 連 し合 っ て お 窮 単 純 に一 ま とめ に して す ませ られ な い こ とな ど を述 べ

た二わ け で あ る,

補 注;例16,17の 深 層 構造 は

16")わ た しが[わ た しが[彼 が う ちへ来 る】も ら う1】た い

17")わ た しが[わ た しが[彼 が うちへ 来 る]O】1た い.

の よ うに 平 行的 に 考 え るこ とが で き る・

原稿を読んで数々のご意見や助言をくださった武部良明先生,辻 村敏樹

先生,長 谷川欣佑さんに感謝の意を表する.
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