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「共感」 と 「ダ イ ク シ ス 」

一 Come と Go に 焦点 を 当 て て
一 ＊

村　角　洋　子

1． 序

　英 語 に お け る移動 の動 詞 ，
come と go は こ れ まで 主 に 2 つ の 観点か ら分析

されて きた 。
Fillmore （1966，

工972）に よ っ て 明 らか に され た ダ イ ク シ ス と，

Kuno ＆ Kaburaki （1977） を中心 に 打 ちた て られ た empathy （「共感」） の 両

観点か らで ある 。 と こ ろ が ダ イ ク シ ス に よ っ て の み で は ，
こ れ らの 動詞 の もつ

，

よ り微 妙 な 用法 につ い て ， そ の 根本に ある メ カ ニ ズ ム まで 言及 されて お らず ，

従 っ て 満足 の い く説 明が 与 え られ て い な い 。

一
方 「共感 」 に お け る説 明 は ，

「共感」 とい う概念説明 に 対す る 補足 的な部分で と ど ま っ て お り，
come と go

を主 体 に した詳細 に わ た る分析 は行な われ て い な い 。 そ こ で 当論文で は ， こ の

2方 面か らの 分析を再検討 し，
come と go の 用法 の 説明 と して 何 が最 も適切

で あ る か探 っ て み た 。 そ の 為 に 「ダ イ ク シ ス 」 と 「共感」 の 概念 の 最 も根本的

な部分 を比 較検討 し， 両 概念の 特性 ， 特質を把握 した上 で ，
come と goはむ し

ろ 「共 感」 の 概念を取 り入 れて 説 明 す る方が ， よ り多 くの 用例を， よ り適切 に

説 明 で き ， 有効な方法で あ る とい う結論を 導 き出 した 。 従 っ て そ の 過程で 厂ダ

イ ク シ ス 」 と 厂共感」 の 基底概念を検討 し ， 提 示す る こ と も必要条件で あ り ，

当論文 の 目的 の
一

つ とな っ て い る 。

1． 1． 2 方面 か らの 牙折

　何故 come と go が ，
2 つ の 側面 か ら説 明 され て きた か 。

「共感 」理 論 と 「ダ

イ ク シ ス 」理 論の 言語 的 レ ベ ル は ， 明 らか に 異な る もの で ある に もか か わ らず ，

そ こ に は何 らか の 共通 点 ， 相 違点 が あ る の で あ ろ う。

　Come と go は基本 的に ， 話 し手 ， 聞 き手及 び 第三 者の 移動を表 わす 。 従 っ

て ， そ れ は 話 し手及 び 他 者の 発 話時の 位 置と深 い 関係 が ある 。
Tanz は ，　 come

と go が方 向的 な要素 を持 ち ， 特 に会 話 参加者 の 位 置に よ っ て 明確 に され ， か

つ 限定 さ れ るの で ， ダ イ ク シ ス の もつ 性質 と関 係 して い る と述 べ て い る （Tanz ，

1980 ： 108）。
つ ま り ， 発 話 の 場面 と密接 に関連 し， そ の 状況を反 映す る。

こ れ
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らの こ とか らも come と go が ダ イ ク シ ス の 方面 か ら分折 され て きたの は 当然

と言 え よ う。

　
一 方 ， こ れ らの 動詞 の 使用 に 関 して は ， 視点の 問 題 ， perspcctiveの 問題 も

深 く関わ っ て い る 。
つ ま り話 し手が 聞 き手の ， 又 は他 者 の 視点 を と らね ばな ら

な い 場合が生 じて くる 。 従 っ て CO 皿 e と gO の ダ イ クテ イ ッ クな度合 はむ しろ

固定的で はな く， 弱 く， 他 の deictic　terms に 比べ
， 確固 と して い な い 。 これ

らの こ とか ら も， 又 我 々 が 具体的 に come と go の 使 用 の 実 際例を考え た 上 か

らも，
「共感 」理 論が 出 され るの もむ しろ 当然 と言え よ う。

2・ Fillmore に よる come と go の 基本的用法 と そ の 問題 点

　Fillmore（1972 ：6） に よ れ ば ，

　　
‘‘

（A ）　For　 GO
，
　 it　 is　 assumed 　 that　 the　 Sender　 is　 not 　 located　 at　 the

　　　　　 Goal　at　coding 　time．

　 　 （B） For　COME ，
　it　is　assumed

　　　　　　（i）　that　the　Sender　is　at　the　Goal　at　coding 　time ；

　　　　　 （li）　that　the　Sender　is　at　 the　Goal　 at　 arrival 　time；

　　　　　 （ili）　 that　the　Address  is　 at　 the　 Goal 　 at 　 coding 　 time；

　　　　　 （iv）　 that　the　Addressce 　is　 at　the　Gpal 　 at　 arrival　 time．
”

とい うの が基 本的な条件 と して 提 示 され た 、 こ れ に よ れ ば，

　（1）　John　Will　come 　to　the　department　tomorrow ． （Fillmore ， 1972：1）
1）

の 文 が適格 文 と な る為 に は ， 土 記 の 4 つ の 条件 の い ずれか が満 た さ れ な けれ ば

な らな い 。

　こ の 他 ， ホ ー ム ベ ー
ス の 観念 ， 同行文 の 場合 ， 思考動詞 ， 伝達 動詞の 捕文中

の CO 皿 C と gO ， 第三 者的記 述 の 場合 な ど の 条件を あげて い る 。 と こ ろ が こ れ

らを も っ て して も， 説 明 し きれ な い 例 が あ る 。

　まず 第 1 に ， come と go の 両 方成立 し うる と考え られ て い る場合に つ い て

デ リケ ー トな 説明が な され て い な い 。 例 え ば ，

　 （2）　He ’ll　go　to　the　oMce 　tomorlow 　to　pick　me 　up ．（Tanz ，
1980 ：109）

　（3）　He ’ll　come 　to　the　office 　tomorrow 　to　pick　me 　up ．（Tanz ，
1980 ： 109）

で ， 話 し手 が発 話 時に 到着 点 （oMce ）に い な い 場合 ， こ の い ず れ も可能 に な っ

て くる 。 又 ， 話 し手 が
一

年閭の 放浪 の 旅 へ 出発 しよ うと して い る時 ， 聞 き手を

さ そ う場合 に ，

　 （4） Would 　you　 Iike　 to　 go （along ）？ （Fillmore， 1973a？二 17）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Association of College English Teachers (JACET)

