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間接否定に関する研究  

 

第 １ 章  間 接 否 定 と は ？  

 

『 広 辞 苑 』 は 、 否 定 概 念 を 次 の よ う に 定 義 し て い る ：  

 

１ ． あ る 性 質 の 非 存 在 を 示 す 概 念  

２ ． 消 極 的 概 念  

３ ． 欠 如 概 念  

 

池 田 ( 1 9 6 7 : 1 )は 、 否 定 表 現 を 次 の よ う に 説 明 し て い る 。  

 

( 1 )  語 否 定 ( Wo r d - n e g a t i o n )と 文 否 定 ( S e n t e n c e - n e g a t i o n )  

否 定 表 現 に は 、 文 中 の 語 （ 句 ・ 節 ） を 否 定 す る 語 否 定 と 、 文 の 主 語 ・

述 語 の 結 合 全 体 を 否 定 す る 文 否 定 と が あ る 。 た と え ば  

S h e  s t r o n g l y  w i s h e d  n o t  t o  r e f l e c t .は 、 文 中 の  t o  r e f l e c tだ け が 否 定

さ れ て い る 語 否 定 で あ り 、 S h e  d i d  n o t  w i s h  t o  r e f l e c t . は 文 否 定 で あ

る 。  

 

( 2 )  潜 在 否 定 ( I m p l i e d  N e g a t i o n )  

否 定 表 現 は 、 ふ つ う n o t ,  n e v e r,  n o ,  l i t t l e ,  f e wな ど の 否 定 語 で 表 わ さ

れ る の で あ る が 、 否 定 語 が な く て も 、 文 脈 中 に 否 定 の 意 味 が ふ く ま れ

る 潜 在 否 定 が あ る 。 た と え ば  

H e a v e n  [ G o d ]  k n o w s  w h e r e  h e  w e n t .  ( = N o b o d y  k n o w s . . . . )  
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( 3 )  二 重 否 定 (  D o u b l e  N e g a t i o n )  

文 中 に 否 定 が く り か え さ れ る 二 重 （ ま た は 多 重 ） 否 定 は 、 ふ つ う は 肯

定 の 意 味 に な る の で あ る が 、 古 い 英 語 で は 、 否 定 の 意 味 を 強 め る た め

に 用 い ら れ た 。 た と え ば 、  

  M a n  d e l i g h t s  n o t  m e ;  n o ,  n o r  w o m a n  n e i t h e r.  

こ の 強 意 的 否 定 の 形 式 は 、 今 日 の 俗 語 に も 多 く 見 ら れ る 。  

H e  w o n ’ t  t r y  n o t h i n g .  ( = H e  w i l l  n o t  t r y  a n y t h i n g . )  

 

本 研 究 で 取 り 扱 う 間 接 否 定 は 、 池 田 ( 1 9 6 7 ) の 潜 在 否 定 ( I m p l i e d  

N e g a t i o n )と い う 範 疇 に 類 す る 。 本 論 で は 、 一 括 し て 間 接 否 定 と 呼 ぶ 。  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 : 2 2 )は 、 間 接 否 定 に つ い て 明 白 な 定 義 は し て い な い が 、

間 接 否 定 と 不 完 全 否 定 ( I n d i r e c t  a n d  I n c o m p l e t e  N e g a t i o n )の 章 頭 で 次 の

よ う に 述 べ て い る 。   

 

I n  t h i s  c h a p t e r  w e  s h a l l  d i s c u s s  a  g r e a t  m a n y  d i f f e r e n t  w a y s  o f  

e x p r e s s i n g  n e g a t i v e  i d e a s  t h r o u g h  i n d i r e c t  o r  r o u n d a b o u t  m e a n s ,  a n d  

f i n a l l y  w o r d s  t h a t  w i t h o u t  b e i n g  r e a l  n e g a t i v e s  e x p r e s s  a p p r o x i m a t e l y  

t h e  s a m e  t h i n g  a s  t h e  o r d i n a r y  n e g a t i v e  a d v e r b .  

 

池 田 ( 1 9 6 7 : 1 ) が 潜 在 否 定 ( I m p l i e d  N eg a t i o n ) で 用 い ら れ て い る 、 n o t ,  

n e v e r,  n o ,  l i t t l e ,  f e wな ど の 否 定 語 は 、 『 現 代 英 文 法 辞 典 』 の 否 定 辞 に 属 す

る 。 『 現 代 英 文 法 辞 典 』 の 否 定 辞 の 定 義 を 引 用 す る 。  

 

否 定 辞 ： 否 定 の 意 味 を 表 す 語 や 接 辞 を 否 定 辞 と い う 。 否 定 辞 に は 次 の よ う

な も の が 含 ま れ て い る ：  
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① 否 定 語 ： n o t ,  n o ,  n e v e r,  n o n e ,  n o  o n e ,  n o t h i n g ,  n o b o d y,  n o w h e r e ,  

n e i t h e r,  e t c .  

② 弱 い 意 味 の 否 定 辞 ： f e w,  l i t t l e ,  h a r d l y,  s c a r c e l y,  s e l d o m ,  r a r e l y,  o n l y,  

b a r e l y,  e t c .  

③ 否 定 の 接 辞 ： a - ,  d i s - ,  i n - ,  m i s - ,  n o n - ,  u n - ,  - l e s s ,  e t c .  

 

概 し て  o t h e r 、 o t h er w i se 、 e l se 、 d i f f e re n t 、 r e v e r se 、 i m p oss i b l e 、

o p p o s i t e  の よ う な 語 は 、 否 定 語 と し て 使 用 さ れ る 場 合 が あ る

( c f . J e sp e r se n 1 9 6 2 : 3 6－ 3 7 )。 本 論 で 用 い ら れ る 否 定 辞 に は 、 『 現 代 英 文

法 辞 典 』 の 否 定 辞 に 、 上 の よ う な 語 を も 加 え る 。  

本 論 で は 、 間 接 否 定 を 次 の よ う に 定 義 す る ：  

 

間 接 否 定 表 現 ： 否 定 辞 を 用 い ず に 、 間 接 的 な 、 あ る い は 遠 回 し 的 な

方 法 に よ っ て 否 定 の 概 念 を 表 す 否 定 表 現 を い う 。  
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第 2  章  先 行 研 究  

 

否 定 に 関 し て さ ま ざ ま な 研 究 が な さ れ て 来 た 。 例 え ば 、

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )、 池 田 ( 1 9 6 7 )、 太 田 ( 1 9 8 0 )、 吉 村 ( 1 9 9 9 )、 山 梨 ( 2 0 0 0 )、

Ya m a n a sh i ( 2 0 0 0 ) 、 H o r n ( 2 0 0 1 )な ど が あ る 。 し か し 、 間 接 否 定 に 焦 点 を

置 い た 研 究 は 殆 ど な い 。 こ れ ら の 研 究 の 中 で 、 間 接 否 定 に 触 れ て い る も の

は 、 J e sp e r se n ( 1 9 6 2 ) 、 池 田 ( 1 9 6 7 ) 、 太 田 ( 1 9 8 0 ) 、 山 梨 ( 2 0 0 0 ) 、

Ya m a n a sh i ( 2 0 0 0 )な ど で あ る 。  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )は 、 間 接 否 定 表 現 の 例 文 を 豊 富 に 挙 げ て い る が 、 間 接

否 定 表 現 の 根 底 に あ る 仕 組 み に 関 し て は 殆 ど 論 じ て な い 。 池 田 ( 1 9 6 7 )も 間

接 否 定 の デ ー タ を 集 め 、 分 類 す る に と ど ま っ て い る 観 が あ る 。 太 田 ( 1 9 8 0 )

は 英 語 の 否 定 の 意 味 解 釈 を 軸 に し て 、 英 語 の 意 味 論 、 統 語 論 、 生 成 意 味

論 、 論 理 学 、 語 用 論 な ど を 取 り 扱 っ て い る 。 間 接 否 定 に つ い て 言 及 し て い

る と 思 わ れ る 部 分 は 、 修 辞 疑 問 と 語 彙 項 目 の 否 定 で あ る が 、 間 接 否 定 の 仕

組 み に 関 し て は 、 考 察 し て い な い 。 山 梨 ( 2 0 0 0 )、  Ya m a n a sh i ( 2 0 0 0 )は 、

間 接 否 定 を 認 知 学 的 な 観 点 か ら 議 論 し て い る 。 し か し な が ら 、 提 示 し て い

る 例 は 、 場 所 や 空 間 を 示 す 前 置 詞 を も っ て 、 否 定 の 意 味 を 伝 え る も の の み

で あ る 。  

 

2 . 1  J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 : 2 2 - 3 8 )は 間 接 否 定 表 現 を 次 の よ う に 、 1 0項 目 に 分 類 し

て い る （ 例 文 は 代 表 的 な も の の み 引 用 す る ） 。  

 

( 1 ) Q u e s t i o n s  m a y  b e  u s e d  i m p l y i n g  a  n e g a t i v e  s t a t e m e n t .  
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( i ) n e x a l  q u e s t i o n  

 

“ A m  I  t h e  g u a r d i a n  o f  m y  b r o t h e r ? ”  

=  ‘ I  a m  n o t  … ’  

 

( i i )  s p e c i a l  q u e s t i o n  

 

“ W h o  k n o w s ? ”  =  ‘ I  d o  n o t  k n o w. ’  o r  ‘ N o  o n e  k n o w s . ’  

 

( 2 )  A n o t h e r  p o p u l a r  w a y  o f  d e n y i n g  s o m e t h i n g  i s  b y  p u t t i n g  i t  i n  a  

c o n d i t i o n a l  c l a u s e  w i t h  “ I  a m  a  v i l l a i n ”  o r  s o m e t h i n g  s i m i l a r  i n  t h e  

m a i n  c l a u s e .  

 

I f  I  u n d e r s t a n d  t h e e ,  I  a m  a  v i l l a i n .  

D o n ’ t  y o u  k n o w  i t ?  N o ,  I  a m  a  r o o k  i f  I  d o .   

 

( 3 )  I n  R o i s t e r  3 8  H e n c e  b o t h  t w a i n e .  A n d  l e t  m e  s e e  y o u  p l a y  m e  s u c h  a  

p a r t  a g a i n e―  l e t  m e  s e e  y o u  p l a y  m e a n s  t h e  s a m e  a s  ‘ d o n ’ t  p l a y ’ ;  a  

t h r e a t e n i n g  “ a n d  I  s h a l l  p u n i s h  y o u ”  i s  l e f t  o u t  a f t e r  l e t  m e  s e e ,  e t c .  

M o r e  o f t e n  w e  h a v e  t h e  i m p e r a t i v e  s e e  ( o r  y o u  s e e )  w i t h  a n  i f - c l a u s e :  

s e e  i f  I  d o n ’ t  =  ‘ I  s h a l l ’ .  

 

( 4 )  A s o m e w h a t  s i m i l a r  p h r a s e  i s  c a t c h  m e  d o i n g  i t  =  [ ‘ y o u  w o n ’ t  c a t c h  

m e  d o i n g  i t ’ = ]  ‘ I  s h a n ’ t  d o  i t ’ ;  a l s o  w i t h  a t  i t ,  a t  t h a t ;  i n  t h e  l a s t  

q u o t a t i o n  t h i s  i s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c o n d i t i o n a l  w a y  o f  e x p r e s s i n g  a  
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n e g a t i v e .  

 

      b u t  i f  e v e r  y o u  c a t c h  m e  t h e r e  a g a i n :  f o r  I  w a s  n e v e r  s o  f r i g h t e n e d  

i n  a l l  m y  l i f e .  

 

( 5 )  E x c u s e  m y  ( m e )  d o i n g  i s  s o m e t i m e s  u s e d  i n  t h e  p o s i t i v e  s e n s e  

‘ f o r g i v e  m e  f o r  d o i n g ’ ,  b u t  n o t  u n f r e q u e n t l y  i n  t h e  n e g a t i v e  s e n s e  

‘ f o r g i v e  m e  f o r  n o t  d o i n g ’ .  

 

S h e  s a i d  s h e  h o p e d  I  s h o u l d  e x c u s e  S a r a h ’ s  c o m i n g  u p .   

E x c u s e  m y  r i s i n g ,  g e n t l e m e n ,  b u t  I  a m  v e r y  w e a k .  

 

( 6 )  I r o n i c a l  p h r a s e s  i m p l y i n g  i n c r e d u l i t y  ( = ‘ I  d o n ’ t  b e l i e v e  w h a t  y o u  a r e  

j u s t  s a y i n g ’ )  a r e  f r e q u e n t  i n  c o l l o q u i a l  a n d  j o c u l a r  s p e e c h .  

 

G o  a n d  t e l l  t h e  m a r i n e s !   

T h a t ’s  m y  f a t h e r.  ‘ G o  a l o n g ! ’  s a i d  c o o k  i n c r e d u l o u s l y.  

 

( 7 )  A f r e q u e n t  i r o n i c a l  w a y  o f  e x p r e s s i n g  a  n e g a t i v e  i s  b y  p l a c i n g  a  w o r d  

l i k e  m u c h  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e .  

 

M u c h  I  c a r e .  =  ‘ I  d o n ’ t  c a r e  ( m u c h ) . ’  

M u c h  y o u  c a n  d o  t o  s t o p  ‘ e m ,  o l d  f e l l o w.  

 

( 8 )  T h e  d e v i l  ( a l s o  w i t h o u t  t h e  a r t i c l e )  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  a s  a n  i n d i r e c t  
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n e g a t i v e ;  I n  E n g l i s h  w e  h a v e  t h e  d e v i l  j o i n e d  e i t h e r  t o  a  v e r b ,  o r  t o  

a  s u b s t a n t i v e .  

 

t h e  d e v i l  a  w o r d  ＝ ‘ n o t  a  w o r d  ’  

t h e  d e v i l  a  b i t  =  ‘ n o t h i n g ’  

C a p t a i n  A b s o l u t e  a n d  E n s i g n  B e v e r l e y  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e  p e r s o n .  

― T h e  d e v i l  t h e y  a r e .  

S h e ’s  i n  t h e  r o o m  n o w.  － T h e  d e v i l  s h e  i s .  

 

I n  s t e a d  o f  t h e  w o r d  d e v i l ,  ( t h e )  d e u c e  i s  v e r y  o f t e n  u s e d  i n  t h e  s a m e  

w a y.  

 

H e  l i e s  i n  h i s  r o o m  u p s t a i r s .  ― T h e  d e u c e  h e  d o e s .   

      I f  y o u  s t a y  h e r e ,  t h e  d e u c e  a  m a n  [ = n o b o d y ]  w i l l  d o u b t  o f  i t .  

 

       O c c a s i o n a l l y  o t h e r  w o r d s  m a y  b e  u s e d  a s  s u b s t i t u t e s  f o r  t h e  d e v i l  

w i t h  n e g a t i v e  p u r p o r t .  

 

B u t  w e ’ r e  n o t  m i x e d  u p  i n  t h e  p a r t y  f i g h t .  ― T h e  h e l l  y o u ’ r e  n o t !  

[ = y o u  a r e . ]  

 

        I n  I r i s h  s o r r o w  i s  u s e d  a s  a  s y n o n y m  o f  t h e  d e v i l ,  a l s o  a s  a  

n e g a t i v e .  

 

I s  t h e r e  a n y  m o r e  n e w s ?  S o r r a  n e w s ,  e x c e p t  t h a t  h e ’s  l y i n g  i n  t h e  
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g a o l .  

S o r r a  t h e  m a n  i n  t h e  t o w n  w e ’ d  r a t h e r  b e  l i s t e n i n g  t o  t h a n  

y o u r s e l f .  

 

A s  p o x  ( o r i g i n a l l y  t h e  n a m e  o f  a  d i s e a s e )  w a s  p o p u l a r l y  u s e d  a s  a  

k i n d  o f  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  d e v i l  i n  i m p r e c a t i o n s ,  i t  c a n  a l s o  b e  

u s e d  i n  i n d i r e c t  n e g a t i o n .  

 

T h e  D e a n  f r i e n d l y !  t h e  D e a n  b e  p o x e d  [ = h e  i s  n o t  ] .  

 

G o d  [ o r  H e a v e n ]  k n o w s  i s  i n  a l l  l a n g u a g e s  a  u s u a l  w a y  o f  s a y i n g  ‘ I  

d o n ’ t  k n o w ’ .  

 

W h e r e s  t h y  m a i s t e r ?  

－ G o d  i n  h e a u e n  k n o w e s .  

W h y,  d o s t  n o t  t h o u  k n o w ?   

－ Ye s  I  k n o w,  b u t  t h a t  f o l l o w e s  n o t .  

 

B u t  i n v e r s e l y  H e a v e n  k n o w s  a l s o  s e r v e s  a s  a  s t r o n g  a s s e v e r a t i o n .  

 

“ We  w e r e  h a p p y  t h e n ,  I  t h i n k . ”  “ H e a v e n  k n o w s  w e  w e r e ! ”  s a i d  I .  

 

( 9 )  H y p o t h e t i c a l  c l a u s e s ,  l i k e  i f  I  w e r e  r i c h  ( n o w a d a y s  a l s o  i n  t h e  

i n d i c a t i v e :  i f  I  w a s  r i c h )  o r  i f  I  h a d  b e e n  r i c h  a r e  o f t e n  t e r m e d  

“ c l a u s e s  o f  r e j e c t e d  c o n d i t i o n ” ,  b u t  a s  i t  i s  n o t  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  
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i s  r e j e c t e d  b u t  t h a t  w h i c h  i s  ( o r  w o u l d  b e )  d e p e n d e n t  o n  t h e  

c o n d i t i o n ,  ( f o r  i n s t a n c e ,  I  s h o u l d  t r a v e l ,  o r  I  s h o u l d  h a v e  

t r a v e l l e d )  a  b e t t e r  n a m e  w o u l d  b e  “ c l a u s e s  o f  r e j e c t i n g  c o n d i t i o n ” .  