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assoolatlon 　of 　College 　Engllsh 　Teaohers 　（JACET ｝

49

　（5） Would 　you　like　to　come （along ）？ （Fillrnore， 1973a？：17）

の い ずれ も可 能で あ る と FiUmore は述 べ て い る 。

　第 2 点 目は ， 話 し手 に と っ て ， 全 くの 第三 者的地 点間の 移 動を表 わすが ，

come と go の い ず れを使用 して もよ い とは い え な い 例が あ る 。 例 え ば ， 話 し

手 が 川崎に 住 ん で お り， そ の 人生 の 大半 を川崎で 過 ご し， 鹿児 島， 静岡 に は 住

ん だ こ とが な い と しよ う。

　（6） Mr．　Saito　will　come 　to　Shizuoka　from　Kagoshima ．（Ogura ，
1978 ：89）

　（7） ML 　Saito　will　go　 to　Shizuoka　from　Tokyo ．（Ogura， 1978 ；90）

これ らの 文 は ， 話 し手 に と っ て の 第三 者的地 点間の 移動で あ る か ら， Fillmore

の 説 明 に よ れ ば，
come と go い ずれ を用 い て もよ い こ とに な るが ， 実 際 に は

上 記 の よ うな 選択 が適格 で あ ろ う。 こ れ は 果 して 何 を も っ て 説 明 され うる だ ろ

うか 。

　最後 に ， 思 考動詞 ， 伝達 動詞の 補文中の come と go に つ い て ， 主 節 の 主語

の 視点で 動 詞の 選 択が 行 な われ る こ とは説 明 さ れ て い るが ， 到着点 に 聞 き手及

び 話 し手が 結び つ け られ て い る時に は ， む しろ話 し手及 び 聞き手の 視点で 動講

が 選 択 され る 。 と こ ろが こ の 点 に 関す る Fillmore の 説 明は不 明瞭 で あ る。

3． 「共感」 と 「ダ イ ク シ ス 」

　 こ こ で Fillmore の 理 論の 根底 とな っ て い る 「ダ イ ク シ ス 」 理 論 と 「共 感 」

理 論 をみ て い くこ とに よ っ て そ の 本質を比 較 検討 し， come と go の 用法説明

に 適用する基礎 を作 っ て い きた い 。

3．1． ダ ィ クシ ス 理 論

　ダ ィ ク シ ス の 概念 は
一般 に ， 「話 し手を 中心 と して 形 造 られ る指 示空 間休系 E

と定 義づ けられ て い る が ， こ の こ とはダ イ ク シ ス の 概念が い か に 発 話 の 場面 と

密 着 して い るかを表わ して い る 。

　そ こ で 更 に ダ イ ク シ ス の 特性 を あ げる と ， まず第 1 は ，
deictic　terms は そ れ

自身 だ けで は存在 しえ な い と言 え る 。
つ ま り ，

deictic　terms を そ れ の み だ け示

し， 具体 的に 説明 しよ うと して も， そ れ は不可能 で あ る 。 そ れ らは 必 ず context

の 中で ， 又 discourseの 中で そ の 機能 を果た し， 意 味づ けが行 な わ れ る の で あ

っ て ， 単独 で は成 り立 ち得 な い
。

こ の こ とは ， そ れ らが い か に発 話 の 場面 に 密

着 して い る か とい うこ と を 表わ して い る 。

　第 2 の 点 は ， ダ イ ク シ ス の 概念 とい うの は 必ず話 し手が 中心 とな っ て い る と
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い う こ とで あ る 、
deictic　terms は ， 話 し手が発話の 場面 を基準と し， 話 し手

を 中心 と し， あ くまで 話 し手の 領域感覚 や ， 時間 的感 覚 ， それ に伴 う心理的感

覚を中心 に 選 択され るの で あ る。 従 っ て ダ イク シ ス の 最 も基 本的な 概念 は ， 「話

し手 が今 ， こ こ で 発話 行為を行 な っ て い る」 つ ま り now −and −here とい うこ

とで あ る 。
こ こ に は話 し手の egQ の 認識が 無意識 の 内 に も表 わ され て い る 。 一

義 々 は こ の 世の 中の 事象 を ま ぎれ もな く我 々 個 々 の 人 物の そ れ ぞ れ の 目を通 し

て み て い るの で あ り， 自分 自身を中心 と して 造 られる 指示空 間体系 は ， ま さ に

話 し手 中心 ， 話 し手側の 見方 とな るわ けで あ る 。

3．2． Empathy 理論

　Empathy 理 論 は主 に Kuno ＆ Kaburaki （1977）に よ っ て 導入 さ れ た もの

で ，

一 般 に 「共感」 「感情移入 」 な ど と訳 さ れ る 。 彼 らは こ れ を カ メ ラ ア ン グ

ル とい う方法を 用 い て説 明 し， 同じ事柄 で もカ メ ラ ア ン グ ル の 違 い に よ っ て 表

現 の さ れ方が 異な る こ とを説明 した 。 彼 らの 定義 に よれ ば
‘ ‘Empathy 　 is　 the

speaker
，

s　identification，
　with 　varying 　degrecs

，
　with 　a 　person　who 　participates

i且 the　event 　that　he　descr量bes　i皿 asentence
”

（Kuno ＆ Kaburaki ， 1977 ：628）

とい うこ とに な る 。

　彼 らは こ の 理 論 に 関 して い くつ か の 原 則 を打 ち たて たが ， そ れ に対 し 09UTa

氏
2 ）
は ， 何点か の 問題点 を指摘 し， 新 しい 原則 を修 正 案 と して 提案 して い る 。

そ の 主 な特徴 と して は ，
Empathy 理 論が 話 し手 の 発 話時 の 心 理 と深 く関わ っ

て い る こ とを明示 し， 文の 表層構 造の もつ 感 情焦 点 と ， 話 し手 の 内的感情が表

わ す共感 度 を二 分 し， そ の 相互 関係 を示 した こ とで あ ろ う。
こ れ に よ っ て ，

1

1ent　Mary ’

s　husband　a　bicycle．3 ） Thcn ，　Mary
’

s　husbandi　hit　hisi　friend．4）

及 び object −centered 　verbs5 〕
を うま く説 明す る こ とが で きる 。 そ こ で 当論文で

は ， こ の Ogura 氏 の 理 論 を 中心 に ， 若 干 の 修正 を加 え ， 以 下 の 原 則 を中心 に

取 り扱 うこ と に す る 。

（D ）　 Empathy

　　共 感 とは ， 文 に よ っ て 記 述 され て い る で き事及 び 状態 の 関与者に 対 し ， 話

　 し手が 発 話 時に もつ 心 理 的近 さ （psychological　doseness）の 度合 。

（E ）　 Empathy 　Hierarchies （EH ）

　Inner　Feeling　 Empathy 　Hierarchies （IFEH ）
一一一一一話 し手の 内的感 情を表わ

　　 す EH
。

　Surface　 Structure　 Empathy 　 Hierarchies （STEH ）　　ある文又 は 句の 表 層
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　　構造 に よ っ て 表 わ され るEH
。

　　1．　 subject −centered 　vcrb 　　 主格 〉与格

　　2． object −centered 　verb 　　 主 格く与 格

　　3・ passive　form　　　　　 主格＞by＋ 人

（G ）　The　Ban 　on 　Confiicting　Empathy 　Foci　I．

　　文 の 表層 構造 に よ っ て 表 わ さ れ る STEH が 話 し手 の IFEH と矛盾 した

　場合 ， その 文 は ， 非文法的 ， あ る い は 容認性 が低 い 。

（H ）　Thc　Ba 皿 on 　Co   1icting　Empathy 　Foci　II．

　　1 っ の 文 に おい て ， 相互矛盾す る STEH を もつ こ と は で きな い 。

3．3． 「共感」 と 「ダ イ ク シ ス」

　 こ こ まで で empathy 理 論 と 「ダ イ ク シ ス 」 理 論が両者 と も話 し手の 視点 に

深 く関 わ っ て い る こ とに気 づ くと思 う。 こ こ で は 両理論 の 根本 に 流れ る概念を

比 較検討 して み た い 。 まず 第 1に ， ダ イ ク シ ス と egocentrism の 関係 に つ い

て 考え ， 更 に 「ダ イ ク シ ス 」 と 「共感 」 を比 べ て み る 。

　 こ れ まで 見 た よ うに ， ダ イ ク シ ス の 基 本的概念 は非常 に 話 し手中心 ， 話 し手

側の もの で あ る。
こ の こ とは egocentrism と関係が ある 。

　 Tanz は ， 幼児 に お

け る deictic　terms の 習得 に つ い て 研究 した が ， そ の 中で deictic　terms の 使

用 と理 解 に お い て ダ イ ク シ ス の 根本概念 と　egocentrism が 密接に 関連 して い

る の を認識 した 。 又 他 に も 「this／that，　here／there，
1／you は 話 し手 の perspec−

tive に よ っ て produce され る 。 従 っ て そ の 理 解 は nonegocentric な 視点が 要

求 され る 。 」 と述べ て い る もの が あ る 。

6）

　 もう一 度発話 の 場面 を考 えて み る。 発 話が 行な わ れ る時 ， 参加者に よ っ て

role −switching ，　 turn−taking が な され る 。 そ れ に 伴 っ て 我々 は必要な時に応 じ，

視点を も switch して い る わ けで あ る 。 我 々 大人 は何 か を話す時 ， 自分 自身 の

視点 で 物 を見 ， 言 い た い こ とを表現す る。 そ して 聞き手 は，
こ の こ とを充分承

知の 上 で そ の 発話 を理 解す る こ とに な る 。 こ れに は 我 々 は大 きな 意識 も払 わず ，

視点 の switch
，
　turn −taking の 操作を行 な っ て い る わ けで あ る 。 と こ ろ が子 供

は ある時期 に な る迄 ，
こ れが うま くで きな い 。 大人 は複雑な視点を頭 の 中で 自

動 的 に 操作 で きるが ， 子 供 に と っ て は こ れ も学習 しな けれ ば で きな い こ と な の

で あ る 。

　 こ の よ うに 聞 き手 が 話 し手 の 視点 に た っ て 理 解 しな けれ ば な らな い 典型 的 な

場合 が ，
deictic　 terms で あ る 。 聞 き手 は decellteringす る こ と に よ っ て ， 話
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し手を理 解す る必 要が あ る 。 従 っ て deictic　terms が い か ｝こ egocentric で ある