A t  a n y  r a t e  t h e y  e x p r e s s  b y  t h e  t e n s e  ( a n d  m o o d )  t h a t  s o m e t h i n g  

i s  i r r e a l ,  i m p l y i n g  ‘ I  a m  n o t  r i c h ’ .  ― T h e  n e g a t i v e  i d e a  m a y  b e  

s t r e n g t h e n e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  a  p u r e  n e g a t i v e .  

 

W h a t  y o u r  p o o r  w i f e  w o u l d  d o  i f  s h e  c a r e d  a  b u t t o n  f o r  y o u ,  I  d o n ’ t  

k n o w.― s h e  d o e s  n o t  c a r e  a  b u t t o n  f o r  y o u .  

 

( 1 0 )  T h e r e  a r e  o t h e r  m o r e  o r  l e s s  i n d i r e c t  w a y s  o f  e x p r e s s i n g  a  

n e g a t i v e .  

 

r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  w e r e  a n y t h i n g  r a t h e r  t h a n  a g r e e a b l e  

l e a v i n g  h e r  l o v e r  i n  a n y t h i n g  b u t  a  h a p p y  s t a t e  o f  m i n d  

i t  i s  t h e  r e v e r s e  o f  i m p o r t a n t  t o  m y  p o s i t i o n .  

t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  h i s  m i n d  m a d e  i t  t h e  o p p o s i t e  o f  n a t u r a l  f o r  

h i m  t o  c r e d i t  h i m s e l f  w i t h …  

I  a m  a t  a  l o s s  t o  u n d e r s t a n d  i t .  

 

O n  t h e  w h o l e  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  w o r d s  l i k e  o t h e r  ( o t h e r w i s e ,  e l s e ,  

d i f f e r e n t )  i n  a l l  l a n g u a g e s  a r e  u s e d  a s  n e g a t i v e  t e r m s .  

 

“ I  h a d  t o  d e c i d e  u p o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o r  o t h e r w i s e  [ = o r  t h e  

u n d e s i r a b i l i t y ]  o f  l e a v i n g  h i m  t h e r e . ”  
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N e g a t i o n  i s  a l s o  i m p l i e d  i n  e x p r e s s i o n s  w i t h  t o o  ( s h e  i s  t o o  p o o r  t o  

g i v e  u s  a n y t h i n g  = s h e  c a n n o t … )  a n d  i n  a l l  s e c o n d  m e m b e r s  o f  a  

c o m p a r i s o n  a f t e r  a  c o m p a r a t i v e  ( s h e  i s  r i c h e r  t h a n  y o u  t h i n k = y o u  

d o  n o t  t h i n k  t h a t  s h e  i s  s o  r i c h  a s  s h e  r e a l l y  i s ) .  

 

T h e  i n d i r e c t  w a y  o f  e x p r e s s i n g  t h e  n e g a t i v e  n o t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  

f o r  a  p r e t t y  f r e q u e n t  c o n t i n u a t i o n  w i t h  m u s h  l e s s  ( w h i c h  i s  

p r a c t i c a l l y  s y n o n y m o u s  w i t h  “ n o t  t o  s p e a k  o f ”  a n d  c o r r e s p o n d s  

v e r y  n e a r l y  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t o  D a n .  e n d s i g e ,  G .  g e s c h w e i g e  

d e n n ,  t o  i n t r o d u c e  a  s t r o n g e r  e x p r e s s i o n ) .  

 

I t  w o u l d  n e e d  l o n g  y e a r s ,  n o t  a  f e w  c r o w d e d  m o n t h s ,  t o  m a s t e r  t h e  

h i s t o r y  o f  Ve n i c e ,  m u c h  l e s s  t h a t  o f  I t a l y,  f o r  t h e  w h o l e  M i d d l e  

A g e s .   

 

W h y  d i d  h e  e v e r  w r i t e ,  m u c h  l e s s  p u b l i s h ,  h i s  m e m o i r s ?  

 

I n  a  s i m i l a r  w a y  w e  h a v e  i m p o s s i b l e  f o l l o w e d  b y  m u c h  l e s s  =  ‘ m u c h  

l e s s  p o s s i b l e ’ .  

 

I t  w a s  i m p o s s i b l e  t h a t  t h i s  s h o u l d  b e ,  m u c h  l e s s  i n  t h e  l a b o u r  

g h e t t o  s o u t h  o f  M a r k e t .  

I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a  P r i m e  M i n i s t e r  t o  f o l l o w,  f a r  l e s s  t o  

s u p e r v i s e ,  t h e  w o r k  o f  i n d i v i d u a l  M i n i s t e r s .  
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2 . 2  池 田 ( 1 9 6 7 )  

池 田 ( 1 9 6 7 )は 、 否 定 の 表 現 、 疑 問 の 表 現 、 強 意 の 表 現 、 感 情 の 表 現 に つ

い て 述 べ て い る 。 池 田 ( 1 9 6 7 )は 、 こ う し た 多 種 多 様 の 表 現 を い く つ か の 項

目 に 分 け て 、 整 理 し て い る 。  

 池 田 ( 1 9 6 7 : 2 7－ 3 2 )は 、 間 接 否 定 表 現 を 2 3の 項 目 に ま と め て い る （ 例 文

は 代 表 的 な も の の み 引 用 す る ） 。  

 

( 1 )  修 辞 疑 問  

W h o  k n o w s ?  ( = N o  o n e  k n o w s . )  

W h a t ’s  t h e  u s e ?  ( = I t  i s  n o  u s e . )  

W h a t  d o  I  c a r e ?  ( = I  d o n ’ t  c a r e . )  

A m  I  m y  b r o t h e r ’s  k e e p e r ?  ( = I t  i s  n o t  m y  d u t y  t o  k e e p  m y  b r o t h e r. )  

S h a l l  I  e v e r  f o r g e t  h e r ?  ( = I  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  h e r. )  

 

( 2 )  条 件 文  

I f  y o u  h a d  d o n e  a s  I  t o l d  y o u ,  y o u  w o u l d  h a v e  s u c c e e d e d .  

A s  h e  w a s  s t a y i n g  a t  m y  h o u s e  j u s t  t h e n ,  y o u  c o u l d  h a v e  s e e n  h i m  i f  

y o u  h a d  c o m e .  

 

( 3 )  非 難 の ネ ク サ ス ( N e x u s  o f  D e p r e c a t i o n )  

I  t o  m a r r y  b e f o r e  m y  b r o t h e r  a n d  t o  l e a v e  h i m  w i t h  n o n e  t o  t a k e  c a r e  

o f  h i m !  

A n  E n g l i s h m a n  b e t r a y  h i s  c o u n t r y ?  

I  a s k  h i s  p a r d o n !  
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H e  a  g e n t l e m a n !  

 

( 4 )  比 較 級  

I t  i s  m o r e  t h a n  a  w o m a n  c a n  d o .  

I t  w a s  m o r e  t h a n  I  c o u l d  b e a r.  

T h e  h e a t  o f  t h e  r o o m  w a s  m o r e  t h a n  I  c o u l d  b e a r.  

 

( 5 )  T h e  l a s t  ( =  m o s t  u n l i k e l y )  

H e  i s  t h e  l a s t  p e r s o n  t o  b e  a c c u s e d  o f  t a k i n g  b r i b e s .  

S h e  i s  t h e  l a s t  w o m a n  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m m i t  m u r d e r.  

T h i s  i s  t h e  l a s t  p l a c e  w h e r e  I  e x p e c t e d  t o  h a v e  m e t  y o u .  

 

( 6 )  To o … t o  

H e  w a s  t o o  y o u n g  t o  b e  t r u s t e d  w i t h  t h e  w o r k .  

T h e  s t o n e  i s  t o o  h e a v y  f o r  y o u  t o  l i f t .  

I t  s o u n d s  t o o  g o o d  t o  b e  t r u e .  

T h e  s t o r y  i s  t o o  l o n g  t o  t e l l  n o w.  

 

( 7 )  B e  y e t  t o  d o ;  h a v e  y e t  t o  d o  

H e  i s  y e t  t o  c o m e .  

A g o o d  m a i d  i s  y e t  t o  s e e k .  

T h e  m o s t  d i f f i c u l t  p a r t  o f  t h e  w o r k  w a s  y e t  t o  b e  d o n e .  

B u t  t h e  t w o  h a d  y e t  t o  b e c o m e  i n t i m a t e .  

We  h a v e  y e t  t o  r e c e i v e  y o u r  r e p l y.  
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( 8 )  B e  t o  s e e k  

A g o o d  t e a c h e r  i s  s t i l l  t o  s e e k .  

D i l i g e n c e  i s  m u c h  t o  s e e k  a m o n g  t h e m .  

T h e s e  k i n d  o f  t h i n g s  a r e  s a d l y  t o  s e e k .  

H e  i s  t o  s e e k  i n  i n t e l l i g e n c e .  

 

( 9 )  R e m a i n  ( f o r  o n e )  t o  d o  

A l l  o u r  m a i n  p r o b l e m s  r e m a i n  t o  b e  s o l v e d .  

T h a t  r e m a i n s  t o  b e  p r o v e d .  

I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  t h e  b u s i n e s s  w i l l  b r i n g  a  p r o f i t  t o  u s .  

 

( 1 0 )  D o u b t  i f  ( o r  w h e t h e r )  

I  d o u b t  i f  h e  i s  a  l i a r.  

I  d o u b t  v e r y  m u c h  w h e t h e r  h e  i s  c o m i n g .  

I  a m  d o u b t f u l  o f  t h e  p a t i e n t ’s  r e c o v e r y.  

 

( 11 )  F a i l  

I  f a i l  t o  s e e  w h a t  y o u  m e a n .  

T h e  e x p e c t e d  r e s u l t s  f a i l e d  t o  c o m e .  

I  f a i l e d  t o  n o t i c e  i t .  

W h e n  h e  s a i d  s o  w o r d s  f a i l e d  m e .  

T h e  b l o o d  r u s h e d  t o  h i s  h e a d ,  a n d  t h e  p o w e r  o f  s p e e c h  c o m p l e t e l y  

f a i l e d  h i m .  

 

( 1 2 )  R e f u s e  
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T h e  t r e a s u r e  r e f u s e d  t o  b e  f o u n d .  

T h e  e l e v a t o r  r e f u s e d  t o  w o r k .  

H e  s t u p i d l y  r e f u s e s  t o  b e  t a u g h t  b y  t h e s e  m i s t a k e s .  

M y  h e a r t s  r e f u s e d  t o  b e  c o m f o r t e d .  

 

( 1 3 )  B e  d a m n e d  ( h a n g e d ,  d a s h e d ,  e t c . )  i f …  

( I ’ l l  b e )  D a m n e d  i f  I  k n o w.  

I ’ l l  b e  d a m n e d  i f  I ’ l l  g i v e  h i m  a n y  m o r e  m o n e y.  

I ’ l l  b e  h a n g e d  i f  i t  i s  t r u e .  

H a n g  m e  ( = I ’ l l  b e  h a n g e d )  i f  I  c a n  d o  i t !  

D a m n  m e ,  i f  I  w i l l !  

I  a m  d a s h e d  i f  I  w i l l !  

I ’ m  b l o w e d  i f  I  k n o w  i t !  

 

( 1 4 )  L i k e  h e l l  ( = n o t  a t  a l l )  

主 に ア メ リ カ 英 語  

“ D i d  y o u  g o ? ”  “ L i k e  h e l l  ( I  d i d ) . ”   

“ I  j u s t  w e n t  o u t  t o  g e t  a  b r e a t h  o f  a i r. ”  “ Yo u  d i d ,  l i k e  h e l l . ”  

A n  O x f o r d  m a n !  L i k e  h e l l  h e  i s .  

 

( 1 5 )  L i k e  f u n  ( = n o t  a t  a l l )  

主 に ア メ リ カ 英 語  

“ E v e r y t h i n g  w o u l d  b e  a l l  r i g h t  t h e n . ”  L i k e  f u n  i t  w o u l d . ”  

 

( 1 6 )  C a t c h  m e  ~ i n g  
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C a t c h  m e  g o i n g  t h e r e !  

C a t c h  m e  a t  i t  a g a i n !  

 

( 1 7 )  B u t  ( = t h a t … n o t )  

W h o  i s  t h e r e  b u t  c o m m i t s  e r r o r s ?  

H e  i s  n o t  s u c h  a  f o o l  b u t  h e  c a n  s e e  t h a t .  

 

( 1 8 )  B u t  t h a t  ( = i f  … n o t )  

I  w o u l d  g o  a b r o a d  b u t  t h a t  I  a m  p o o r.  

I ’ d  c o m e  w i t h  y o u  b u t  t h a t  I ’ m  s o  b u s y.  

I  s h o u l d  d i s m i s s  h i m  b u t  t h a t  h i s  f a t h e r  w a s  a n  o l d  a n d  f a i t h f u l  

s e r v a n t .  

B u t  f o r  h i s  c h e e r f u l n e s s ,  h e  c o u l d  n e v e r  h a v e  g o t  t h r o u g h  s o  v a s t  

a n  a m o u n t  o f  w o r k .  

 

( 1 9 )  A n y t h i n g  b u t   

H e  i s  a n y t h i n g  b u t  a  s c h o l a r.  

H i s  w o r k  w a s  a n y t h i n g  b u t  s a t i s f a c t o r y.  

T h e  r o o m  w a s  a n y t h i n g  b u t  n e a t .  

 

( 2 0 )  F a r  f r o m  

H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i n g  i t .  

I  a m  s o r r y  t o  s e e  h i m  l o o k i n g  f a r  f r o m  w e l l .  

F a r  f r o m  d e s p i s i n g ,  I  g r e a t l y  r e s p e c t  h i m .  

S o  f a r  f r o m  b e i n g  a s h a m e d  o f  i t ,  h e  g l o r i e s  i n  i t .  
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F a r  b e  i t  f r o m  m e  t o  p r e s s  y o u  w i t h  q u e s t i o n s .  

 

( 2 1 )  A b o v e  

H e  i s  a b o v e  t a k i n g  a  b r i b e .  

H e  i s  a b o v e  s u c h  m e a n n e s s .  

H i s  a r g u m e n t  i s  a b o v e  m y  u n d e r s t a n d i n g .  

T h e  s u b j e c t  i s  a b o v e  h u m a n  c o m p r e h e n s i o n .  

 

( 2 2 )  B e y o n d  

I  k n o w  t h a t  y o u  a r e  s e l f i s h ,  s e l f i s h  b e y o n d  w o r d s .  

T h e  s i g h t  w a s  b e a u t i f u l  b e y o n d  d e s c r i p t i o n .  

I t  i s  b e y o n d  a  j o k e .  

H e  i s  q u i t e  b e y o n d  r e c o v e r y.  

H o w  h e  c o u l d  h a v e  g o t  b a c k  a g a i n  w i t h o u t  h e r  s e e i n g  o r  h e a r i n g  

h i m  w a s  b e y o n d  h e r  c o m p r e h e n s i o n .  

 

( 2 3 )  B e f o r e  

H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e  b e f o r e  I  h a d  f i n i s h e d  t a l k i n g .  

H e  d i e d  b e f o r e  h e  h a d  a c c o m p l i s h e d  h i s  w o r k .  

M y  f a t h e r  d i e d  b e f o r e  I  w a s  b o r n .  

H e  d i s a p p e a r e d  i n  t h e  c r o w d  b e f o r e  I  c o u l d  s a y  a n y t h i n g .  

 

池 田 ( 1 9 6 7 )は 、 殆 ど の 例 文 に 日 本 語 訳 を 添 え 、 読 者 、 特 に 英 語 の 非 母 語

話 者 に 、 間 接 否 定 の 意 味 を よ り 素 早 く 理 解 さ せ る た め の 近 道 を 教 え て お

り 、 J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )と 同 様 、 興 味 深 い デ ー タ を 提 供 し て い る 。  
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2 . 3  太 田 ( 1 9 8 0 )   

太 田 ( 1 9 8 0 )は 、 第 一 部 で 、 英 語 の 意 味 論 、 統 語 論 、 生 成 意 味 論 、 論 理

学 、 語 用 論 な ど 、 広 い 観 点 か ら 方 法 論 を 論 じ て い る 。 こ の 方 法 論 は 否 定 表

現 を 研 究 す る 分 野 だ け で は な く 、 言 語 学 の 他 の 研 究 分 野 に も か な り 役 立 つ

も の で あ る 。 第 2部 で は 、 否 定 の 意 味 に つ い て 解 釈 し て い る 。 否 定 の 意 味

を 否 定 対 極 表 現 、 名 詞 句 、 頻 度 、 時 の 副 詞 、 形 容 詞 句 、 副 詞 句 、 法 助 動

詞 、 各 種 副 詞 、 複 文 、 等 位 構 造 、 焦 点 、 前 提 、 疑 問 文 、 命 令 文 、 感 嘆 文 、

語 彙 項 目 な ど と 関 連 し て 述 べ て い る 。 太 田 ( 1 9 8 0 )で 、 間 接 否 定 表 現 に 言 及

し て い る と 思 わ れ る 部 分 は 、 1 6 . 1 . 3節 の 修 辞 疑 問 と 第 1 7章 で 扱 っ て い る 語

彙 項 目 の 否 定 で あ る 。  

1 6 . 1 . 3節 の 修 辞 疑 問 に つ い て 、 太 田 ( 1 9 8 0 : 6 3 5－ 6 4 0 )か ら 抜 粋 し 、  代 表

的 な も の の み 引 用 す る （ 例 文 の 出 典 は 削 除 す る ） 。  

 

否 定 の 疑 問 文 は 肯 定 の 片 寄 り を 有 し 、 肯 定 の 疑 問 文 は 中 立 的 か 否 定 の 片 寄

り を 有 す る と い っ た が 、 修 辞 疑 問 は こ の 片 寄 り が 極 端 に な っ て 、 話 者 は 肯 定

な り 否 定 な り を 強 調 す る 修 辞 的 手 段 と し て こ の 片 寄 り を 利 用 し て い る 。 従 っ

て 否 定 の 疑 問 文 は 肯 定 を 、 肯 定 の 疑 問 文 は 否 定 を 強 調 す る た め に 用 い ら れ

る 。  

 

( 1 )  Wa s  t h e r e  e v e r  s u c h  a  p e r s o n ?  D i d  h e  e v e r  r e a l l y  e x i s t !   