か とい うこ とが わか る 。

　 で は 「ダ イ ク シ ス 」 と 「共 感」 と は どの よ うに 関わ り合 っ て い るの か 。 前述

の 通 り， ダ イ ク シ ス とは話 し手中心 の 概念で あ る 。
つ ま り話 し手 と他者の 区別

が 明確 な の で あ る。

一 方 ， 「共感 」 の 概念 は ， 話 し手の 心 理状態 ， 内的感情 と

深 く関わ っ て い る。 そ して 基本的 に は 誰に ， 又 は何に 共感 して もそ れ は話者の

　　　　　　　　　　　　 自由で あ る 。 特に 第三 者 ばか り登 場する 文で は ，

　 　　 自分 自身の 枠を越 え て ， 第三 者に 共感す る こ とが

　 　　 多い つ ま り話 し手 と他者 との 区別 はむ しろゆ る や

　 　　 か で 柔 軟性が あ る 。 そ れ だ け話 し手 自身 へ の 固定

　 　　 化の 度合が 低 い の で あ る 。

　 　　　 こ の よ うな相違点 が ある一 方， 両者 に は見逃せ

　 　　 な い 共 通 点 もあ る 。
つ ま り我 々 が発話を す る多 く

　　　　　　　　　　　　 の 場合 ， 我 々 は我 々 自身の 目を通 して こ の 世 の 事

象 を見 ， 表現 す る 。
つ ま り白分 自身 を すべ て の 中心 と して 見 て い る。 従 っ て 選

ばれ る こ とば も表現 も自分中心 とな る 。
つ ま り話 し手が 自分 自身に 共感する の

は
一

番自然で あ り， そ の 場合ダ イ ク シ ス の 根本 概 念
一

話 し手中心 一 と も
一 致す

るわ けで あ り， 両 者 に 共 通点 が 見 られ る わ けだ 。

　又 もう
一

点 ， 両者 の 関係 を提示する と，前 述 した よ うに ， 我 々 が 会話 を して

い る際 ， 視点 を switch しな が ら他者の 発話を理 解す る 。 例 え ば，　 A が
‘‘this

table
”

と言 っ た もの は ，
　 A の 視 点 か ら見 て

‘ ‘thisな の で あ り， 向か い合 っ て

離 れて 座 っ て い る B に と っ て は
‘ ‘

that　table” な の で あ る 。 そ れ を B が A の

意 図 して い る もの を理 解で きる の は ， B の 中で decentering
，

つ ま り自分 自身

の 視点か らの 離脱を行な っ て い るの で あ る 。 も っ と積極的 に 言 うな ら，
A に 共

感 す る こ と に よ っ て 理 解で きる の で あ る 。
つ ま り ， 我 々 が deictic　terms を 聞

き手 と して 理 解で き る の は ， 「共 感」 とい う作業を 無意識の うちに 行な っ て い

るか らな の で あ る 。

4． Empathy 理 論 に 基 づ い た 分 析

　こ の よ うに 「ダ イ ク シ ス 」 と 「共感 」 は 非 常 に 深 い 関 わ りを持 っ て い る 。 両

者 は和 反 す る もの で はな く， 相互 補助的 な 関 係 と い え よ う。
Come と go の 用

法 に お い て は ， 他 者 の 視 点 を とる 場合 が あ る こ とか ら して も ， 自分 と他者の 間

の 境界 に 柔 軟性を もつ 「共感 」 理 論 を用 い て 説 明 す る と更 に 多 くの 用 例 の 説明
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が 卩∫能 に な ろ う。
Fillmore の 説明 しえな か っ た点 を も含 め て こ こ で 分析 して

い く。

4．1． 原則 （1） （1亙）

　まず ，
3．2 で 見 た共感 の 定 義 を

一部修正 し，
come と go に も適 用 で きる も

の とす る 。

（D ）
’ E田　pathy

　　共 感 とは ， 文 に よ っ て 示 され る場所及 び 存在 物 に対 して ， 話 し手 が 発話 時

　 に もつ 心 理 的近 さの 度合

とい うこ とが で き ， 更 に come と go の 基本 的原則 は以 下 の よ うに な ろ う。

　（1） Come は ， 発話時及 び到着 時に お ける話 し手又 は聞 き手 へ の移動 ， 及

　　　び ， 発話 時及び到 着時 に お ける話 し手又 は 聞 き手の ホ ー ム ベ ー ス へ の 移

　　　 動を表 わす。

　（II）　Go は ， 発話 時及 び 到着時に ， 話 し手又 は聞 き手か ら離 れ た人物 ， 場

　　　 所 へ の 移動 を表 わす 。

な お （1）の ホ ー ム ベ r ス とは ，

　 「基 本的 に 到 着時に話 し手 あるい は聞 き手が い る と予想 され る度合 の 高い 場

　所 ， 又 は話 し手 あ る い は 聞き手 の 住ん で い る家」

とい う こ とで ある 。
つ ま り話 し手 ， 聞き手 の territory（領域） と考え られ る度

合の 高 い 所 ， とい うこ とが 言え る 。
こ の 原則 に基 づ い て ， 移動 の 動詞 の 重 要な

要素で あ る移動者 と到 着 点 に い る者を ， 話 し手 ， 聞き手 ， 非関与者 に 分 け， 各

々 の 移動 を表わす場合 ， 選 択 され る 動詞 が ど ち らに な る か 検討 して み た 。 （表

参 照） こ れ に よ れ ば ， 話 し手及 び 聞 き手 ， 又 話 し手及 び聞 き手の ホ ー ム ベ ー
ス

へ の 移 動が come で 表わ さ れ る こ とが わか る 。
こ の こ とは つ ま り，

丶
＼ ．移動者

到着点 ＼
＼

話 し手　聞き手

話 し 手 i＼ …

聞 き 手

1非関鰭

come

come

90

非関与啝

90

　 come

．1・・ m ・

　。謡，

到着詰轡 甜

隔
繍 者

手
べ

手
・

　
一

　

e

 

　
m

9
　

0

　
一

　

C

の

ス一
の

ス

　
［
　

一

　
へ

し
！

　
「

話
ホ

　
へ

き

ノ
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ホ

＜ 表 1 ＞

come 　 come

　 　
　
ir

．．−

90 ＊　　 come

贇 急妻［、・
：

、・

IC

窘碧
・

　 　 　 　 　 　 ＜ 表 2 ＞
＊

は ， 話 し手 も聞 き手 も発 話時に そ の ホ ー

ム ベ ース に い な い 場合 を意 味す る 。

話 し手 の IFEH の 高 い 人 ， 場所 へ の 移 動 は come で 表わ され る と い うこ とで
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あ る 。 要す る に ，
come は 話 し手 が共感 して い る所 へ の 移動 の 時使われ る。 特