 

( 2 )  D o e s  t h i s  l o o k  l i k e  i n s t a n t  c o f f e e ?  B u t  i t  i s .  ( = I t  d o e s n ’ t  l o o k  l i k e  

i n s t a n t  c o f f e e .  B u t  i t  i s  i n s t a n t  c o f f e e . )  
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( 3 )  H a s n ’ t  h e  g o n e  a  l o n g  w a y ?  ( = S u r e l y  h e  h a s  g o n e  a  l o n g  w a y. )  

 

( 4 )  I s  n o  o n e  g o i n g  t o  d e f e n d  m e ?  ( = S u r e l y  s o m e o n e  i s  g o i n g  t o  d e f e n d  

m e . )  

 

( 5 )  I s n ’ t  h e  p r e t t y  g o o d  a t  c h e s s ?  ( = H e  i s  p r e t t y  g o o d  a t  c h e s s . )  

 

( 1 )の e v e rと い う 否 定 対 極 表 現 、 ( 5 )の p r e t t yと い う 肯 定 対 極 表 現 が そ れ ぞ れ

の 意 味 を は っ き り さ せ る に 役 立 つ 。 ( 1 )の ２ つ の 文 は と も に 修 辞 疑 問 で あ る

が 、 形 は 疑 問 で も 、 疑 問 の 力 を も た な い こ と は 、 二 番 目 の 文 の ！ に よ っ て 窺

わ れ る 。 発 話 の 力 か ら い う と 感 嘆 文 に 近 く な る わ け で あ る 。  

 

( 6 )  a .  A f t e r  a l l ,  d i d  m a n y  a r r o w s  h i t  t h e  t a r g e t ?  

b .  N o t  m a n y  a r r o w s  h i t  t h e  t a r g e t .  

   c .  M a n y  a r r o w s  d i d n ’ t  h i t  t h e  t a r g e t .  

 

D i d  m a n y  a r r o w s  h i t  t h e  t a r g e t ?  と い う 疑 問 文 の 普 通 の 解 釈 は 動 詞 句 で

は な く m a n y  に 疑 問 の 焦 点 が あ っ て 、 We r e  t h e r e  m a n y  a r r o w s  t h a t  h i t  t h e  

t a r g e t ?  と い う よ う な 意 味 で あ る か ら 、 そ れ が 修 辞 疑 問 に な っ た 場 合 ( 6 b )の

よ う な 意 味 に な っ て 、 ( 6 c )の よ う な 意 味 に な ら な い と い う 。  

w h修 辞 疑 問 に は ２ つ の 種 類 が あ る 。 w h疑 問 文 の 前 提 は 、 w h疑 問 詞 を xで お

き か え た λ x ( … x … ) が 空 で な く 、 か つ  ‘ w e l l - d e f i n e d ’ で あ る と い う こ と だ

が 、 w h修 辞 疑 問 の 第 一 の ケ ー ス は λ x ( … x … )が 空 で あ る こ と を 信 じ て い て 、

そ れ を 強 調 す る た め に 使 わ れ る 場 合 で あ る 。 た と え ば W h o  l i ke s  p e a n u t s ?  

は ノ ー マ ル な 疑 問 の 場 合 は S o m e b o d y  l i k e s  p e a n u t s .を 前 提 に し た 上 で 、 そ
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の s o m e b o d yが 誰 で あ る か を 問 う わ け だ が 、 修 辞 疑 問 の 場 合 は N o b o d y  l i k e s  

p e a n u t s .  を 強 調 す る た め に 用 い ら れ る 。  

 

( 7 )  W h o  k n o w s  a  d a m n  t h i n g  a b o u t  s y n t a x ?   

( = N o b o d y  k n o w s  a  d a m n  t h i n g … )  

 

( 8 )  W h a t  d i f f e r e n c e  d o e s  i t  m a k e ?   

( = I t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e . )  

 

( 9 )  A :  Yo u  s e e m  t o  b e  s o r e  a t  m e .  

B :  I ’ m  s o r e  a t  y o u ?  I  c a n ’ t  u n d e r s t a n d  w h a t  p u t  t h a t  i d e a  i n  y o u r  

h e a d .  W h y  s h o u l d  I  b e  s o r e  a t  y o u ?   

( = T h e r e  a r e  n o  r e a s o n  w h y  I  s h o u l d  b e  s o r e  a t  y o u . )  

 

( 1 0 )  I n  h e a v e n ’s  n a m e ,  w h y  d i d n ’ t  I  a s k  h i m !  W h y  d i d n ’ t  I ?  D i d n ’ t  I  

c a r e ?  ( D i d n ’ t  I  c a r e ?  も 修 辞 疑 問 で  I  d i d n ’ t  c a r e  v e r y  m u c hの 意 )  

 

( 11 )  W h o  i s n ’ t  p r e t t y  g o o d  a t  g i v e a w a y  c h e s s ?   

( = E v e r y b o d y  i s  p r e t t y  g o o d  a t  g i v e a w a y  c h e s s . )   

 

( 7 )の a  d a m n  t h i n gは 否 定 対 極 表 現 、 ( 11 )の p r e t t yは 肯 定 対 極 表 現 で 、 そ れ

ぞ れ の も つ 修 辞 疑 問 の 性 格 を は っ き り さ せ る の に 役 立 っ て い る 。  

w h修 辞 疑 問 の 第 二 の ケ ー ス は 、 話 者 は λ x ( … x … )の メ ン パ ー が 何 で あ る か

を よ く 知 っ て お り 、 か つ 聴 者 も そ れ を 知 っ て い る と い う こ と を 知 り な が ら 、

形 だ け w h疑 問 文 を 用 い る 場 合 で あ る 。 こ の 場 合 は 別 に 答 え を 要 求 し て い る
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わ け で は な い 。 た だ 平 叙 文 の 意 味 を 強 調 す る 働 き を す る 。  

 

( 1 2 )  A :  W h o ’s  g o t  t h e  p r e t t i e s t  h a n d s  i n  t h e  w o r l d ?  W h o ’s  t h e  s w e e t e s t  

g i r l  i n  t h e  w o r l d ?  

B :  I  d o n ’ t  k n o w.  W h o ?  

A :  Yo u  d o n ’ t  k n o w !  Yo u  d o  s o ,  t o o ,  k n o w.   

 

Aは 男 、 Bは 女 で あ る 。 こ の 場 合 W h oが 誰 で あ る か は 、 男 も 女 も 熟 知 し て い

る 。 Yo u ’ v e  g o t  t h e  p r e t t i e s t  h a n d s  i n  t h e  w o r l d .  Yo u ’ r e  t h e  s w e e t e s t  g i r l  

i n  t h e  w o r l d .  と い っ た の で は 、 身 も ふ た も な い の で 、 修 辞 的 に 疑 問 の 形 を

と っ た わ け で あ る 。  

 

続 い て 、 太 田 ( 1 9 8 0 : 6 6 1－ 6 8 6 )の 第 1 7章 語 彙 項 目 の 部 分 か ら 抜 粋 す る 。  

 

太 田 ( 1 9 8 0 )は 、 ( i )内 在 的 に 否 定 的 意 味 を 有 す る 語 彙 項 目 、 ( i i )否 定 的 意 味 を

有 す る 接 辞 に よ る 否 定 、 こ の ２ つ を あ わ せ て 語 彙 項 目 の 否 定 と 呼 ん で い る 。  

 

( i )の 例 と し て は 、 d o u b t  (  b e l i e v e  n o t ) ,  d e n y  ( s a y  n o t ) ,  f o r b i d ,  p r o h i b i t  

( t e l l  n o t ) ,  c e a s e  t o  V  ( c o m e  t o  n o t  V ) ,  f o r g e t  ( n o t  r e m e m b e r,  c e a s e  t o  

k n o w ) ,  p r e v e n t  ( c a u s e  n o t  p o s s i b l e ) ,  b a n  ( c a u s e  n o t  l e g a l ) ,  d i s s u a d e  

( p e r s u a d e  n o t )  な ど が あ る 。 括 弧 の 中 は 一 応 の パ ラ フ レ ー ズ で あ る 。  

 

( i i )  は a - ,  d i s - ,  i n - / i l - / i m - / i r - ,  n o n - ,  u n -  な ど 否 定 的 意 味 を 有 す る 接 頭 辞 が

つ い た 語 彙 項 目 の 問 題 で あ る 。  

 



 21 

語 彙 項 目 の 否 定 ( i )、 ( i i )と n o t ,  n oに よ る 否 定 と 異 な る 点 は 次 の よ う で あ る 。  

 

① N o t ,  n o に よ る 否 定 は 、 n o t  l o n g  a g o  な ど の い わ ゆ る 構 成 素 否 定 を 除 い

て 、 同 一 単 文 内 に 影 響 を 及 ぼ し 得 る が 、 語 彙 項 目 の 否 定 は そ の 補 文 に 影 響

を 及 ぼ す こ と は あ る が 、 同 一 単 文 内 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は な い 。  

  

( 1 3 ) a .  M a r y  i s    n o t  k i n d    a t  a l l .  

        b .            * u n k i n d   

 

② 同 一 単 文 内 の 数 量 詞 、 頻 度 の 副 詞 は 、 n o tの 作 用 を う け る が 、 語 彙 項 目 の

否 定 で は そ れ が で き な い 。 ( 1 4 b )は ( 1 4 c )、 ( 1 4 d )両 方 の 解 釈 が で き る が 、

( 1 4 a )は a l lが f o r g e tに 含 ま れ る 否 定 要 素 の 影 響 を う け な い ( 1 4 d )の 意 味 し か

な い 。  

 

( 1 4 )  a .  A l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  f o r g o t  t o  c o m e .  

        b .  A l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  d i d  n o t  r e m e m b e r  t o  c o m e .  

          c .  N o t  a l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  r e m e m b e r e d  t o  c o m e .  

          d .  N o n e  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  r e m e m b e r e d  t o  c o m e .  

 

語 彙 項 目 の 否 定 ( i i )  は 、 a - ,  d i s - ,  i n - / i l - / i m - / i r - ,  n o n - ,  u n -  な ど 否 定 的 意 味

を 有 す る 接 頭 辞 が つ い た 語 彙 項 目 の 問 題 で あ る 。 否 定 的 接 辞 は 、 「 よ い ― 悪

い 」 「 望 ま し い ― 望 ま し く な い 」 と い っ た よ う な 評 価 的 尺 度 の 上 で 「 マ イ ナ

ス 」 の 値 い を も つ よ う な 形 容 詞 を 基 体 と し て は 用 い ら れ な い 。  

 

こ の よ う に 太 田 ( 1 9 8 0 )は 、 否 定 辞 と の 関 連 で 、 修 辞 疑 問 や 語 彙 項 目 の 否
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定 を 解 釈 し て い る 。 し か し 、 他 の 間 接 否 定 は 含 ん で な い し 、 そ れ ら の 仕 組

み に つ い て も 言 及 し て な い 。  

 

2 . 4  山 梨 ( 2 0 0 0 )  

 山 梨 ( 2 0 0 0 )は 、 認 知 言 語 学 的 観 点 か ら 間 接 否 定 表 現 を 考 察 し て い る 。  山

梨 ( 2 0 0 0 )で 根 拠 と し て 挙 げ ら れ て い る 例 文 は 、 日 常 言 語 の 場 所 ・ 空 間 に か

か わ る 表 現 に よ っ て 、 否 定 の 意 味 が 伝 達 さ れ る 間 接 否 定 表 現 の み で あ る 。

山 梨 ( 2 0 0 0 : 1 5 9－ 1 6 3 )は 次 の よ う に 記 述 し て い る 。  

 

日 常 言 語 の 場 所 ・ 空 間 に か か わ る 表 現 は 、 比 喩 的 な 認 知 の プ ロ セ ス を へ て

さ ま ざ ま な 意 味 に 拡 張 さ れ て い る 。 と く に こ の 種 の 表 現 は 、 時 間 の 概 念 を 比

喩 的 に 表 現 す る た め の 背 景 と し て 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。 場 所 ・ 空 間 の 表

現 は 、 時 間 の 概 念 へ 拡 張 さ れ て い く だ け で は な く 、 否 定 に か か わ る 抽 象 的 な

概 念 に も 拡 張 さ れ て い る 。  

 

( 1 )  a .  子 供 達 は 屋 外 で 遊 ん で い る 。  

b .  バ ス は や が て 市 外 に 出 た 。  

c .  患 者 は 新 鮮 な 空 気 を 求 め て 戸 外 に 出 た 。  

d .  松 井 の ホ ー ム ラ ン は 場 外 ま で 飛 ん で い っ た 。  

 

こ の 場 合 の 「 ～ 外 」 は 、 問 題 の 限 定 さ れ た 場 所 や 空 間 の 外 側 の 領 域 を 指 示

す る 表 現 と し て 機 能 し て い る 。  

「 ～ 外 」 は 、 単 に 場 所 ・ 空 間 の あ る 領 域 を マ ー ク す る 表 現 と し て 使 わ れ る

だ け で な く 、 否 定 表 現 と し て も 使 わ れ る 。  
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( 2 )  a .  こ れ は 私 の 専 門 外 で あ る 。  

b .  彼 は 権 限 外 の 行 為 を し た 。  

   c .  そ れ は 私 の 管 轄 外 だ 。  

d .  そ れ は あ の 人 の 権 限 外 だ 。  

 

専 門 、 権 限 、 管 轄 の よ う な 特 殊 能 力 な い し は 権 利 に 相 当 す る 概 念 が 、 あ る

限 定 さ れ た 場 所 な い し は 空 間 の 領 域 （ す な わ ち 、 場 所 ・ 空 間 的 に 限 定 さ れ た

容 器 ） に 比 喩 的 に 見 た て ら れ 、 こ の 種 の 能 力 、 権 利 の 否 定 が 、 こ の 限 定 さ れ

た 容 器 の 外 側 の 世 界 と し て 理 解 さ れ て い る 。  

「 越 え て い る 」 表 現 は 空 間 移 動 に 関 わ る 表 現 で あ る 。  

 

( 3 )  a .  こ の 仕 事 は 僕 の 能 力 を 越 え て い る 。  

b .  こ の 物 語 は 人 間 の 理 解 を 越 え て い る 。  

   c .  そ れ は 我 慢 の {限 度 ／ 限 界 }を 越 え て い る 。  

   d .  そ れ は 僕 の 権 限 を 越 え て い る 。  

      

「 ～ 外 」 否 定 と 「 ～ 越 え て い る 」 否 定 は 、 否 定 の 対 象 と な る 世 界 の 限 定 性

に 関 し 厳 密 に は こ と な る 。 「 ～ 外 」 の 場 合 に は 、 そ の 否 定 の 対 象 と な る 抽 象

的 な 概 念 の 世 界 が 、 何 ら か の 限 定 さ れ た 境 界 を も つ 容 器 と し て の 場 所 な い し

は 空 間 と し て 見 立 て ら れ て い る 。 こ れ に た い し 、 「 ～ 越 え て い る 」 の 場 合 に

は 、 こ の 種 の 限 定 さ れ た 空 間 は 前 提 と は さ れ て い な い 。 こ の 場 合     

は 、 否 定 の 世 界 が あ る 水 準 を 越 え た 領 域 と し て 見 た て ら れ て い る 。  

こ の 種 の 間 接 的 な 否 定 表 現 は 、 次 の よ う な 英 語 の 表 現 に も み ら れ る 。  

  

( 4 )  a .  H i s  c o n d u c t  w a s  { a b o v e / b e y o n d }  r e p r o a c h .  
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     b .  T h e  l e c t u r e  i s  { a b o v e / b e y o n d }  m y  { u n d e r s t a n d i n g / c o m p r e h e n s i o n  /  

h e a d } .  

     c .  H i s  b e h a v i o r  i s  { a b o v e / b e y o n d }  p r a i s e .  

     d .  S h e  i s  p a s t  h o p e  o f  r e c o v e r y.  

    e .  T h a t  i s  { p a s t /  b e y o n d }  c o m p r e h e n s i o n .  

     f .  H e r  r e m a r k  i s  { p a s t /  b e y o n d }  e n d u r a n c e .  

 

空 間 認 知 に か か わ る 間 接 的 な 否 定 表 現 と し て は 、 次 の よ う な 例 が あ る 。  

 

( 5 )  a .  そ れ は 真 実 の 核 心 か ら 程 遠 い 。  

b .  彼 は 的 外 れ な こ と ば か り 言 う 。  

c .  そ の 答 え は 正 解 か ら は ず れ て い る 。  

d .  そ の 件 は 全 く 周 辺 的 な 問 題 だ 。  

f .  そ の 問 題 は 核 心 か ら は ず れ て い る 。  

 

( 6 )  a .  T h i s  i s  f a r  f r o m  t r u e .  

b .  T h e  a n s w e r  i s  { o f f ,  w i d e  o f }  t h e  t r u t h .  

c .  A l l  h e  s a i d  w a s  w i d e  o f  t h e  m a r k .  

d .  T h e  c a s e  i s  a  q u i t e  p e r i p h e r a l  m a t t e r.  

f .  W h a t  y o u  j u s t  s a i d  i s  o f f  t h e  m a i n  p o i n t .  

g .  T h e  q u e s t i o n  i s  b e s i d e  t h e  p o i n t .  

 

こ れ ら の 例 で は 、 あ る 空 間 の 中 心 領 域 に た い し 、 こ れ か ら は ず れ た 領 域

（ あ る い は 周 辺 的 な 領 域 ） が 否 定 性 に か か わ る 領 域 と し て 比 喩 的 に 見 た て ら

れ て い る 。  
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( 7 )  a .  彼 は 常 識 に 欠 け て い る 。  

b .  彼 女 は 認 識 不 足 だ 。  

    c .  彼 は 誠 実 さ に 欠 け て い る 。  

  d .  あ の 動 物 に は 知 性 が 欠 如 し て い る 。  

 

こ の タ イ プ の 例 は 抽 象 的 な 存 在 （ e . g .  常 識 、 知 性 、 等 ） が 容 器 と し て の 主

体 か ら 欠 如 し て い る 状 態 を 表 現 す る こ と に よ り 、 そ の 主 体 が 常 識 的 で は な い

こ と （ 認 識 し て い な い こ と 、 等 ） を 比 喩 的 に 表 現 し て い る 。  

以 上 の 考 察 か ら も 明 ら か な よ う に 、 す く な く と も 否 定 に 関 わ る 概 念 の

一 部 は 、 外 部 世 界 の 場 所 、 空 間 領 域 、 物 理 的 な 境 界 領 域 の 比 喩 的 な 解 釈

（ と く に 、 場 所 ・ 空 間 に か か わ る 〈 内 ・ 外 〉 、 〈 境 界 〉 、 〈 中 心 ・ 周

辺 〉 な ど の 空 間 認 知 に か か わ る 領 域 の 比 喩 的 な 解 釈 ） を 通 し て 理 解 し て

い く こ と が 可 能 で あ る 。  

一 般 に 、 抽 象 的 な 思 考 能 力 や 論 理 的 な 思 考 能 力 は 、 空 間 認 知 を は じ め と す

る 言 語 主 体 の 身 体 的 な 経 験 と は 独 立 し て 存 在 す る よ う に み え る 。 し か し 、 一

見 、 後 者 の 経 験 か ら 独 立 し て い る よ う に み え る 思 考 能 力 の 世 界 も 、 根 源 的 に

は 、 言 語 主 体 と 外 部 世 界 と の 相 互 作 用 や 外 部 世 界 の 空 間 認 知 に か か わ る 能 力

に 根 ざ し て い る 。  

間 接 的 な 否 定 表 現 に か か わ る 事 実 も 、 抽 象 的 に み え る 思 考 能 力 や 論 理 能 力

が 、 根 源 的 に 、 空 間 認 知 を は じ め と す る 言 語 主 体 の 身 体 的 な 経 験 に 動 機 づ け

ら れ て い る こ と を 示 し て い る 。  

 

 こ の よ う に 、 山 梨 ( 2 0 0 0 )は 、 間 接 否 定 表 現 は 空 間 認 知 に 関 わ る 人 間 の 身

体 的 な 経 験 に 基 づ い て 理 解 さ れ る と 論 じ て い る 。 し か し な が ら 、 場 所 ・ 空
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間 を 示 す 前 置 詞 を 用 い な い 他 の 方 法 で 、 例 え ば 、 言 語 主 体 の 不 信 感 で 、 否

定 の 意 味 を 表 す 間 接 否 定 表 現 な ど に つ い て は 言 及 し て い な い 。  
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第 3章  間 接 否 定 表 現 の 仕 組 み  

― 境 界 線 と 比 較  

 

否 定 概 念 は 、 多 く の 言 語 学 に 関 す る 論 文 や 著 書 で 扱 わ れ て き た 。 こ れ

ら の 著 書 、 論 文 は さ ま ざ ま な 否 定 を 色 々 な 観 点 か ら 論 じ て い る 。 し か し な

が ら 、 間 接 否 定 表 現 、 つ ま り 否 定 辞 を 用 い ず に 、 間 接 的 な 、 あ る い は 遠 回

し 的 な 方 法 に よ っ て 、 否 定 の 意 味 を 伝 え る 表 現 に 関 す る 研 究 は 少 な い 。  

間 接 否 定 文 の 真 の 意 味 は 、 文 字 通 り の 意 味 で は な く 、 含 意 さ れ て い る

否 定 の 意 味 で あ る 。 例 え ば 、 Th i s  i s  r e a l l y  m o r e  t h a n  I  c a n  d o  f o r  y o u .

の 真 の 意 味 は 、 ‘ I  r ea l l y  c a n  n o t  d o  t h i s  f o r  y o u . ’で あ り 、 G o d  k n o w s  

w h e n  h e  c a m e .の 真 の 意 味 は 、 ‘ N o b o dy  k n o w s  w h e n  h e  c a m e . ’で あ る 。  

英 語 の 母 語 話 者 は 、 こ の よ う な 含 意 さ れ て い る 否 定 の 意 味 を 直 ち に 把 握

で き る が 、 非 母 語 話 者 に は そ う は い か な い 場 合 が あ る 。 文 の 文 字 通 り の 意

味 と 含 意 さ れ て い る 否 定 の 意 味 と の 違 い を 際 立 た せ る こ と で 、 英 語 に ど の

よ う な 間 接 否 定 表 現 が 、 ど の よ う な 仕 組 み に よ っ て 、 ど の よ う に 表 現 さ れ

て い る の か を 見 分 け る こ と が で き る 。 さ ら に 、 生 き た 英 語 が 必 要 と さ れ る

時 代 に 、 生 き た 英 語 を 身 に 付 け 、 生 き た 英 語 の 場 で 適 切 に 使 用 で き る な

ど 、 非 母 語 話 者 と し て 英 語 を 学 ん で い る 我 々 に と っ て も 、 言 語 学 研 究 に と

っ て も 意 義 が あ る 。  

本 章 で は 、 間 接 否 定 表 現 を 検 討 し 、 ど ん な 制 約 や 仕 組 み な ど が そ れ ら

の 根 底 に あ る の か な ど に 関 し て 分 析 し て い く 。 本 研 究 が 、 非 母 語 話 者 が 間

接 否 定 を よ り 深 く 理 解 し 、 よ り 自 然 な 形 で 用 い ら れ る こ と に 、 ま た 、 言 語

学 研 究 に 些 か な り と も 貢 献 す る こ と が で き れ ば 、 こ の 上 な い 仕 合 わ せ で あ

る 。  
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3 . 1  問 題 提 起  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )は 、 古 英 語 か ら 現 代 英 語 に 及 ぶ 、 さ ま ざ ま な 間 接 否 定

表 現 を 次 の よ う な 10 項 目 に 分 類 し て 、 各 々 の 否 定 の 意 味 を 解 釈 し て い

る 。  

 

1） 否 定 的 な 意 味 を 含 意 し て い る 疑 問 文  

2） 否 定 的 な 意 味 を 含 意 し て い る 条 件 節  

3 )  l e t  m e  se e  y o u  p l a yの タ イ プ  

4 )  c a t c h  m e  d o i n g  i tの タ イ プ  

5 )  e x c u se  m y  ( m e )  d o i n gの タ イ プ  

6 )  不 信 を 意 味 す る 表 現  

7 )  m u c hの タ イ プ  

8 )  t h e  d e v i lの タ イ プ  

9 )  仮 定 節  

1 0 )  否 定 意 味 を 仄 め か す 他 の 表 現  

 

 J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )は 、 間 接 否 定 表 現 の 1 0項 目 が ど ん な 基 準 に よ っ て 分 類

さ れ た の か に つ い て は 論 じ て い な い 。 ゆ え に 、 こ れ ら の 間 接 否 定 文 の 体 系

的 な 関 連 性 も 理 解 し が た い 部 分 が あ る 。  

 

3 . 2  間 接 否 定 の 仕 組 み  

 本 論 で は 、 含 意 さ れ る 否 定 的 な 意 味 と 文 字 通 り の 意 味 と を 比 較 し な が ら 、

間 接 否 定 表 現 の 展 開 の 根 底 に あ る 仕 組 み を 探 究 し 、 間 接 否 定 文 の 体 系 的 な

関 連 性 を も 解 明 し た い と 思 う 。 間 接 否 定 表 現 を 次 の よ う に ２ つ の グ ル ー プ

に 分 け 、 検 討 す る ： ( i )  懐 疑 心 を 含 ま な い 間 接 否 定 文 ( 3 . 2 . 1 )、 ( i i )  否 定 的
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含 意 動 詞 を 含 む 間 接 否 定 文 ( 3 . 2 . 2 )  

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 に 関 し て は 、 第 5章 で 詳 し く 論 ず る 。  

 

3 . 2 . 1  懐 疑 心 を 含 ま な い 間 接 否 定 文  

『 広 辞 苑 』 は 、 「 懐 疑 」 に つ い て 、 以 下 の よ う に 定 義 し て い る 。  

 

懐 疑 ： 疑 い を も つ こ と 。  あ や ぶ む こ と 。  

 

ま た 、 『 オ ッ ク ス フ ォ ー ド 新 英 英 辞 典 』 は 、 i n c r e d u l i t y  に つ い て 、 次

の よ う 記 し て い る ：  

 

i n c r e d u l i t y :  n o u n  [ m a s s  n o u n ]  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  

t o  b e l i e v e  s o m e t h i n g  

  

『 広 辞 苑 』 の 「 懐 疑 」 の 定 義 、 『 オ ッ ク ス フ ォ ー ド 新 英 英 辞 典 』 の

i n c r e d u l i t y の 定 義 を 前 提 に し て 、 本 論 で 用 い る 「 懐 疑 心 」 ( In c r e d u l i t y  

Fe e l i n g )を 次 の よ う に 定 義 す る 。  

 

懐 疑 心 ： あ る 事 柄 に 対 す る 発 話 者 の 疑 い 、 不 信 感 情 を い う 。 つ ま り 、  “ I  

d o n ’ t  b e l i e v e  w h a t  y o u  a r e  j u s t  s a y i n g . ”を 暗 に 意 味 す る 。   

 

第 ５ 章 で 論 じ る こ と に な る 「 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 」 に お い て 、 発

話 文 に 発 話 者 の 「 懐 疑 心 」 が 含 ま れ て い な い 場 合 、 発 話 者 が 伝 え よ う と 意

図 し た 意 味 に 達 す る こ と が で き な い の で あ る 。         

本 節 で は 、 懐 疑 心 を 含 ま な い 間 接 否 定 文 を ３ つ の 項 目 に 分 け て 、 取 り 扱
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う ：  

 

1 .  否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文  

2 .  G o d  k n o w sの タ イ プ   

3 .  仮 定 す る こ と に よ っ て 否 定 の 意 味 を 表 現 す る 文  

 

1 .  否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文   

本 節 で は 、 次 の よ う に ３ つ に 分 類 し て 考 察 す る ：  

 

A .明 白 な 比 較 構 文  

B .間 接 比 較 表 現  

C . c a n n o tと 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 構 文 と の 関 係  

 

A .明 白 な 比 較 構 文  

次 の よ う な 比 較 構 文 は 否 定 の 意 味 を 含 ん で い る 。  

 

 ( 1 )  Th i s  i s  r e a l l y  m o r e  t h a n  I  c a n  d o  f o r  y o u .  (大 沼 1 9 6 8 :  1 6 0 )  

 

( 1 )は 、  “ Th i s ”と 呼 ば れ て い る 何 か を す る こ と は 話 者 が 持 っ て い て 、 聴

者 に 捧 げ ら れ る 能 力 よ り も よ り 多 く の 能 力 を 必 要 と し て い る と い う こ と を

意 味 し て い る 。 通 常 、 人 間 の 能 力 に は 限 界 が あ る 。 あ る 期 間 の 努 力 な し

に 、 瞬 時 に 自 分 の 今 の 能 力 を 超 え る こ と は 難 し い 。 こ の 文 で 話 者 が 本 当 に

伝 達 し た い の は 、 話 者 が 聴 者 の た め に  “Th i s ”  と 呼 ば れ て い る こ と を す る

こ と が で き な い と い う こ と で あ る 。  

大 沼 ( 1 9 6 8 : 1 5 9－ 1 6 1 )に よ れ ば 、 次 の 比 較 構 文 で は 、 “ T h a t ”を す る こ と
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が  “ I ”  に と っ て は 限 度 ぎ り ぎ り の こ と で あ る 。 そ れ ゆ え 、 “ I ”  は 、

“ T h a t ”以 上 の こ と を す る こ と は で き な い 。  

 

( 2 )  Th a t  w a s  a s  m u c h  a s  I  c o u l d  d o .  (大 沼 1 9 6 8 :  1 5 9 )  

 

こ れ ら の 比 較 構 文 の 意 義 深 い 特 徴 の ひ と つ は 、 文 の 中 に 助 動 詞 c a n (あ る

い は c o u l d )が 含 ま れ て い る こ と で あ る 。 大 沼 ( 1 9 6 8 : 1 6 0 )は 、 c a n (あ る い は  

c o u l d )を 省 い て 一 般 動 詞 の み で 表 現 を 行 な う こ と は 不 自 然 に な る と 述 べ て

い る 。 こ れ は 、 Cの ca n n o tと 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 構 文 と の 関 係

で 、 よ り 詳 し く 考 え る こ と に す る 。  

 

( 3 )  a .  I t  w a s  a s  m u c h  a s  I  c o u l d  d o  t o  k e e p  t h e  m a t t e r  i n  se c r e t .  

   b .  I  w a n t  t o  s e l l  t h e se  b o o k s  f o r  a s  m u c h  a s  t h e y  c o u l d  b r i n g .  

   c .  I ’ m  g o i n g  t o  s e e  a s  m u c h  o f  t h e  c o u n t r y  a s  I  c a n .  

   d .  I t ’s  m o r e  t h a n  I  c o u l d  d o  t o  r e f u se .  

   e .  Th i s  i s  r e a l l y  m o r e  t h a n  I  c a n  d o  f o r  y o u .  

   f .  Th e  l e t t e r  p l e a se d  h e r  m o r e  t h a n  s h e  c o u l d  p h y s i c a l l y  h i d e .  

   g .  H e  t a l k e d  f a s t e r  t h a n  I  c o u l d  u n d e r s t a n d .  

   h .  H e  r a n  f a s t e r  t h a n  I  c o u l d  f o l l o w.       (大 沼 1 9 6 8 :  1 5 9－ 1 6 0 )  

 

こ れ ら の 比 較 構 文 は 、 暗 黙 的 で あ る が 、 c a n (あ る い は c o u l d )を 含 ん で い

る 節 の 主 語 が 、 “ で き る こ と ” と “ で き な い こ と ” と の 間 の 境 界 線 に 注 目

し な が ら 、 c a n (あ る い は c o u l d )を 含 ん で い る 節 の 主 語 の 能 力 あ る い は 知 的

能 力 に 関 し て 否 定 的 な 意 味 を 伝 達 し て い る 。 例 え ば 、 文 ( 2 )は 、 人 が で き

る こ と の 限 界 を 示 し な が ら 、  “ Th a t ” を す る こ と は  c o u l d を 含 む 節 の 主
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語 、 つ ま り “ I ”  が で き る 最 大 限 の こ と で あ る が ゆ え に 、 “ I ”は 、 そ れ 以 上

の こ と は で き な い と い う 意 味 を 示 唆 す る こ と に な る 。 ( 1 )か ら ( 3 )に お け る

比 較 構 文 は 、 c a n (あ る い は co u l d )を 含 む 節 の 主 語 が で き る こ と と で き な い

こ と と の 間 の 比 較 に 基 づ き な が ら 、 否 定 的 意 味 を 暗 示 し て い る 。  

文 ( 1 )か ら ( 3 )に お け る 比 較 構 文 は 、 あ る 事 柄 が 、 c a n (あ る い は c o u l d )を 含

ん で い る 節 の 主 語 が で き る こ と の 上 に あ る と い う こ と を 示 し な が ら 、

c a n (あ る い は co u l d )を 含 ん で い る 節 の 主 語 の 能 力 、 あ る い は 、 知 的 能 力 に

関 し て 否 定 的 意 味 を 伝 え て い る 。 池 田 ( 1 9 6 7 )も 、 あ る 種 の 比 較 構 文 は 、 否

定 の 意 味 を 伝 達 す る こ と が で き る と 例 示 し て い る 。  

 

 ( 4 )  a .  I t  i s  m o r e  t h a n  a  w o m a n  c a n  d o .  

    b .  Th e  h e a t  o f  t h e  r o o m  w a s  m o r e  t h a n  I  c o u l d  b e a r.  ( 池 田 1 9 6 7 : 2 8 )  

 

上 で 考 察 し た 否 定 の 意 味 を 伝 達 す る 比 較 構 文 は 、 次 の よ う に 図 示 で き

る 。  

 

 

 

 

 

 

               

 

  

図 1  

W h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c a n -

c l a u s e  c a n  d o  

 

W h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c a n -  

c l a u s e  c a n n o t  d o  

 

 

B O U N D A RY  
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一 般 的 に 、 人 間 に は 、 “ で き る こ と ” と “ で き な い こ と ” が あ る 。 人 間

社 会 で は 、 通 例 “ で き な い こ と ” が “ で き る こ と ” の 上 位 に ラ ン ク さ れ

る 。 人 間 社 会 の み な ら ず 、 動 物 社 会 で も 、 “ 勝 者 ” は “ 敗 者 ” の 上 位 に ラ

ン ク さ れ る 。 そ れ は “ 敗 者 ” が “ で き な い こ と ” を 、 “ 勝 者 ”  は  成 し 遂

げ て 、 “ で き る こ と ” に す る か ら だ  。  

 

B .間 接 比 較 表 現  

 比 較 の 意 味 を 内 包 し て い る 英 語 の 表 現 が あ る 。 こ れ ら の 表 現 は 暗 黙 的

な 比 較 の 意 味 に 基 づ い て 否 定 の 意 味 を 伝 達 す る こ と が あ る 。 こ れ ら の 表 現

を ４ つ の タ イ プ に 分 類 す る 。  

  

( a )  a b o v e  の タ イ プ  

こ の タ イ プ の 表 現 は 、 あ る こ と ／ あ る ひ と は 、 あ る こ と ／ あ る ひ と よ り

上 で あ る と い う こ と を 暗 示 し て い る 。 a b o v e、 b e yo n d、 o u tな ど が こ の タ

イ プ に 属 す る 。  

 

( b )  f a r  f r o mの タ イ プ  

こ の 種 の 表 現 は 、 あ る こ と ／ あ る ひ と が 、 あ る こ と ／ あ る ひ と か ら 遠 距

離 の と こ ろ に い る （ あ る い は 、 あ る ） と い う こ と を 示 し て い る 。 例 え ば 、

f a r  f r o m、 t o o … t oな ど で あ る 。  

 

( c )  t h e  l a s tの タ イ プ  

t h e  l a s tの 表 現 は 、 あ る こ と ／ あ る ひ と は 、 順 番 に 数 え て 、 残 り 全 て の

あ る こ と ／ あ る ひ と （ 達 ） の 後 ろ に く る ゆ え 、 あ る こ と ／ あ る ひ と は 、 最
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後 に い る （ あ る い は 、 あ る ） 。  

  

( d )  b e f o r eの タ イ プ  

こ の 種 の 文 は 、 あ る こ と ／ あ る ひ と が 、 特 定 の 事 態 あ る い は 行 為 に 到 達

し て い な い と い う こ と を 暗 示 し て い る 。  b e f o r e、 b e  y e t  t o  d oな ど が こ の

タ イ プ に 含 ま れ て い る 。  

 以 下 、 こ れ ら ４ つ の タ イ プ に つ い て 考 察 す る 。  

 

( a )  a b o v e  の タ イ プ  

LD O C E  は a b o v e  の 意 味 を 次 の よ う に 定 義 し て い る （ r eg i s t e r  l e v e l以 外

の イ タ リ ッ ク 体 は 筆 者 ） ：  

 

1 .  i n  a  h i g h e r  p o s i t i o n  t h a n  s o m e t h i n g  e l s e  

 2 .  m o r e  t h a n  a  p a r t i c u l a r  n u m b e r,  a m o u n t ,  o r  l e v e l  

 3 .  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  s o m e t h i n g  e l s e  

 4 .  l o u d e r  o r  c l e a r e r  t h a n  o t h e r  s o u n d s  

 5 .  h i g h e r  i n  r a n k ,  p o w e r  o r  i m p o r t a n c e  

 6 .  f o r m a l  b e f o r e ,  i n  t h e  s a m e  p i e c e  o f  w r i t i n g ,  e t c .  