に 注意す べ き点 は ， 話 し手が 聞 き手及 び そ の ホ ー ム ベ ー
ス へ 移動す る場合 に は

話 し手 が 聞 き手 に 共感 す る形 に な る こ とだ 。

7）

と こ ろが以下 の 三 種 の 移動 を表
わす場合 に ， （1）， （II）の み で は説 明 しきれ な い 。

〈a） 非 関与者 一
→ 話 し手の ホ ー

ム ベ ー ス へ の 移動

（8） While　all ・f ・ ・ a・e　aw ・y・
A ・n 　i・ ki・d ・n ・ugh 　t… m ・／g・ t6　i。spect

　　 my 　llouse　from　time　to　t孟me ．（Ogura ，
1978 ：84）

　（9） Ann 　 will 　ki・dly ？？・・ me ／9・ t・ my 　h… et ・ pi・k ・p　the　car 　t。 ．

　　 morrow ．8〕

（Ogura ， 工978 ： 84）

（b）　聞き手…
〉話 し手 の ホ ー

ム ベ ー ス へ の 移動

　（10）　Hello
，　I　am 　at　the　airport 　now ．　 I　am 　not　sure 　if　I　tumed 　off　the

　　　space 　heater．　 Could　you　please　go　to　my 　house　and 　check 　it　for　me ？

　　　（Ogura ，
1978 ；95）

（c） 話 し手 → 彼 自身 の ホ
ー

ム ベ ー
ス へ の 移動

　（11）　Iwent 　to　my 　o伍ce　early 　this　morning 　and 　worked 　a　whole 　twelve

　　 hours・　（Ogura ， 1978 ：97）

こ れ らの 場合 に はす べ て ， 話 し手 の ホ ーム ベ
ー

ス へ の 移動で あ る為 ， （1）に よ

っ て comc が 使用 され そ うで あ るが必ず しもそ うで は ない 。

5・2・ 仮説 （m ）（IV）

　 これ らを説 明す る為 に更 に 以下 の 仮説を た て る 。

　（III） Come は話 し手が 共感 して い る場所 へ の 移動を表わす 。

　 （IV） Come が表 わす STEH は，

　　　　　移動 の 到 着点〉 移動 の 出発 点

　こ の 仮 説 に よ っ て （8）  は ， 家 に 話 し手 が い な い 為 に 到 着点 （ホ ー ム ベ ー
ス ）

へ の 共感度 が 低 くな り， 逆 に 話 し手が 発話時 に い る場所 ， 及 び ア ン が い る場所
へ の 共感度が高 くな る為 ， come の可 能性 が そ れ だ け低 くな る 。 又   で は話

し手 の IFEH は二 通 り考 え られ るが

　  　話 し手が 発 話時に い る場所 〉話 し手 の 家

　   　聞 き手 〉話 し手 の 家

い ず れ に よ っ て も go が 選択 され る。 （II）に お け る IFEH も，

　話 し手が発話 時に い る場所 〉 彼 の oMce

従 っ て （III） （IV ）よ り go が 用 い られ る こ とに な る 。
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　一 般に ， 話 し手が 彼自身に ， 及 び彼が発話時又 は到着時 に い る， 又 ， い た場

所 に ， か な り高い 度合で 共感 す る の は当然で あ る 。 更 に話 し手 が発話 時又 は到

着時に 住ん で い る ， 及び住 ん で い た家に最 も高 い 度合で 共感 し ， 家族が誰 も住

ん で い な か っ た り， 到着 時又 は発 話時に い な い ホ ー ム ベ ー ス へ の 共感 度 は低 く

な る とい うこ と も言え よ う。

＜例 1＞ …（III）（IV ）は 全 く純粋な非 関与者間 の 移動を表わ す時に も適 用 で き

る 。

　（12）　The　 men 　 came 　into　her　room ．　（Fillmore， 1972 ：15）

　 （13）ec−The　 men 　 came 　into　 her　 room 　 and 　 then 　 came 　 right 　 out 　 agam ，

　　　（Fillmore， 1972 ：16）

　 こ れ らの 例 に おい て は話 し手が 誰 に共感 をお くか は全 くの 自由で あ る 。
こ れ

らは （1）よ り も （III） （IV）の 仮説 に よ っ て 説 明 され る 。
つ ま りこ の 非関与者

間の 移動は ， 話 し手がよ り共感 して い る者や場所 を中心 に 考え られ ， そ こ へ の

移動で あれ ば come ， そ こ か らの 移動 で あれ ば go が 用 い られ る こ とが わ か る 。

＜例 2＞

　 （14） Prof．　Takahashi　 came ／
”’went 　to　Japan　Women ’

s　University　 after

　　　Igraduated　from　it． （Ogura ，
1978 ：88）

　 （15）　Mr ．　 Saito　 came ／＊went 　to　 the　 Yokohama 　branch　after 　I　 retired

　 　 　 from　 it．

こ れ らの 例で は ， 話 し手 も聞 き手 も大学及 び 横浜支店 に ， 発 話 時及 び 到 着時に

直接結び つ け られ て い な い と考 え る 。 そ れで も上記 の よ うな動詞 の 選択が 行な

われ る 。
これ は文脈か ら云 っ て 話 し手が 非常に親近 感 を も っ て い る ある意味で

は ホ ー ム ベ ー ス と も言 え る べ き場所 へ の 移動で あ るか らで あ り ， （III）（IV）が

適 用 され る こ と に な る 。

＜ 例 3＞
・一一（III）を支持す る最後 の 例は ，

2
， で 挙 げた同行文の 場合で あ る 。 同

行文 と は ， 発 話 時 に話 し手 と聞 き手 が 同 じ場所 に い て ， 又 は話 が で きる距離 に

あ り　（電 話で もよ い ）， 話 し手 又 は 聞 き手が そ れ以 後聞 き手又 は話 し手 に そ れ

ぞ れ 同行す る か 否 か を 話 し合 っ て い る よ うな文の こ とで あ る。 こ の 文 に 特徴 的

な こ とは ， い ず れ の 対 話 者 に と っ て も， 話 し手 の 又 は 聞 き手 の ホ ー ム ベ ー ス で

もな い 第三 者的場所 へ の 移動 で あ る とい うこ とだ 。 対話者 は彼 らか ら離 れ た 場

所 へ の 移動 とい う意識 が高 く， 更 に 時 に よ っ て は到 着点 さ え明 確で な い 場合 が

あ る 。 従 っ て 話 し手が 到着点又 は ， そ こ へ の 途 中へ 共 感 す る度合が 極 め て 低 く

な り ， 話 し手 の IFEH に おい て は ， 発話 時に 自分達 が い る場 所 へ の 共 感 度 の
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もの で はな く， 個人 及 び状況 に よ っ て 非 常に fiexibleな もの で ある 。 従 っ て 様