 

定 義 6 を 除 い て 、 各 々 の 定 義 に は 比 較 表 現 が 使 わ れ て い る 。 こ れ は 、

a b o v e の 用 法 に は 、 あ る 種 の 比 較 の 意 味 が 含 ま れ て い る こ と を 示 し て い

る 。  こ の よ う な 文 を “ 間 接 比 較 文 ” と 呼 ぶ 。  

 

間 接 比 較 文 ： a b o v eの タ イ プ の 文 の よ う に 、 形 式 上 、 形 容 詞 ・ 副 詞 の 比 較 級

を 含 ま ず に 、 比 較 の 意 味 を 伝 達 す る 文 を い う 。  
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こ こ か ら 、 否 定 の 意 味 を 伝 達 し て い る 間 接 比 較 文 に つ い て 考 察 す る 。  

 

 ( 5 )  a .  H e  i s  a b o v e  t a k i n g  a  b r i b e .  

    b .  H e  i s  a b o v e  s u c h  m e a n n e ss .  

    c .  H i s  a r g u m e n t  i s  a b o v e  m y  u n d e r s t a n d i n g .  

    d .  Th e  su b j e c t  i s  a b o v e  h u m a n  c o m p r e h e n s i o n .  (池 田 1 9 6 7 : 3 1 )  

 

こ れ ら の 文 で 使 わ れ た a b o v e  は m o r e  t h a nと 似 た よ う な 意 味 を 含 意 し て

い る 。 例 え ば 、 ( 5 c )は 、 H i s  a r g u m e n t  i s  m o r e  t h a n  I  c a n  u n d e r s t a n d .と

言 い 換 え る こ と が で き る 。  

で は 、 こ の 文 に よ っ て 、  否 定 の 意 味 は 、 ど の よ う に 伝 え ら れ て い る の

か ？  “ H i s  a r g u m e n t ”が “ m y  u n d e r s t a n d i n g ”の 上 に あ る 、 つ ま り 、 “ 彼 の

議 論 ” は “ 私 の 理 解 の 能 力 ” の 上 に あ る 。  言 い 換 え れ ば 、 “ 彼 の 議 論 ”

は “ 私 の 理 解 能 力 ” の 範 囲 外 に あ る 、 つ ま り 、 “ 私 は 彼 の 議 論 を 理 解 で き

な い ” と い う 意 味 に な る 。  

 b e y o n d  は a b o v eと 類 似 し た 機 能 を 果 た し て い る 。  

 

 ( 6 )  a .  I  k n o w  t h a t  y o u ’ r e  s e l f i sh ,  s e l f i sh  b e y o n d  w o r d s .  

     b .  Th e  s i g h t  w a s  b e a u t i f u l  b e y o n d  d e sc r i p t i o n .  

     c .  I t  i s  b e y o n d  a  j o k e .  

     d .  H e  i s  q u i t e  b e y o n d  r e c o ve r y.  

     e .  H o w  h e  c ou l d  h a v e  g o t  b a c k  a g a i n  w i t h o u t  h e r  s e e i n g  o r  

h e a r i n g  h i m  w a s  b e y o n d  h e r  c o m p r e he ns i o n .    (池 田 1 9 6 7 : 3 1 )  
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L D O C E  に よ れ ば 、 b e y o n dの 意 味 は 次 の 通 り で あ る （ r e g i s t e r  l e v e l以 外

の イ タ リ ッ ク 体 は 筆 者 ） ：  

 

1 .  o n  o r  t o  t h e  f u r t h e r  s i d e  o f  s o m e t h i n g   

2 .  l a t e r  t h a n  a  p a r t i c u l a r  t i m e ,  d a t e  e t c .  

3 .  m o r e  o r  g r e a t e r  t h a n  a  p a r t i c u l a r  a m o u n t ,  l e v e l  o r  l i m i t  

4 .  o u t s i d e  t h e  r a n g e  o r  l i m i t s  o f  s o m e t h i n g  o r  s o m e o n e  

5 .  u s e d  t o  s a y  t h a t  s o m e t h i n g  i s  i m p o s s i b l e  t o  d o ,  e t c .  

 

つ ま り 、 b e yo n dは  暗 黙 的 に 、 ２ つ の も の （ あ る い は こ と ） を 区 分 す る

境 界 線 と そ れ ら の 間 の 比 較 の 意 味 を 伝 え て い る 。  

b e y o n dと a b o v eの 使 用 法 の 根 底 に あ る 比 較 能 力 は 、 人 間 が 持 っ て い る 基

本 的 な 思 考 過 程 の ひ と つ で あ る 。 こ の 能 力 を 通 じ て 、 我 々 は ２ つ の も の の

間 の 境 界 線 に 注 目 し な が ら 、 そ れ ら の 間 の 類 似 点 、 あ る い は 相 違 点 を 理 解

し 、 表 現 す る 。 例 え ば 、 S o m e t h i n g  i s  b e y o n d  a  j o k e .と い う 文 を 発 話 す

る と き 、 ２ つ の こ と 、 つ ま り 、  “ ‘ j ok e ’ と 呼 ぶ こ と が で き る 陳 述 ” と

“ ‘ j o k e ’と 呼 ぶ こ と が で き な い 陳 述 ” と を 比 較 し 、 問 題 に な っ て い る 陳 述

が “ ‘ j o k e ’と 呼 ぶ こ と の で き る 陳 述 ” の 境 界 線 の 外 に あ る 、 つ ま り 、 そ の

陳 述 は  ‘ j o k e ’ と は 呼 べ な い と 結 論 す る 。 こ の よ う に し て 、 a b o v e や  

b e y o n dは 、 間 接 的 に 否 定 の 意 味 を 伝 え る こ と に な る 。  

o u tも b e y o n d と 類 似 し た 意 味 を 表 す こ と が で き る 。  

 

( 7 )  “ Wh a t  d o  y o u  w a n t  t o  d o ? ”  “ We l l ,  g o i n g  t o  t h e  m o v i e s  i s  o u t  

b e c a u se  I  d o n ’ t  h a v e  e n o u g h  m o n ey. ”    ( Pr o g re ss i v e )  
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あ る も の が 容 器 の 外 に あ る な ら ば 、 そ れ は そ の 容 器 の 中 に は な い 。 ( 7 )

は 、 映 画 を 観 に 行 く と い う こ と は 、 話 者 が で き る こ と の 境 界 線 の 外 、 言 い

換 え れ ば 、 映 画 を 観 に 行 く と い う こ と は 不 可 能 で あ る と い う こ と を 意 味 す

る 。 よ く 目 に す る 掲 示 板 に 書 か れ た 次 の よ う な 文 に も 、 同 じ よ う な 仕 組 み

が 働 い て い る 。  

 

( 8 )  a .  “ K e e p  o u t . ” （ 「 立 入 禁 止 」 、 あ る い は 「 立 ち 入 る な 」 ）  

  b .  “ K e e p  o f f  t h e  g r a ss . ”  （ 「 芝 生 に は い る べ か ら ず 」 、 あ る い は   

「 芝 生 の 中 に は い る な 」 ）  

 

b u tも 否 定 の 意 味 を 表 現 す る た め に 用 い ら れ て い る 。 O E Dは 、 b u tは 、 語

源 的 に は 、 前 置 詞 b e - u t a n で あ る と 記 し て い る 。 b e - u t a n は  ‘ o n  t h e  

o u t s i d e ’、 あ る い は  ‘ w i t h o u t ’を 意 味 す る 。 こ の 事 を 念 頭 に お い て 、 次 の

例 文 を 見 て み よ う 。  

 

( 9 )  a .  Wh o  i s  t h e r e  b u t  c o m m i t s  e r r o r s ?      (池 田 1 9 6 7 : 3 0 )  

b .  H e  i s  n o t  su c h  a  f o o l  b u t  h e  k n o w s  i t .    ( Pr o g r e ss i v e )  

  c .  N o t  a  d a y  g o e s  b y  b u t  ( t h a t )  I  t h i n k  o f  h e r.     ( i b i d . )  

 

( 9 b ) の  b u tを o u t s i d e に 替 え る と 、 H e  i s  n o t  su c h  a  f o o l  o u t s i d e  h i s  

k n o w i n g  i t .と な り 、 ( 7 )と 同 じ 仕 組 み が 働 い て い る こ と が 容 易 に 理 解 で き

る 。 同 じ よ う に し て 、 次 の 文 の 否 定 の 意 味 も 解 釈 で き よ う 。 ( 1 0 )で 、 b u t  

t h a tは  ‘ i f … n o t ’を 、  ( 11 )で 、 a n y t h i n g  b u tは  ‘ e x c e p t ’を 意 味 す る 。  

 

( 1 0 )  a .  I  w o u l d  g o  a b r o a d  b u t  t h a t  I  a m  p o o r.  



 38 

b .  I ’ d  c o m e  w i t h  y o u  b u t  t h a t  I ’ m  so  b u s y.  

 c .  I  sh o u l d  d i sm i ss  h i m  b u t  t h a t  h i s  f a t h e r  w a s  a n  o l d  a n d  

f a i t h f u l  s e r v a n t .              (池 田 1 9 6 7： 3 0 )  

 

( 1 0 a ) で は 、 I  a m  p o o r. と い う 事 柄 が 境 界 線 に な っ て 、 I  w o u l d  g o  

a b r o a d .  と I  c o u l d  n o t  g o  a b r o a d .を 比 較 し て 、 間 接 否 定 の 意 味 を 示 唆 し

て い る 。  

 

比 較 事 項 ： I  w o u l d  go  a b r o a d .        I  c ou l d  n o t  g o  a b r o a d .      

          I  a m  n o t  p o o r.            I  am  p o o r.                 

           

境 界 線 ： I  a m  p o o r.  

 

特 に 、 a n y t h i n g  b u t は 、 n o t  よ り も 否 定 の 度 合 い が か な り 強 い し 、

e x c e p tよ り も 強 い 。 ( 11 a )で は 、  “ H e ”が  “ s c h o l a r ”以 外 の 何 者 で も 許 せ る

が 、 “ s c h o l a r ” 領 域 の 中 だ け に は 、 絶 対 に 入 れ た く な い 強 い 意 志 が 窺 え

る 。  

 

( 11 )  a .  H e  i s  a n y t h i n g  b u t  a  s c h o l a r.  

b .  H i s  w o r k  w a s  a n y t h i n g  b u t  sa t i s f a c t o r y.  

  c .  Th e  r o o m  w a s  a n y t h i n g  b u t  n e a t .      (池 田 1 9 6 7： 3 1 )  

 

 ( b )  f a r  f r o mの タ イ プ  

a b o v e、 b e yo n d  と o utの よ う な 語 は 、 あ る 種 の 境 界 線 を 越 え て い る と い

う 意 味 を 強 調 し て い る 。 そ れ に 対 し 、 f a r  f r o mは 、 異 な っ た 意 味 を 持 っ て
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い る 。  f a r  f r o mは 、 あ る こ と （ あ る い は 、 も の ） が あ る 種 の 境 界 線 を 越

え て い る の で は な く 、 そ の 境 界 線 か ら 遠 く 離 れ て い る （ あ る い は 、 離 れ て

行 く ） と い う こ と を 意 味 し て い る ( c f .  O ED )。  

次 の 例 文 を 考 察 し て み よ う 。  

  

( 1 2 )  a .  H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i n g  i t .  

    b .  I  a m  so r r y  t o  s e e  h i m  l o o k i n g  f a r  f r o m  w e l l .  

    c .  Fa r  f r o m  d e sp i s i n g ,  I  g r e a t l y  r e s p e c t  h i m .  

    d .  S o  f a r  f r o m  b e i n g  a sh a m e d  o f  i t ,  h e  g l o r i e s  i n  i t .  

    e .  Fa r  b e  i t  f r o m  m e  t o  p r e ss  y o u  w i t h  q u e s t i o n s .  (池 田 1 9 6 7： 3 1 )  

 

J e sp e r se n ( 1 9 2 4 : 3 2 2 ) は 、 矛 盾 辞 項 ( c o n t r a d i c t o r y ) と 反 対 辞 項

( c o n t r a r y )に 関 し て 次 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

“ L O G I C I A N S  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o n t r a d i c t o r y  t e r m s ,  s u c h  a s  w h i t e  

a n d  n o t - w h i t e ,  r i c h  a n d  n o t - r i c h ,  a n d  c o n t r a r y  t e r m s ,  s u c h  a s  w h i t e  

a n d  b l a c k ,  r i c h  a n d  p o o r .  Tw o  c o n t r a d i c t o r y  t e r m s  t o g e t h e r  c o m p r i s e  

e v e r y t h i n g  i n  e x i s t e n c e ,  a s  a n y  m i d d l e  t e r m  i s  e x c l u d e d ,  w h i l e  t w o  

c o n t r a r y  t e r m s  a d m i t  o n e  o r  m o r e  m i d d l e  t e r m s . ”  

 

つ ま り 、 矛 盾 関 係 は 、 「 男 」 対 「 女 」 と い う 対 比 に 見 ら れ る 。 男 を 否

定 し て 「 男 で な い 」 と 言 え ば 、 対 極 項 の 「 女 で あ る 」 こ と に な り 、 そ の 中

間 段 階 は 考 え ら れ な い 。 た だ し 、 ニ ュ ー ハ ー フ の よ う な 存 在 は 認 め な い 。

反 対 関 係 は 、 「 暑 い 」 に 対 す る 「 寒 い 」 と い っ た 対 立 で 、 「 暑 い 」 を 否 定

し て 「 暑 く な い 」 と 言 え ば 、 必 ず し も 「 寒 い 」 と い う こ と に は な ら な い 。
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「 暖 か い 」 と い う 中 間 段 階 も あ る 。 同 じ く 、 「 立 派 な 」 の 否 定 形 「 立 派 で

な い 」 が 即 「 愚 劣 な 」 に な ら な い 。  

次 の よ う な 状 況 を 考 え て み よ う 。  

 

( 1 3 ) ( = 1 2 a )  H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i n g  i t .  

 

n o t  a p p r o v e が 直 ぐ に d i sa p p r o ve に な ら な い 。 中 間 段 階 と し て 、

n e u t r a l i z a t i o n が あ る と 見 な す こ と が で き る の で あ る 。 そ れ ゆ え に 、

a p p r o v eと d i sa p p r o v eは 反 対 辞 項 で あ る と 考 え ら れ る 。 反 対 辞 項 は 中 間 段

階 を 認 め る の で 、 a p p r o v eと d i sa p p r o v eの 間 に は 段 階 性 、 つ ま り 、 あ る 種

の 距 離 が 存 在 す る 。 f a r  f r o m  a p p r o v i n gは 、 ve r y  n e a r  d i sa p p r o v i n gと 近

い 意 味 を 表 せ る こ と に な り 、 従 っ て 、 n ot  a p p r o v i n gの 確 率 が か な り 高 く

な る と 考 え ら れ る 。 ゆ え に 、 H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i ng  

i t .は 、 h i s  f r i e n d s ’  n o t - a p p r o v i n g  i tの 高 い 可 能 性 を 表 現 し う る こ と に な

る 。  こ の よ う に 、 f a r  f r o mの タ イ プ の 文 も あ る 状 況 の 二 極 間 の 比 較 に 基

づ い て 否 定 の 含 意 を 伝 え る こ と に な る 。  

t o o  … t oも あ る 種 の 否 定 の 意 味 を 伝 え る こ と が で き る 。  

 

 ( 1 4 )  a .  H e  w a s  t o o  y o u n g  t o  b e  t r u s t e d  w i t h  t h e  w o r k .  

     b .  Th e  s t o n e  i s  t o o  h e a v y  f o r  y o u  t o  l i f t .  

     c .  I t  s o u n d s  t o o  g o o d  t o  b e  t r u e .  

     d .  Th e  s t o r y  i s  t o o  l o n g  t o  t e l l  n o w.     (池 田 1 9 6 7： 2 8 )  

 

O E Dは 、 ( 1 4 )の 例 文 で 使 わ れ た t o oを  ‘ i n  e x c e ss ’、 ‘ m o r e  t h a n  e n o u g h ’、

‘ o v e r m u c h ’ 、 ‘ su p e r f l u o u s l y ’ 、 ‘ su p e r a b u n d a n t l y ’ と 定 義 し て い る 。 つ ま
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り 、 t o oは 、 f a r  f r omと 類 似 し た 意 味 、 “ あ る 種 の 境 界 線 か ら か な り 遠 く

離 れ て い る ” 、 を 持 っ て い る 。  

 

( c )  t h e  l a s tの タ イ プ  

t h e  l a s tの タ イ プ の 例 文 は ( 1 5 )  で あ る 。  

 

( 1 5 )  a .  H e  i s  t h e  l a s t  p e r so n  t o  b e  a c c u s e d  o f  t a k i n g  b r i b e s .  

    b .  S h e  i s  t h e  l a s t  w o m a n  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m m i t  m u r d e r.  

    c .  Th i s  i s  t h e  l a s t  p l a c e  w h e r e  I  e x pe c t e d  t o  h a v e  m e t  y o u .   

(池 田 1 9 6 7： 2 8 )   

 

ス タ ー ト 点 に 視 点 を 置 い て 考 量 す れ ば 、 f a r  f r o mと  t o o  … t oの 終 着 点 は  

t h e  l a s tで あ る 。 図 2の よ う に 示 す こ と が で き る 。  

 

ス タ ー ト 点                                    終 着 点  

 

 

       t h e  s t a r t                       f a r  f r o m      t h e  l a s t   

境 界 線             t o o  … t o                 

 

                         図 2  

 

t h e  l a s tは 、 ‘ f o l l o w in g  a l l  t h e  o t h e r s ’、 あ る い は  ‘ c o m i n g  a t  t h e  e n d ’を

意 味 し て い る ( c f .  O ED )。 t h e  l a s tは 、 t h e  s t a r tの 反 対 辞 項 と し て 見 な す

こ と が で き る 。  f a r  f r o mと  t o o  … t oは 、 そ の 二 極 間 の 中 間 辞 項 を 指 し 示
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し て い る と 考 え ら れ る 。 各 々 の 基 準 点 は t h e  s t a r tで あ る な ら 、 f a r  f r o mと  

t o o  … t oは 、 t h e  s t a r t  を 離 れ て t h e  l a s tに 向 か う 。 も し  f a r  f r o mあ る い

は  t o o  … t oが 各 々 の 基 準 点 t h e  s t a r tと 比 較 さ れ 、 否 定 の 意 味 を 伝 達 す る

な ら ば 、  t h e  l a s t は 、 t h e  s t a r t や 残 り の 全 て の 点 と 比 較 さ れ 、 そ の 結

果 、 強 い 否 定 の 意 味 、 つ ま り “ も っ と も あ り そ う も な い ( m o s t  

u n l i k e l y )” と い う 意 味 を 伝 達 す る こ と に な る 。  

 

( d )  b e f o r e  の タ イ プ  

あ る 種 の 境 界 線 を 越 え る こ と を 意 味 す る a b o v e、 b e y o nd、 o u t、 b u tの よ

う な 語 、 ま た 、 あ る 種 の 境 界 線 か ら 離 れ る こ と を 意 味 す る f a r  f r o mあ る い

は  t o o … t oの よ う な 語 、 そ れ か ら 、 あ る 種 の 境 界 線 か ら 離 れ て 終 着 点 に 達

し た t h e  l a s tを 考 察 し て き た 。 し か し 、 b e f o r eの 場 合 は 、 あ る 種 の 境 界 線

を 越 え る こ と 、 あ る い は 、 あ る 種 の 境 界 線 か ら 離 れ る こ と を 意 味 す る の で

は な く 、 ひ と つ の 事 態 が 終 着 点 、 あ る い は 境 界 線 に 到 達 し て い な い と い う

こ と を 意 味 す る 。 図 示 す る と 、 次 の よ う に な る 。   

 

   

 

          b e f o r e         境 界 線 （ あ る い は 、  終 着 点  ）  

 

図 3  

 

池 田 ( 1 9 6 7 )は 、 次 の よ う な 例 を 提 示 し て い る 。  

 

 ( 1 6 )  a .  H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e  b e f o r e  I  h a d  f i n i sh e d  t a l k i n g .  
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     b .  H e  d i e d  b e f o r e  h e  h a d  a c c o m p l i s h e d  h i s  w o r k .  

     c .  My  f a t h e r  d i e d  b e f o r e  I  w a s  b o r n .  

 d .  H e  d i sa p p e a r e d  i n  t h e  c r o w d  b e f o r e  I  c o u l d  sa y  a n y t h i n g .   

(池 田 1 9 6 7： 3 2 )   

 

( 1 6 a )で 、 I  h a d  f i n i sh e d  t a l k i n gは 、 こ の 状 況 の 終 着 点 で あ る 。 あ る こ

と が 終 着 点 に 達 し て い な い 、 つ ま り 、 b e fo r e  I  h a d  f i n i sh e d  t a l k i n gは 、

m y  t a l k i n g と い う 行 動 は 、 ま た 完 成 し て い な い と い う 事 柄 を 示 し て い

る 。 そ れ ゆ え に 、 ( 1 6 a )は 、 H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e ,  s o  I  c o u l d  n o t  

f i n i sh  t a l k i n g .と い う の を 表 す こ と が で き る 。 b e fo r eの 否 定 の 含 意 は 、 あ

る 事 柄 が 終 着 点 に 到 達 し た か ど う か に よ っ て 決 ま る の で あ る 。  

こ の よ う な タ イ プ の b e f o r eと 類 似 し た 仕 組 み を 仮 定 す る こ と に よ っ て 、

解 釈 可 能 な も の に は 、 b e  y e t  t o  d o、 h a ve  y e t  t o  d oな ど が あ る 。  

 

 ( 1 7 )  a .  H e  i s  y e t  t o  c o m e .  

     b .  A g o o d  m a i d  i s  y e t  t o  s e e k .  

     c .  Th e  m o s t  d i f f i c u l t  p a r t  o f  t h e  w o r k  w a s  y e t  t o  b e  d o n e .  

     d .  B u t  t h e  t w o  h a d  y e t  t o  b e c o m e  i n t i m a t e .  

e .  We  h a v e  y e t  t o  r e c e i v e  y o u r  r e p l y.    ( c f .  池 田 1 9 6 7： 2 8 )   

 

( 1 7 b )で 、 境 界 線 は t o  s e e k  で あ っ て 、 こ の 境 界 線 に 達 し て な い 事 柄 が

y e t  t o  s e e kと 表 現 さ れ 、 否 定 の 意 味 を 暗 示 し て い る 。  

  

C .  c a n n o tと 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 構 文 と の 関 係  

否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 明 白 な 比 較 構 文 の 意 義 深 い 特 徴 の ひ と つ は 、
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文 の 中 に 助 動 詞 c a n ( あ る い は c o u l d ) が 含 ま れ て い る こ と で あ る 。 大 沼

( 1 9 6 8 : 1 6 0 )は 、 c a n (あ る い は  c o u l d )を 省 い て 一 般 動 詞 の み で 表 現 を 行 な

う こ と は 不 自 然 に な る と 述 べ て い る 。  

c a n  n o t (あ る い は  c ou l d  n o t )を 用 い て 、 明 白 な 比 較 構 文 を パ ラ フ レ ー ズ

し て み よ う 。  

 

( 1 8 )  a .  I t ’s  m o r e  t h a n  I  c o u l d  d o  t o  r e f u se .  

        I  c o u l d  n o t  d o  t o  r e f u se  i t .  

b .  Th i s  i s  r e a l l y  m o r e  t h a n  I  c a n  d o  f o r  y o u .  

     I  c a n  n o t  d o  t h i s  f o r  y o u .  

     c .  H e  t a l k e d  f a s t e r  t h a n  I  c o u l d  u n d e r s t a n d .  

       H e  t a l k e d  f a s t ,  s o  I  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  h i m .  

 

多 く の 間 接 比 較 表 現 も 明 白 な 比 較 構 文 と 同 じ く 、 c a n  n o t (あ る い は c o u l d  

n o t )を 用 い て パ ラ フ レ ー ズ す る こ と が で き る 。  

 

( 1 9 )  a . H i s  a r g u m e n t  i s  a b o v e  m y  u n d e r s t a n d i n g .  

       I  c a n n o t  u n de r s t a n d  h i s  a r g u m e n t .  

b . H o w  h e  c o u l d  h a v e  g o t  b a c k  a g a i n  w i t h o u t  h e r  s e e i n g  o r  

h e a r i n g  h i m  w a s  b e y o n d  h e r  c o m p r e he ns i o n .  

S h e  c o u l d  n o t  c o m pr e h e n d  ho w  h e  c o u ld  h a v e  go t  b a c k  a g a i n  

w i t h o u t  h e r  s e e i n g  o r  h e a r i n g  h i m .  

c . “ Wh a t  d o  y o u  w a n t  t o  d o ? ”  “ We l l ,  g o i n g  t o  t h e  m o v i e s  i s  o u t  

b e c a u se  I  d o n ’ t  h a v e  e n o u g h  m o n ey. ”  

We  c a n n o t  g o  t o  t h e  m o v i e s  b e c a u se  I  d o n ’ t  h a v e  e n o u g h  m o n e y.  
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d . H e  i s  n o t  su c h  a  f o o l  b u t  h e  k n o w s  i t .  

      H e  i s  n o t  su c h  a  f o o l  w h o  c a n  n o t  k n o w  i t .  

e . H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i n g  i t .  

      H i s  f r i e n d s  c o u l d  n o t  b e  a p p r o v i n g  i t .  

f . H e  w a s  t o o  y o u n g  t o  b e  t r u s t e d  w i t h  t h e  w o r k .  

      S i n c e  h e  w a s  so  y o u n g ,  h e  c o u l d  n o t  b e  t r u s t e d  w i t h  t h e  w o r k .  

g . H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e  b e f o re  I  h a d  f i n i sh e d  t a l k i n g .  

H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e ,  s o  I  c o u l d  n o t  f i n i sh  t a l k i n g .  

h . S h e  i s  t h e  l a s t  w o m a n  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m m i t  m u r d e r.  

   S h e  c a n n o t  b e  t h e  w o m a n  i n  t h e  w o r l d  w h o  c o m m i t s  m u r d e r.  

 

こ の よ う に 、 大 多 数 の 間 接 比 較 表 現 も 、 c a n  n o t（ あ る い は co u l d  n o t）

を 用 い て 解 釈 す る こ と が で き る 。 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 表 現 の 中

で 用 い ら れ て い る c a n（ あ る い は c o u ld） は 、 人 間 の 能 力 （ あ る い は 、 知

的 能 力 ） に 境 界 線 を 引 く 役 割 を 担 っ て い る と 考 え ら れ る 。  

助 動 詞 c a nは 、 ‘ a b i l i t y ’、  ‘ p o ss i b i l i t y ’、  ‘ p e r m i ss i o n ’な ど 、 主 に ３ つ の

定 義 を 持 っ て い て 、 各 々 の 否 定 形 は ca n n o t で あ る ( c f .  杉 山 1 9 9 8 : 3 5 1 －

3 5 4 ) 。 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 構 文 に 見 ら れ る 間 接 否 定 表 現 に

は 、 ‘ a b i l i t y ’、 あ る い は ‘ p o ss i b i l i t y ’を 示 唆 し て い る 助 動 詞 c anが 関 わ る と

考 え ら れ る 。 つ ま り 、 否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 構 文 の 意 味 は 、 “ 能

力 ” あ る い は “ 可 能 性 ” を 意 味 し て い る ca n (あ る い は co u l d )の 否 定 と 関 連

性 が 強 い と 考 え ら れ る 。   

 

2 .  G o d  k n o w sの タ イ プ  

今 ま で 考 察 し て き た 比 較 文 、 あ る い は 間 接 比 較 文 の 比 較 対 象 は 、 同 じ 世
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界 の 中 で 比 較 さ れ て い る 。 G o d  k n ow sの パ タ ー ン は 、 ２ つ あ る い は ２ つ 以

上 の 世 界 の 中 で の ２ つ の 事 柄 を 対 比 し て い る 。 『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞

典 』 は 、 G o d  k n o w sを 次 の よ う に 定 義 し て い る 。  

 

( a )… で あ る こ と は 間 違 い な い 、 確 か に … で あ る 《 t h a t節 》  

( b )  … か を 神 だ け が 知 っ て い る 、 … か 誰 も 知 ら な い （ I  d o n ’ t  k n o w ,  n o  o n e  

k n o w sな ど の か わ り ） 《 w h -節 、 w h -句 》  

 

本 節 で は 、 否 定 の 意 味 を 伝 え る G o d  k n ow s＋ w h節 （ 句 ） に 焦 点 を お く 。

G o d  k n o w s＋ t h a t節 と G o d  k n o w s＋ w h節 （ 句 ） の 相 違 に つ い て は 、 第 4章

で 詳 し く 議 論 す る 。   

G o d  k n o w s＋ w h節 （ 句 ） の 例 文 を 見 て み よ う 。  

 

( 2 0 )  a .  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  

b .  H e  h a s  g o n e  G o d  k n o w s  w h e r e .    （ 『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 』 ）  

  

非 母 語 話 者 が は じ め に 、 ( 2 0 )の よ う な 例 文 に 出 く わ し た と き 、 こ れ ら の

文 を 文 字 通 り に 、 “ 神 さ ま は 彼 が 来 た 時 間 を 知 っ て い る ” 、 “ 神 さ ま は 彼

が ど こ に 行 っ た か を 知 っ て い る ” と 解 す る こ と が あ る 。 こ れ は 、 単 に 文 の

文 字 通 り の 意 味 に 過 ぎ な い 。 実 際 、 G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e . は  

‘ N o b o d y  k n o w s  w h e n  h e  c a m e . ’、 ま た 、 H e  h a s  g o n e  G o d  k n o w s  w h e r e .

は  ‘ N o b o dy  k n o w s  t h e  p l a c e  w h e r e  h e  h a s  g o n e . ’と い う 否 定 の 意 味 を 伝

え て い る 。  

比 較 と い う 行 為 は 、 人 間 の 認 知 能 力 の 重 要 な 一 部 で あ る ( C e l c e - Mu r c i a  

a n d  La r se n - Fr e e m a n  1 9 8 3 : 4 9 1 )。  こ の 種 類 の 比 較 能 力 は 、 人 間 が 世 界
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を 理 解 す る た め に 用 い ら れ る 手 段 の １ つ で あ る 。 肯 定 と 否 定 と を 弁 別 す る

と き も 、 こ の 能 力 が 必 要 に な る 。  

は じ め て 、 G od  k n o w sと い う 句 に 出 く わ し て 、 辞 書 な ど を 調 べ 、 G o dと

k n o wと い う 単 語 の 意 味 を あ る 程 度 把 握 し た と す る 。  

今 井 ( 2 0 0 1 : 1 8 )は 次 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

人 間 の 頭 は 、 認 知 環 境 改 善 に つ な が る 情 報 を 、 不 必 要 な コ ス ト を 払 う こ と

な し に 手 に 入 れ る こ と を 常 に 求 め て い る の だ 。 こ の よ う に 「 不 必 要 な コ ス ト

を 払 う こ と な し に 、 で き る だ け 多 く の 認 知 環 境 の 改 善 を も た ら す （ ＝ 認 知 効

果 を 持 つ ） 」 情 報 を 「 関 連 性 ( r e l e v a n c e )を 持 つ 」 情 報 と 呼 ぶ こ と に し よ う 。

す る と 「 人 間 は 常 に 関 連 性 を 求 め る 存 在 で あ る 」 と い う こ と が で き る 。 こ の

こ と を 関 連 性 理 論 の 創 始 者 で あ る S p e r b e rと W i l s o nは つ ぎ の よ う な 原 理 で 表

現 し て い る 。  

    

関 連 性 の 原 理 I  （ ＝ 認 知 的 関 連 性 の 原 理 〈 C o g n i t i v e  P r i n c i p l e  o f  

R e l e v a n c e〉 ） ：  

 人 間 の 認 知 は 、 関 連 性 を 最 大 に す る よ う に 働 く 性 格 を 持 つ 。  

H u m a n  c o g n i t i o n  t e n d s  t o  b e  g e a r e d  t o  t h e  m a x i m i s a t i o n  o f  r e l e v a n c e .   

( S p e r b e r  a n d  W i l s o n 1 9 9 5 : 2 6 0 )  

 

続 い て 、 藤 野 ( 1 9 6 7 : 2 9－ 3 0 )か ら の 引 用 を 見 て み よ う 。  

 

二 つ の 概 念 が 互 に 他 方 の 概 念 の 性 質 を 予 想 し 必 然 的 な 意 味 の 連 関 を な し て

い る よ う な 関 係 に あ る 概 念 を 相 関 あ る い は 相 対 あ る い は 関 係 概 念 と い う 。 君

と 臣 、 師 と 弟 子 、 原 因 と 結 果 、 目 的 と 手 段 、 親 と 子 、 夫 と 妻 、 兄 と 弟 、 内 と
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外 、 表 と 裏 、 光 と 影 な ど が こ れ で あ る 。 そ う し て そ の 両 者 を 相 関 さ せ て い る

一 定 の 原 理 が 必 ず あ る 。 君 と 臣 と い う と き 、 そ こ に 支 配 と 服 従 と い う 基 礎 が

考 え ら れ る 。 こ れ を 関 係 の 原 理 、 関 係 の 基 礎 と い う 。 だ か ら 君 と 国 民 で は 、

国 民 の 概 念 の 中 に は 服 従 と い う こ と が 必 然 的 に 含 ま れ て い る わ け で は な い か

ら 相 関 概 念 と な ら な い の で あ る 。  

 

「 関 連 性 を 最 大 に す る よ う に 働 く 性 格 を 持 つ 」 主 体 は 、 Go dを p e op l e、  

g h o s t、 h e a v e n、 h e l lな ど 、 自 分 の 認 知 環 境 内 の も の と 関 連 づ け る 。 動 詞

k n o wは G od、 p e o p le、 g ho s tな ど 、 い わ ゆ る 思 考 能 力 の あ る 主 体 と 関 連 づ

け な け れ ば な ら な い 。 「 不 必 要 な コ ス ト を 払 う こ と な し に 、 で き る だ け 多

く の も の を 手 に 入 れ よ う 」 と 、 聞 き 手 は 、 「 ２ つ の 概 念 が 互 に 他 方 の 概 念

の 性 質 を 予 想 し 必 然 的 な 意 味 の 連 関 を な し て い る よ う な 関 係 に あ る 概

念 」 、 つ ま り 、 関 係 概 念 で あ る G o dと p e op l eと を 関 連 づ け る 確 率 は 高 い の

で あ る 。  

通 例 、 Go dは 絶 対 的 な 存 在 で あ り 、 物 理 的 に 、 pe o p l eか ら 絶 対 的 に 、 は

る か に 離 れ て い る 。 ２ つ の 点 、  G o d点 と p e o p l e点 を ひ と つ の 線 で 連 結 す

る と 仮 定 し て み よ う 。 P e o p le点 を ス タ ー ト 点 と し て 設 定 す る の で あ る な

ら ば 、 G od点 は p eo p le点 か ら 絶 対 的 に 、 は る か に 離 れ て い る と こ ろ に 存 在

す る 。 f a r  f r o mの タ イ プ で 言 及 し た よ う に 、  f a r  f r o mは 、 境 界 線 と し て

の ス タ ー ト 点 と 比 較 さ れ な が ら 、 否 定 の 意 味 を 伝 え て い る 。 ゆ え に 、 点

G o d は 、 境 界 線 と し て の ス タ ー ト 点 p e o p l e と 比 較 さ れ 、  ‘ f a r  f r om 

p e o p l e ’、 つ ま り 、  ‘p e o p l e - no t ’  と い う 否 定 の 意 味 を 含 意 す る こ と が で き

る と 考 え ら れ る 。  

動 詞 k n o wを 含 む Go d  k n o w s、  I  k n o w、  Yo u  k n o wと い う 語 句 は 、 文 法

化 さ れ て い る 場 合 が あ る （ イ タ リ ッ ク 体 は 筆 者 ） 。  
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( 2 1 )  a .  Th e y  h a d  t h r e e  k i d s  i n  c o l l e g e ,  I  k n e w ,  a n d  a  s c h o o n e r  w i t h  a  

h i r e d  h a n d ,  a n d  m a n y  o t h e r  e x p e n se s .   