々 の 要 因の 統合の 結果 ， 高 い 度合で 到着点 及 び そ の途 中 に共 感 すれ ば come

が 用 い られ ， 彼 らの 居場所 へ の 共 感度 が高 けれ ば go が 用 い られ る。 従 っ て こ

れ も （III）の 仮説 に よ っ て 説明 で きる 顕著な 例 とい え よ う。

5・3・ 仮説 （V ）

　 さ て こ こ で ， 前述 した　（6）（7） の 例を思 い 出 して み よ う 。 こ れ ら2 文 は ，

＜ 例1＞ で み た 非関与者的地点聞の 移動 と言 え そ うだ が ， もしそ うで あれ ば ，

以 下の 文 も容 認 され そ うだ。

　 （6）
’

＊Mr ．　Saito　will　go　to　Shizuoka　from　Kagoshima ．

　 （7）
’ ec’Mr ．　Saito　will　come 　to　ShiZuoka　from　Tokyo ．

と こ ろが （6）（7）の 状 況 に従 え ばは （6）
’

（7）
’
は不適切で あ る 。

こ れ らを説 明す

る為 に 以下 の よ うな仮説 が た て られ る 。

　（V ） 話 し手の ， 移動 の 出発点及 び 到着点 へ の 共 感 度 の 相対性 （relative 　em −

　　pathy）が ， 移動 の 動詞 come と go の 容認性 を決定 づ ける 。

　 こ れ に基づ けば ， （6）（7）いず れ も移動 の 到 着点 は 「静 岡」 で あ る 。 従 っ て 仮

説 （III）（IV） に従が え ぱ ，
こ れ らは 同 じ動詞で 表わ され て もよ い はずで あ る 。

と こ ろ が実際に は不適 切 と な る の は， 各文 に お け る到 着点 と 出発点 の 違い に 対

す る話 し手 の 共感度 の 相対 陸が あ る か らで あ る
。

こ の 話 し手 の 共感度 を表 わせ

ば ，

　　　　Tokyo ＞Shizuoka＞Kagoshima

とい うこ とに な る 。 （6）で は ， 話 し手 は ， 静岡〉 鹿児 島で あ る か ら， 静岡 が 到着

点 に な っ て い れ ば （m ） （IV）か ら come が 使用 され る 。

一
方， （7）で は ， 東

京 〉 静岡 で あ る か ら ， も し comc を 使用 すれ ば そ の 表 わす IFEH は ， 静 岡 〉

東京 に な っ て し まい ， 実 際 の 話 し手 の IFEH と矛 盾す る こ とに な る 。

　 こ れ らの 文 を考 え る Lで 我 々 は以下 の 2 点 を 明 確 にす る必 要 が あ る 。

　（三i） 移動 の 出発 点 ， 到 着点 と話 し手 の い る場所 との 物理 的距離

　（ii） 話 し手 の ， 移 動者 及 び 到着点に い る 入 へ の 相対 的共感度

こ れ らを 踏 まえ ， もう少 し例 を見 て い こ う。

＜ 例 1＞ …
まず ， 話 し手 の 共 感度が比 較的高 くな る と思 わ れ る話 し手及び 聞き

　　手 の 家族を 登 場 させ て （i） （ii） を 考 え て み る 。

　 （16）　 My 　sister　should 　go　to　visit　Beth ．
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　（17）　Beth　should 　come 　to　visit　my 　sister ． （Ogura ，
1978 ；93）