( J o h n  C h e e v e r,  Th e  H o u se b r e a k e r  o f  S h a d y  H i l l )  

b .  A s  I  w a s  d r y i n g  m y se l f  w i t h  a  p a p e r  t o w e l ,  h e  s a i d ,  “ Yo u  

k n o w ,  H a k i e ,  I  w a sn ’ t  g o i n g  t o  m e n t i o n  i t ,  b u t  n o w  t h a t  

y o u ’ v e  b e e n  s i c k ,  I  m a y  a s  w e l l  t e l l  y o u  t h a t  y o u  l o o k  a w f u l . ”    

                                            ( i b i d . )  

     c .  Wh a t  d o e s  t h e  f u t u r e  h o l d ?   

O n l y  G o d  k n o w s .  

( h t t p : / / w w w. t r i n i t y l u t h e r a n se m i n a r y. e d u / h a l l d o r - e l i a s -  

g u d m u n d sso n )  

 

こ れ ら の 中 で 、 Go d  k n o w sの み が 否 定 の 意 味 を 持 っ て い る 。 そ れ に は 、

G o dが 持 っ て い る 特 性 、 つ ま り 、 ‘ f a r  f r om  p e o p l e ’が 働 い て い る と 考 え ら

れ る 。 こ れ に 対 し て 、 I、 Yo uな ど は 、  ‘ am o n g  t h e  p e o p l e ’で あ る ゆ え 、  

‘ f a r  f r o m  p e o p l e ’で あ る Go dと 違 っ て 、 否 定 の 意 味 が 生 起 し に く く な っ て

い る と 考 え ら れ る 。  

『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞 典 』 で 述 べ た よ う に 、 G o d  k n o w sは 、 肯 定 の

意 味 で も 使 わ れ て い る 。 こ れ は 、 Go dが も っ て い る 特 性 が 、 G o d  k n o w sが

否 定 の 意 味 で 用 い ら れ る 必 要 条 件 で 、 充 分 条 件 で は な い こ と を 意 味 す る 。

こ の こ と は 、 第 4章 で 詳 し く 論 じ る こ と に す る 。  

t h e  d e v i l（ 冠 詞 な し も 可 ） も 頻 繁 に 間 接 否 定 表 現 と し て 使 用 さ れ て い

る 。 t h e  d e v i lは 、 動 詞 と 連 結 さ れ る 場 合 も あ る し 、 名 詞 （ 名 詞 相 当 句 ）

と 連 結 さ れ る 場 合 も あ る 。 t h e  de v i l  a  w o r d  は 、 ‘ n o t  a  w or d ’ を 、 t h e  

http://www.trinitylutheranseminary.edu/halldor-elias-
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d e v i l  a  b i tは 、 ‘ n o t h i n g ’を 意 味 す る 。 次 は 、 t h e  d e v i lが 動 詞 と 共 に 使 わ

れ る 例 で あ る 。  

 

( 2 2 )  a .  C a p t a i n  A b so l u t e  a n d  E n s i g n  B e v e r l e y  a r e  o n e  an d  t h e  

sa m e  p e r so n .  ― Th e  d e v i l  t h e y  a r e .  

b .  S h e ’s  i n  t h e  r o o m  n o w.－ Th e  d e v i l  sh e  i s .  

( J e sp e r se n 1 9 6 2 : 3 2 )  

 

d e v i lの 代 わ り に 、 ( th e )  d e u c eが 用 い ら れ る こ と も 非 常 に 多 い 。 ア イ ル ラ

ン ド 英 語 に お い て は 、 so r r o wが  d e v i lの 同 義 語 と し て 使 用 さ れ る し 、 否 定

辞 と し て も 用 い ら れ て い る 。 p o x  （ 元 来 、 病 気 の 名 ） は 、 の ろ い の 言 葉

の 中 で t h e  d e v i l  の 代 用 語 と し て 一 般 に 用 い ら れ る 一 方 、 間 接 否 定 文 の 中

で も 使 用 す る こ と が で き る 。  

d e v i l、 he l l、  po x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r owも 人 間 に よ っ て 認 知 さ れ な い

領 域 （ 分 野 ） で あ る 。 そ れ ゆ え に 、 G o dの 場 合 の よ う に 、 こ れ ら の 語 も  

‘ f a r  f r o m  p e o p l e ’の 意 味 を 含 意 し て い る と 考 え ら れ る 。 人 間 の 存 在 を 超 越

し て い る と 見 な さ れ て い る こ れ ら の 語 句 は 、 間 接 否 定 文 中 で 、 否 定 辞 の 役

割 を 担 っ て い る 。 dev i lな ど の 語 は 、 否 定 辞 n o tな ど の 語 よ り は 、 は る か に

発 話 者 の 強 い 感 情 が 含 ま れ て い る の で 、 否 定 辞 n o tな ど の 語 は “ 理 性 的 否

定 辞 ” と 、 d e v i l な ど の 語 は “ 感 性 的 否 定 辞 ” と 呼 ん で 区 別 し て 置 く 。

d e v i l、 h e l l、  p o x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r owな ど の 表 現 は 、 人 間 認 知 能 力 の

領 域 の 中 と 人 間 認 知 能 力 の 領 域 の 外 と の 比 較 を 通 じ て 、 間 接 否 定 の 意 味 を

伝 達 し て い る 。  

続 い て 、 l i k e  h e l lに つ い て 概 観 す る 。 l i k e  h e l lは 肯 定 の 意 味 で も 、 否 定

の 意 味 で も 使 わ れ て い る 。 『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞 典 』 は 、 次 の よ う に
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記 述 し て い る 。  

 

l i k e  h e l l： ( a )死 に 物 狂 い で 、 必 死 に ； 非 常 に 、 ひ ど く  

S h e  t r i e d  l i k e  h e l l  t o  g e t  h i m  t o  c h a n g e  h i s  m i n d .  

( b )（ 皮 肉 を 込 め て 、 言 葉 と は 逆 の 気 持 ち を 表 し て ） い や は や 全 く  

H e  s a y s  t h e  m o t o r  w i l l  n e v e r  b r e a k  d o w n ?  L i k e  h e l l  i t  w o n ’ t .  

 

l i k e  h e l l と G o d  k n ow s は 、 句 の 形 式 を 取 っ て い る の で 、 上 の de v i l 、

h e l l、  p o x、 ( t h e )  d e u c e、 so r r o wな ど と は 、 異 な る 発 展 を し て き た よ う

に 思 わ れ る 。 l i k e  h e l lに つ い て は 、 第 5章 で 詳 し く 検 討 す る 。  

 

3 .  仮 定 す る こ と に よ っ て 否 定 の 意 味 を 表 現 す る 文  

発 話 者 が 自 分 自 身 を の の し る こ と 、 あ る 事 柄 に 対 し て 賭 け る こ と 、 あ る

い は 、 相 手 を 脅 迫 す る こ と な ど を 仮 定 す る こ と に よ っ て 、 こ の 種 の 間 接 否

定 の 意 味 が 表 現 さ れ て い る 。  

 

A .  b e  d a m n e dの タ イ プ  

b e  d a m n e dの タ イ プ は 、 発 話 者 が 自 身 に 対 す る 自 虐 言 葉 を 主 節 に 入 れ 、

発 話 者 が 意 図 し て い る 事 柄 に 対 し て 、 反 対 の 立 場 を 条 件 節 に い れ て 発 す る

こ と に よ り 、 間 接 的 に 否 定 の 意 味 を 表 現 し て い る 。  

 

  ( 2 3 )  I ’ l l  b e  d a m n e d  i f  I  k n o w .    (池 田 1 9 6 7： 2 9 )  

 

文 ( 2 3 )の 文 字 通 り の 意 味 は 、 ‘ I f  I  k n o w  i t ,  I  w i l l  b e  d a m n e d . ’で あ る

が 、 真 の 意 味 は 、 ‘ I  r e a l l y  d o  n o t  k n o w. ’で あ る 。 な ぜ 文 字 通 り の 肯 定 の
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意 味 か ら 、 否 定 の 意 味 が 得 ら れ る の か ？  

 ま ず 、 発 話 と 文 に 関 す る 定 義 を 今 井 ( 2 0 0 1 )か ら 抜 粋 す る 。  

 

発 話 ： 何 か を 伝 え る （ ＝ 伝 達 す る ） た め に 発 せ ら れ る こ と ば を 「 発 話 」 と

呼 ぶ 。  

文 ： [単 語 ]・ [句 ]・ [文 ]の ３ 種 の 言 語 形 式 を ひ っ く る め て 「 文 」 と い う 語 で

代 表 す る 。               

（ 今 井 2 0 0 1 : 3）  

 

発 話 意 味 の ３ つ の 種 類 ：  

 

① 解 読 的 意 味 ： 文 と し て の 意 味 を 指 す 。  

② 明 意 ( e x p l i c a t u r e ) ： 聞 き 手 が コ ン テ ク ス ト に 照 ら し た 「 推 論

( i n f e r e n c e )」 を 行 う こ と に よ り 初 め て 到 達 で き る

意 味 で あ る 。 こ の 意 味 は 、 辞 書 ・ 文 法 書 を 総 動 員

し て も 解 読 で き な い の で あ る 。  

③ 暗 意 ( i m p l i c a t u r e )： 一 般 的 な 見 方 を 前 提 と し て 、 推 論 の み に よ っ て 得 ら

れ る 解 釈 で あ る 。 「 言 外 の 意 味 」 と も い う 。  

                        (今 井 2 0 0 1： 5－ 7 )  

 

想 定 ： 聞 き 手 の 「 頭 の 中 か ら 取 り 出 さ れ た 」 記 憶 や 一 般 常 識 そ の 他 ― こ れ

ら を ま と め て 「 想 定 ( a s s u m p t i o n s )」 と 呼 ぶ 。   

(今 井 2 0 0 1： 1 2 )  

 

コ ン テ ク ス ト ： 発 話 の 解 釈 に 当 た っ て 、 発 話 の 解 読 的 意 味 と 共 に 推 論 の 前
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提 と し て 使 わ れ る 想 定 で あ る 。   

 (今 井 2 0 0 1： 1 2 )  

 

こ れ ら の 概 念 に 基 づ い て 、 ( 2 3 )を 推 論 す る 。 発 話 で あ る の だ か ら 、 そ こ

に は コ ン テ ク ス ト を 加 味 し た 意 味 が あ る 。 コ ン テ ク ス ト を 下 敷 き に し て 、

文 字 通 り の 意 味 、 つ ま り 明 意 と 、 話 し 手 が 伝 え よ う と 意 図 し て い る 意 味 、

つ ま り 暗 意 を 考 察 す る 。  

話 し 手 が ( 2 3 )を 発 し た と す る 。 ( 2 3 )を 聞 い た 、 聞 き 手 は 推 論 を 行 な う 。

そ の 推 論 は 、 ( 2 3 )の 解 読 的 意 味 か ら 明 意 、 明 意 か ら 暗 意 に 進 む 。 そ の 際 、

聞 き 手 は 、 ( 2 3 )と 関 連 性 が 高 い 想 定 ( a s su m p t i o n s )を 自 身 の 記 憶 の 中 か ら

呼 び 戻 し 、 推 論 の 手 助 け に す る 。  

 

 解 読 的 意 味 ：   I ’ l l  b e  d a m n e d  i f  I  k n o w .  

明 意 ：      I f  I  k n o w  i t ,  t h e n ,  I  w i l l  b e  d a m n e d .  

暗 意 ：         I  r ea l l y  d o  n o t  k n o w.  

 

想 定 ： “ 地 獄 に 落 と さ れ る こ と は 人 類 に と っ て 、 最 大 の 苦 難 で あ

る 。 地 獄 に 落 と さ れ る こ と を 望 む 人 は 、 こ の 世 に ひ と り も

い な い と 言 っ て も 過 言 で は な い 。 ” ― こ れ は 世 間 の 一 般 常

識 で あ る 。  

 

( 2 3 )の 推 論 の 段 階 を 次 の よ う に 図 示 す る 。  

 

解 読 的 意 味    発 話 文 ： I ’ l l  b e  d a m n e d  i f  I  k n o w .  

↓               ↓  
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明 意       前 提 1： I f  I  k n o w  i t ,  

      ↓  

＋        前 提 2： Th e n ,  I  w i l l  b e  d a m n e d .  

              ↓  

      三  一 般 常 識 ： Pe op l e  d o  no t  w a n t  t o  b e  d a m n e d .  

想 定     段          ↓  

論  推 理 1： I  a m  a m o n g  t h e  p e o p l e .  

法          ↓  

推 理 2： Th e re f o r e ,  I  a l so  d o  n o t  w a n t  t o  b e  d a m n e d .  

          ↓  

推 理 3：  Th e r e f o re ,  t h e  u t t e r a n c e  o f  “ I ’ l l  b e  d a m n e d ”  

i s  n o t  t r u e .  

推 論                ↓  

推 理 4： H e r e b y ,  t h e  u t t e r a n c e  o f  “ I  k n o w  i t ”  i s  a l so  

n o t  t r u e .   

      ↓  

 

暗 意       結 論 ： I  do  n o t  k n o w  i t .  

 

想 定 で あ る 一 般 常 識 Pe o p l e  d o  n o t  w a n t  t o  b e  d a m n e d .が 境 界 線 に な っ

て い る 。 聞 き 手 は 、 こ の 境 界 線 を 中 心 と し て ２ つ の 事 柄 、 I  k n o w  i t .  と I  

d o  n o t  k n o w  i t .を 比 較 し 、 想 定 、 つ ま り 一 般 常 識 を 加 え な が ら 、 推 論 を

経 て 、 間 接 否 定 の 意 味 に 達 す る の で あ る 。 I  d o  n o t  k n o w  i t .で あ る 暗 意

は 、 伝 達 上 で は 、 明 意 で あ る  ‘ I f  I  k n o w  i t ,  t h e n ,  I  w i l l  b e  d a m n e d . ’よ り

も 重 要 で あ る と 言 え よ う 。  
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上 で 行 っ た 推 論 は 、 武 市 ら ( 1 9 7 4 : 7 0－ 7 1 )の 論 理 学 規 則 や 仮 言 的 三 段 論 法

に も 違 反 し て い な い 。  

 

規 則 〔 1〕 ： 大 前 提 の 前 件 が 小 前 提 で 肯 定 さ れ る と き 、 結 論 に お い て 後 件

は 肯 定 さ れ る 。  

規 則 〔 2〕 ： 大 前 提 の 後 件 が 小 前 提 で 否 定 さ れ る と き 、 結 論 に お い て 前 件

は 否 定 さ れ る 。  

 

仮 言 的 三 段 論 法 ：   

 

              Aな ら ば Bで あ る  

① 構 成 的 仮 言 的 三 段 論 法  Aで あ る  

              故 に Bで あ る  

 

  Aな ら ば Bで あ る  

② 破 壊 的 仮 言 的 三 段 論 法  Bで な い  

              故 に Aで な り  

 

( 2 3 )の 例 で は 、 Aは I  k n o w  i t .で 、 Bは I ’ l l  b e  d a m n e d .と 見 な す こ と が で

き る 。 破 壊 的 仮 言 的 三 段 論 法 に 準 じ て 、 B、 つ ま り I ’ l l  b e  d a m n e d .で な

い 、 故 に A、 つ ま り I  k n o w  i t .で な い 。 こ れ に よ っ て 、 I ’ l l  b e  d a m n e d .と

い う 前 提 は 却 下 さ れ 、 I  k n o w  i t .も 同 じ く 却 下 さ れ 、 結 論 と し て 、 I  do  

n o t  k n o w  i t .に 至 る 。  

こ の よ う に 、 い く つ か の 罵 り 言 葉 は 、 し ば し ば 強 烈 な 間 接 否 定 の 意 味 を

表 す る た め に 用 い ら れ て い る 場 合 が あ る 。 以 下 で 、 類 似 例 を 考 察 し よ う 。  
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( 2 4 )  a .  I ’ l l  b e  d a m n e d  i f  I ’ l l  g i v e  h i m  a n y  m o r e  m o n e y.  

  b .  I ’ l l  b e  h a n g e d  i f  i t  i s  t r u e .  

  c .  H a n g  m e  ( = I ’ l l  b e  h a n g e d )  i f  I  c a n  d o  i t !  

  d .  I  a m  d a sh e d  i f  I  w i l l !  

  e .  I ’ m  b l o w e d  i f  I  k n o w  i t !      (池 田 1 9 6 7： 2 9 )  

  f .  I ’ l l  b e  b e g g a r e d  i f …          ( Pr o g re ss i v e )  

  

 ( 2 4 )の 文 も 発 話 者 が 、 自 身 に 対 す る 罵 り 言 葉 を 用 い て い る 。 通 常 、 こ れ

ら の パ タ － ン は 、 i f節 の 内 容 を 否 定 す る た め に 意 図 さ れ て い る 。  

事 実 に 反 す る 事 柄 を 用 い て 、 i f 節 を 否 定 す る こ と が で き る 。 J o h n が 、

( 2 5 )の 発 話 者 で あ る 場 合 で あ る 。  

 

 ( 2 5 )  I f  I  l o v e  Ma r y ,  I ’ m  n o t  J o h n .  