　（18） Did　your　sister　go　to　Mr ．　Suzuki　yesterday？

　（19） Did　Mr ．　Suzuki　come 　to　your　sister　yesterday？

　（工6）に お ける物理 的距離 の 比較 は ， ご く普通 に考 え て my 　sister ＞Beth で

あ り，

一方 （ii）の IFEH も my 　sister ＞ Beth とな る 。 従 っ て （i） （ii）が
一

致 し， 妹の Beth へ の 移動 は go で 表わ され る 、 こ の こ と は （17）を も適 切 に

説 明で き る 。

　同様 に （18）（19）に おい て も （i）your　sister ＞Mr ．　Suzuki
， （ii）your　sister ＞

Mr ．　Suzuki と な り， （i） （ii） は 矛 盾 しな い の で ， 上記 の 動詞が 使用 さ れ る こ

とが （III）（IV ）（V ）に よ っ て 説明で きる 。
こ れ らは ，

　（V ）
’ Come は， 話 し手 の 杣対的共感 度 に お い て ， 移動者の 方が 低い 場合使

　　用 され ， go は逆 に高 い 時に 使 用 され る 。

とい う こ とに な る 。 と こ ろが ， 実 際に は ，

　 （20） My 　 sister　 should 　 come 　 to　visit　 Beth ． （Ogura ，
1978 ；93）

　（21） Did　your　s量ster　come 　to　Mr ．　Suzuki　yesterday？　（Ohe ， 1975 ：90）

とい う文が 適当 と思 われ る状況 もあ るわ けだ 。 （20）で 言え ば ， 妹 はむ しろ遠

くに 住み ， 話 し手 は Bcth と隣…り合 っ て い る状況の よ うな場合で あ る 。 これ を

見 て み る と （i）Beth＞ my 　sister ， （ii）my 　sister ＞ Beth
，

10 ）

同様 に （21） は ，

（i）Mr ．　Suzuki＞your　sister
， （ii）your　sister＞ Mr ・Suzuki とな る 。

こ の よ う

に （i）（ii）が 相反 する 時 に は ， 上 記 の 文 で もわ か る通 り， （i），
つ ま り物理 的

近 さの 方 が 優 先 され る こ と が わ か る 。

　つ ま り （i）（ii）が
一致 する場合 に は， 話 し手が共感 して い る人 に 対す る移動

が come で 表わ され ， 相反 す る 時 に は ， （i）が優 先 され ， 物理 的 に 近 い 者 へ の

移動が come で 表 わ され る 。　しか しも し物理 的 距離 とい う問題 が な い 時に は ，

（移動 者 も到着点 に い る者 も， 話 し手 との 距離の 差が ない 場合）， 話 し手 の相対

的共感度 が移 動 の 動 詞 選択 の フ ァ ク タ ー と な り，
こ の こ と は 仮 説 （V ） の 重要

性を示 して い る 。

5．4．　 思 考 動詞 ， 伝達動詞 の 補文中の come と go

　先 に Fillmore の 分析の 問題 と して 掲 げた 思考 及び伝 達 動 詞 の 補文 中の come

と gO に 関 して ， もう少 し厳密な 原則 を も ちた い 。

　 （22） Johni　thinks　that　Mary 　will 　come ／？？ go　to　him．i （Ohe ， 1975：125）

　 （23）　Johni 　thinks 丗Lat　I　will 　come ／？ go　to　him．i （Ohe ，
1975 ：126）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Association of College English Teachers (JACET)

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assoolatlon 　of 　College 　Engllsh 　Teaohers 　（JACET ｝

58

　（24） Jo加 i　told　me 　that　Mary 　would 　come ／cego 　to　him．i （Ohe ， 1975；137）
こ れ らに お い て移動 の 動詞は す球 て 話 し手 の 視点 で は な く， 思考及 び伝達 動詞

の 主語の 視点 で 選 択 され る の が特徴的で あ る 。

　（VI） a， 思考 及 び伝達 動詞 の 文 に お い て ， 話 し手は主文 の 主語に 共感 し，

　　　そ の 主語 の 視点で 補文中の移動の 動詞が 選 択 され る 。

とい うこ とに な る 。 と こ ろが ， 以下の 文 は ，

　 （25） John　 thinks　 that　 Mary　 will　 come ／＊

go　 to　 me 　 tomorrow ．　 Ohe
，

　 　　1975 ：100）

　（26）　John　 thinks　 that　 I　 will　 come ／？？go　 to　 you 　tomorrow ．　 （Ohe ，

　　　1975 ：101）

　（27） John　told　me 　that　Mary 　would 　come ／÷：’
go　to ンo配．（Ohe ， 1975 ：109）

こ の （VIa ）の 仮説に 相反 す る 。
こ れ らの 文を よ くみて い くと， 話 し手 及び 聞

き手が 発話時及び 到着時に 到着点 に 結び つ け られ て い る 。 そ して 話 し手 は ， 自

分又 は 聞 き手の 視点 を と っ て い る こ とが わ か る 。 特 に （26）で は ， 移動者が話

し手 ， 到着点 に は 聞き手が 結び つ け られて あ り，
come が選 択 され て い る とい

う こ と は ， 原則 （1）が 適 用 され て い る こ とが わか る 。 こ れ はつ ま り，

　（VI ）b． 話 し于及 び 聞 き手が 到 着点 に 結び つ い て い る時は ， 患 考及 び伝達

　　　動詞 の 補文中の 移動の 動詞 の 選択 は原則 （1）が 適用 され る。

6． 結　び

　当論文で は ， 移動の 動詞 come と go の 用法 を い か に 説 明 すべ きかを追 求 し

て きた 。 こ れ ま で の 「ダ イ ク シ ス 」 及び Empathy 理論 の 根本概念を比較検討

す る こ と に よ り， 確か に 言 語 的 レ ペ ル の 異 な る 両理 論で は あるが ， 明 らか に 密

接 な 関係が ある こ とが わか っ た。 そ れ らは相反 す る もの で は な く， 相互 補助的

な 役 割を も任 っ て い る こ と は 重要 で あ り， 移動 の 動 詞 の 分 析 の み な らず ， 授 与
．

動 詞 の 分 析 ， 敬 語 の 分析 ， 法 （modality ）， 英語教育 の 面 に も応用 され る こ と

が で きる で あ ろ う。

　移動 の 動 詞 の 分析 も， こ れ で すべ て の 用 例を完全 に 説 明で きた とい うわ けで

は な い が ，
Empathy 理 論 を導入 して 説明す る と ， か な りの 広 い 範 囲まで 説明可

能 で あ る と い うこ とが わか っ た。 Fillmore の 提 示 した ダ イ ク シ ス か らの 分析

と相反 す る もの で は な く， こ れ も両者の 融 合 と い う型 を用 い る と非常 に有 効 な

原 則が打 ち立 て られ る 。
つ ま り 「ダ イ ク シ ス 」の 方法 の 上 か ら Empathy の 方法

とい う網 を かぶ せ て や るわ けで あ る 。 そ こ で こ れ まで 掲 げて きた ， （1）〜 （VI
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b） まで の 仮 説 を ，
come と go の 用 法説 明 の 原則 と して こ こで 正 式 に取 り上

げた い 。

　「ダ イ ク シ ス 」 理 論 は非常 に 話 し手中心 ， 話 し手 ナ イ ドの 理 論で あ り，

一 方

Empathy 理論に よ っ て 我 々 は ， 言 語 に よ る コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 行為 を通 じて 他

者 の 内的感 情 に まで 入 り込 ん だ り， 他者の 視点 を通 じて 物 を見 て ， 我 々 が直接経

験で きな い よ うな こ とま で も言 語 を通 じて 可 能 に さ れ る とい うこ と も言え よ う 。

　Come と go は 中学生 で も使 う単語 で あ る
一方 ，　 native 　spcaker で も使 用

が難 しい とい う程 の もの で あ る 。 移動 を 表わ す もの ば か りで な く，
idiom と し

て も数多 くの 例が 掲げられ る 。
こ れ らに対 して も今回用 い た 方法を利川すれ ば ，

今後更 に 多 くの 用 例 の 説明に 役立 つ と思 わ れ る 。

注

＊
当論文 は 1％ 1年 1月に ，

日本女予大学文学研究科英文学専攻博士 課程前期の 修士論文 と

して 提 出 した もの を再検討 した もの で あ る 。

D　当論文に お け る例文は ，容認性 ， 文法性が 既に正 確 に 測 られて い る もの で あ る とい

　　う理 由か ら ， 殆ん どの もの は既 成 の もの を利 用 し ， 再分析 した も の で あ る （出 ：

　　Fillmore，　Ogura ，
　Ohe

，
　Mohri ）

2） M ，Ogura ，

‘ ‘Roles 　of 　Empathy 　in　 Japane．se　Grarnmar
” ．1978年 に イ リノ イ大学

　　に 提 出 され た 博士論文 。 当論文に おけ る以
一
ド Empathy 理 論及び come と go の

　　「共感」 よ りの 分析は こ の Ogura 氏 に基づ いた 。 但 し ，　Ogura 氏の 分析 は 口本語を

　　中心 とした もの で ある た め ，英語分析に必要 な修正 ， 追加を行な っ た 。

3） Kun 。 ＆ K ・b… ki ｝こ よ れ iま， こ の 感情焦点 は ，
1 と M ・・y の 2 つ ｝c な り ・ 「正文

　　中に相矛盾す る感情焦点 が あ っ て はな らな い 」 とい う原則か ら ，
こ の 文 は容認 され

　　な い と い う結果 が 出て しま うが ， 実 際に は容認 され うる 。

4） 主語 で は Mary
， 与格で は his つ ま り Mary の 夫に 焦点が 当た っ て お り ，

こ れ も相

　　矛盾す る焦点が
一

文巾に存在 して はい る が実際 に は容認可能な文で あ る。　こ の 点 に

　　関 して Kuno ＆ Kaburaki は 「相 互 融合的 な感 情焦点」 と して い るが ，　Ogura は こ

　　の 説明 の 不 明確 さ を指摘 して い る。

5） 本来共 感度は ， 毛格〉与格が 普通 で あ るが ， 本質的 に こ れ とは逆の 性質を もつ 動詞

　　が あ る 。 そ の よ うな 動詞 の こ と で あ る 。
日本語 で は 「くれ る」 「も ら う」， 英 語 で は

　　 ま さ に come が そ れで あ る 。
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1）e 　Villiers，　P．　et 　a 廴　in　C ，　Tanz ・

H 本語 と一
番異な る点 で ある。

発 話時及び 到着時に話 し手 も聞 き手 も ， 到 着点 ，
つ ま り話 し手 の ホ ーム ベ ー

ス に い

な い 場 合 。 た とえ ば ， 話 し手 や そ の 家族が家 か ら遠 く離れ て い る ，
つ ま り，東京に

家が あ り ， 話 し手及び そ の 家族 は シ カ ゴ に い る ， とい うよ うな 場合 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Association of College English Teachers (JACET)

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Assooiation 　of 　College 　English 　Teaohers 　（JACET ｝

60

9）　特別な状況で は な くご く自然に考え
， （20）で は Beth は ただ隣 りに住ん で い る人 ，

　　　（21） で も Mr ．　Suzukiと話 し手は何 ら特別な関係 （恋人 な ど兄弟姉妹以上 の 気持

　　　ちを持 つ もの ）で はな い と考 え る 。
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                EMPATEitY  and  DEkXIS

      -With  Special Reference to 
`Ceme'

 and  
`GoL

                     Yoko  MURAZUMI

                      A  part-time teacher

      at Junior High School attached  to Tsukuba  Unwersity

                             and

  at Senior High School attached  to japan  Women's  University

  The  motion  verbs  
"come"

 and  
"go"

 have been given explanations

in both deictic and  empathetic  frameworks of  research.  However,

when  we  look at the uses  of  these two  verbs  in greater detal,1, we  fifid

that these explanations  are  not  complete.  In this paper Ihave  tried

to find the most  appropriate  and  avaiiable  explanation  that can  account

for every  kind e'fi use.

  First oi  all, we  examine  the deictic analysis  of  these verbs  dofie by

Fialmore and  deal with  several  problems in this analysis.

  Seeondly, we  compare  the concepts  of empathy  and  deixis. By

deixis, we  found that languages are  produced  by a  very  speaker-

£ entered  or  egocemtric  point of  view.  3y  empathy,  we  found  that

langenage permits paxtial access  to other  people's ifiner states  through

iinguistic communicatiosu  and  that information aval･1able  through

langutage compensates  for the impossibility of  directly expericncing  the

other  person's point of  view.

  Through  this comparison,  we  pffopose that the uses  of  the motion

verbs  are  most  appropriately  explained  by  the concept  of empathy.

Therefore, we  re-examined  and  amalyzed  many  sentences  with  
"come"

and  
"go"

 from the empathetic  point of  view  and  proposed  several

principles which  make  it easy  to grasp the characteristics  of  the verbs
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and  to present the  most  suitable  way  of  teaching  them  to the non-

native  speakers.

  The  linguistic devices from the viewpoints  of empathy  and  deixis
are  certain]y  different. However, both concepts  are  closely  conRected,

and  these are  not  incompatible but complementary.  Therefore, this

method  of empathetic  analysis  related  to deictic analysis  is applical)le

not  only  to the analysis  of  motion  verbs,  but to the analysis  of  giving
verbs,  honorific forms, modality,  and  for English teaching.