 

I ’ m  n o t  J o h n .は 真 実 に 反 す る 。 ゆ え に 、 I  l o v e  Ma r y .も 真 で は な い 。 こ

れ に よ り 、 I  d o  n o t  l o v e  Ma r y .と い う 結 論 が 出 る 。  I ’ m  J o hn .と い う 事 実

が 境 界 線 に な っ て い る 。  

( 2 6 )か ら ( 2 9 )の 文 も 類 似 し た 仕 組 み を 仮 定 す る こ と で 、 否 定 の 意 味 合 い

が 理 会 で き る 。  

 

( 2 6 )  ‘ W i l l  y o u  l e a v e  i t  t o  m e ? ’  ‘ B e  d a m n e d  b e f o r e  I  d o ! ’  

                               ( J e sp er se n 1 9 6 2 :  2 6 )  

 

( 2 7 )  Yo u  m a y  c o n v e r se  w i t h  t h e m  i f  y o u  p l e a se ,  b u t  t h e  ― t a k e  m e  i f  
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e v e r  I  d o .                    ( J e sp e r se n1 9 6 2 :  2 6 )  

 

( 2 6 ) が 示 す よ う に 、 b e  d a m n e d と か 、 d a m n e d の よ う な 頭 部 省 略

（ Pr o s i o p e s i s ） が 起 こ る 場 合 も あ る し 、 ( 2 7 ) の よ う に 、 変 形 と し て t he  

d e v i l  t a k e  m e（ 私 は 鬼 に 食 わ れ て も よ い ） な ど の 表 現 を 主 節 に 置 く 場 合

も あ る 。 こ れ ら の 否 定 表 現 が 発 達 す る と 、 主 節 全 体 が 省 略 さ れ 、 i f  I  e ve r  

h e a r d  が  ‘ I  n ev e r  h e a r d ’の 意 味 に な り 、 i f  i t  i sn ’ t  a  p i t yが  ‘ i t  i s  a  p i t y ’

の 意 味 に な る 。  

 

( 2 8 )  a .  Me r c y !  I f  e v er  I  h e a r d  t h e  l i k e  f r o m  a  l a d y .  

    b .  I  d e c l a r e  i f  i t  i sn ’ t  a  p i t y .       

 ( J e sp e r se n 1 9 6 2 :  2 7 )  

 

a s  i f  も し ば し ば 同 じ よ う に 用 い ら れ る 場 合 が あ る 。  

  

 ( 2 9 )  “ Wh a t  c o l l e g e ? ”   A s  i f  y o u  k n e w  n o t  ( = o f  c o u r se  y o u  k n o w ) .  

                                         ( J e sp e r se n 1 9 6 2 :  2 8 )  

 

B .  c a t c h  m e  d o i n g  i tの タ イ プ  

c a t c h  m e  d o i n g  i tは 、 “ そ れ を す る と こ ろ を 見 つ け ら れ る な ら 、 見 つ け

て 見 よ ！ ” と い う 意 味 で 、  ‘ Y o u  c a n  n o t  c a t c h  m e  d o i n g  i t ,  b e c a u se  I  

sh a n ’ t  d o  i t . ’が こ の 発 話 文 の 明 意 で あ る 。 こ の 句 は a t  i t  や  a t  t h a tと 一

緒 に 用 い ら れ る 場 合 も あ る 。  

 

( 3 0 )  a .  C a t c h  m e  g o i n g  t h e r e !  
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   b .  C a t c h  m e  u s i n g  i t !  

   c .  C a t c h  m e  a t  i t  a g a i n !             (池 田 1 9 6 7： 3 0 )  

 

( 3 1 )文 の よ う に 、 ( 3 0 )の 文 に 、 i f節 を 付 け 加 え て み よ う 。  

 

( 3 1 )  a .  I f  y o u  c a n ,  c a t c h  m e  g o i n g  t h e r e !  

   b .  I f  y o u  c a n ,  c a t c h  m e  u s i n g  i t !  

   c .  I f  y o u  c a n ,  c a t c h  m e  a t  i t  a g a i n !       

 

( 3 1 a )で 、  “ I ”は  “ n ot  g o i n g  t h e r e ”と 誓 う の で 、  “ Yo u  c a n  n o t  c a t c h  m e  

g o i n g  t h e r e . ”に な る 。  

b e  d a m n e dの タ イ プ で は 、 Pe o p l e  do  n o t  w a n t  t o  b e  d a m n e d . の よ う

に 、 世 間 一 般 常 識 が 肯 定 と 否 定 の 境 界 線 に な っ て い る 。 聞 き 手 は 、 こ の 境

界 線 を 基 準 に し て 、 i f節 と i f節 の 否 定 を 比 較 し 、 推 論 を 経 て 、 間 接 否 定 の

意 味 を 得 る の で あ る 。  

そ れ に 対 し て 、 c a t c h  m e  d o i n g  i tの タ イ プ で は 、 発 話 者 の 断 言 、 誓 約 、

宣 言 な ど が 想 定 に な っ て 、 境 界 線 の 役 割 を 担 っ て い る 。 発 話 者 自 身 の 断

言 、 誓 約 、 宣 言 で あ る か ら 、 真 理 値 は 得 ら れ な い が 、 発 話 者 が 自 分 の 面 子

や 尊 厳 な ど を 賭 け て 、 否 定 の 意 味 を 伝 え よ う と し て い る 。  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )も 次 の よ う な 例 文 を 提 供 し て い る 。  

 

( 3 2 )  a .  Pe g g o t t y  g o  a w a y  f r o m  y o u ?  I  sh o u l d  l i k e  t o  c a t c h  h e r  a t  i t .   

   b .  C a t c h  h i m  g o i n g  d o w n  t o  c o l l e c t  h i s  o w n  r e n t s !  N o  l i k e l y !  

   c .  B u t  i f  e v e r  y ou  c a t c h  m e  t h e r e  a g a i n :  f o r  I  w a s  n e v e r  so  

f r i g h t e n e d  i n  a l l  m y  l i f e .        



 59 

( J e sp e r se n 1 9 6 2 :  2 9 )  

 

C .  仮 定 節  ( H y p o t h e t i c a l  C l a u se )  

 O E Dは 仮 定 法 を 次 の よ う に 定 義 し て い る ：  

 

s u b j u n c t i v e :  d e s i g n a t i n g  a  m o o d ,  t h e  f o r m s  o f  w h i c h  a r e  e m p l o y e d  t o  d e n o t e  

a n  a c t i o n  o r  a  s t a t e  a s  c o n c e i v e d  ( a n d  n o t  a s  a  f a c t )  a n d  

t h e r e f o r e  u s e d  t o  e x p r e s s  a  w i s h ,  c o m m a n d ,  e x h o r t a t i o n ,  o r  a  

c o n t i n g e n t ,  h y p o t h e t i c a l ,  o r  p r o s p e c t i v e  e v e n t .  

  

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 : 3 6 )は 、 間 接 否 定 意 味 で 用 い ら れ て い る 仮 定 節 に 関 し て

次 の よ う に 説 明 し て い る ：  

 

H y p o t h e t i c a l  c l a u s e s ,  l i k e  i f  I  w e r e  r i c h  ( n o w a d a y s  a l s o  i n  t h e  

i n d i c a t i v e :  i f  I  w a s  r i c h )  o r  i f  I  h a d  b e e n  r i c h  a r e  o f t e n  t e r m e d  “ c l a u s e s  

o f  r e j e c t e d  c o n d i t i o n ” ,  b u t  a s  i t  i s  n o t  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  i s  r e j e c t e d  b u t  

t h a t  w h i c h  i s  ( o r  w o u l d  b e )  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o n d i t i o n ,  ( f o r  i n s t a n c e ,  I  

s h o u l d  t r a v e l ,  o r  I  s h o u l d  h a v e  t r a v e l l e d )  a  b e t t e r  n a m e  w o u l d  b e  

“ c l a u s e s  o f  r e j e c t i n g  c o n d i t i o n ” .  A t  a n y  r a t e  t h e y  e x p r e s s  b y  t h e  t e n s e  

( a n d  m o o d )  t h a t  s o m e t h i n g  i s  i r r e a l ,  i m p l y i n g  ‘ I  a m  n o t  r i c h ’ .  

 

続 い て 、 ( 3 3 )の 文 を 考 察 し て み よ う 。  

 

( 3 3 )  a .  I f  I  h a d  m o n e y  e n o u g h ,  I  sh o u l d  p a y  y o u .  

b .  A s  h e  w a s  s t a y i n g  a t  m y  h o u se  j u s t  t h e n ,  y o u  c o u l d  h a ve  se en  
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h i m  i f  y o u  h a d  c o m e .  

    c .  I f  I  h a d  k n o wn  y o u r  a d d r e ss ,  I  c o u l d  h a v e  c a l l e d  o n  y o u .   

(池 田 1 9 6 7： 2 7 )  

 

 ( 3 3 a )で は 、 発 話 者 が 相 手 に 伝 え よ う と す る 真 の 意 味 は 、 ‘ B ec a u se  I  d o  

n o t  h a v e  m o n e y  e n o u g h ,  s o  I  c a n  n o t  p a y  y o u . ’で あ る 。 上 で 述 べ た 、 今

井 ( 2 0 0 1 )  と 武 市 ら ( 1 9 7 4 )の 理 論 を 用 い て 、 推 論 し て み よ う 。  

推 論 を 行 な う た め 、 仮 定 法 ( S u b j u n c t i v e ) に 関 す る 予 備 知 識 が 必 要 と な

る 。 そ の 知 識 を 想 定 Aと す る 。  

 

想 定 A： 仮 定 法 ( S u b j u n c t i v e )は 、 法 ( M o o d )の 一 種 で 、 動 詞 が 表 す 動 作 ・ 状 態

な ど を 事 実 [真 理 値 ( Tr u t h  Va l u e )の 判 断 の 対 象 に な り 得 る も の ]と し

て で は な く 、 話 し 手 が 思 っ た こ と [蓋 然 性 の 判 断 の 対 象 と な る も の ]

と し て 述 べ る 動 詞 形 を い う 。 形 態 を 重 視 す る 立 場 に 立 て ば 、 仮 定 法

は 、 意 味 的 に は 、 動 作 ･状 態 な ど を 話 し 手 が 思 っ た こ と と し て 述 べ る

動 詞 形 を 指 す 。 仮 定 法 の 法 的 意 味 は 願 望 、 想 像 、 条 件 、 不 確 実 、 可

能 性 、 非 現 実 な ど で あ る 。 意 味 の 面 か ら 仮 定 法 を 分 類 す る と 、 ( i )  願

望 ・ 意 志 ・ 論 理 的 推 理 ・ 計 画 な ど を 表 す 願 望 仮 定 法 と 、 ( i i )  可 能

性 ・ 蓋 然 性 ・ 必 然 性 ・ 能 力 な ど を 表 す 可 能 仮 定 法 が あ る 。 原 形 動 詞

を 使 用 す る 仮 定 法 の 用 法 は 、 未 来 の 事 柄 に 関 す る 願 望 ・ 勧 誘 ・ 提

案 ・ 可 能 性 を 表 し 、 過 去 形 動 詞 を 使 用 す る 仮 定 法 の 用 法 は 、 現 在 の

事 柄 に 関 す る 非 事 実 な い し 実 現 し 難 い 願 望 を 表 す 。 過 去 完 了 形 動 詞

を 使 用 す る 仮 定 法 の 用 法 は 、 過 去 の 事 実 に 反 す る 仮 定 を 表 す （ c f .

『 現 代 英 文 法 辞 典 』 ） 。  
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想 定 Aを 獲 得 し た 上 で 、 推 理 を は じ め よ う 。  

 

解 読 的 意 味    発 話 文 ： I f  I  h a d  m o n ey  e n o u g h ,  I  sh o u l d  p a y  y o u .  

↓               ↓  

明 意       前 提 1： I f  I  h a d  m o n e y  e n o u g h ,  

↓               ↓  

＋       前 提 2： Th e n ,  I  sh o u l d  p a y  y o u .  

              ↓  

想 定 A       仮 定 法 知 識 ： 過 去 形 動 詞 を 使 用 す る 仮 定 法 の 用 法 は 、 現

在 の 事 柄 に 関 す る 非 事 実 な い し 実 現 し 難

い 願 望 を 表 す 。  

                ↓  

  推 論 1： 過 去 形 動 詞 が 使 用 さ れ て い る 。  

                 ↓  

推 論       推 論 2： ゆ え に 、 こ の 発 話 は 、 現 在 の 事 柄 に 関 す る 非 事

実 な い し 実 現 し 難 い 願 望 を 伝 達 し て い る 。 現 在

の 事 柄 に 関 す る 、 ２ つ の 事 柄 が 読 み 取 れ る ：  

① I  h a v e  m o n e y  e n o u g h .  

② I  p a y  y o u .  

          ↓  

推 論 3： ① I  h a v e  m o n e y  e n o u g h .は 、 事 実 か ど う か が

問 わ れ る 事 柄 で あ る 。 非 事 実 で あ る 。  

        ↓  

    I  d o  n o t  h a v e  m o n e y  e no u g h .  
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推 論 4： 事 柄 ② I  p a y  y o u .に は 、 意 志 、 あ る い は 能 力 が

あ る か ど う か が 問 わ れ て い る 。 I  sh o u l d  p a y  

y o u .  の sh o u l d か ら 、 p a y す る 意 志 は あ っ た と

判 断 で き る 。 故 に 、 意 志 は 排 除 さ れ 、 能 力 が 実

現 し 難 い 願 望 で あ る と 判 断 で き る 。  

                   ↓  

I  c a n  n o t  p a y  y o u .  

↓  

               

暗 意      結 論 ： 1 .  I  d o  n o t  h a v e  m o n e y  e n o ug h .  

2 .  I  c a n  n o t  p a y  y o u .  

                

こ の タ イ プ の 間 接 否 定 は 、 発 話 者 の 発 話 が 真 で あ る か ど う か は 判 断 で き

な い が 、 発 話 者 が 、 自 分 の た め に 、 言 い 訳 を し な が ら 、 聞 き 手 を 説 得 し 、

聞 き 手 と の 関 係 を 何 と か 維 持 し よ う と す る 努 力 な ど は 感 ず る 。  

仮 定 法 間 接 否 定 文 は 、 真 理 値 を 得 る こ と は で き な い が 、 発 話 者 は 事 実 を

下 敷 き に し て 、 成 し 遂 げ る こ と が で き な い の で あ ろ う 、 あ る い は で き な か

っ た 自 分 の 願 望 や 、 想 像 、 条 件 、 可 能 性 な ど に 言 及 し て い る 。 そ こ に 含 意

さ れ て い る 否 定 概 念 は 、 純 粋 否 定 詞 と 同 じ 方 法 で 強 め る こ と が で き る 。  

 

( 3 4 )  Wh a t  y o u r  p o o r  w i f e  w o u l d  d o  i f  sh e  c a r e d  a  b u t t o n  f o r  y o u ,   

I  d o n ’ t  k n o w.        ( J e sp e r se n 1 9 6 2 :  3 6 )  

 

D .  l e t  m e  se e  y o u  p la yの タ イ プ   

l e t  m e  se e  y o u  p l a yも 間 接 的 に 否 定 の 意 味 を 伝 達 す る 場 合 が あ る 。  
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( 3 5 )  H e n c e  b o t h  t w a i n e .  A n d  l e t  m e  se e  y o u  p l a y  m e  su ch  a  p a r t  

a g a i n e .          ( J esp e r se n 1 9 6 2 :  2 8 )  

 

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 : 2 8 )は 、 ( 3 5 )で 用 い ら れ て い る l e t  m e  se e  y o u  p l a yは 、

‘ d o n ’ t  p l a y ’と 同 じ 意 味 で あ り 、 “ a n d  I  sh a l l  p u n i sh  y o u ”  の よ う な 脅 迫 文

が l e t  m e  se e  等 々 の 後 に 省 略 さ れ て い る と 説 明 し て い る 。  

次 の 例 も 聞 き 手 を 脅 す 文 で あ る 。  

 

( 3 6 )  Mo v e  a n  i n c h  I  w i l l  sh o o t  y o u .   (西 光 2 0 0 5 : 2 5 1 )  

 

( 3 5 )と ( 3 6 )は 、 ( 3 7 )の よ う に 言 い 換 え る こ と が で き る 。  

 

( 3 7 )  a .  I f  l e t  m e  s e e  y o u  p l a y  m e  su c h  a  p a r t  a g a i n e ,  t h e n  I  sh a l l  

p u n i sh  y o u .  

b .  I f  y o u  m o v e  a n  i n c h ,  I  w i l l  sh o o t  y o u .    

 

( 3 7 b )で 、 Aは i f  節 で 、 I f  y o u  m o v e  a n  i n c h、 Bは 、 I  w i l l  s h o o t  y o u

で あ る 。 破 壊 的 仮 言 的 三 段 論 法 を 思 い 出 そ う 。  

 

  Aな ら ば Bで あ る  

破 壊 的 仮 言 的 三 段 論 法   Bで な い  

              故 に Aで な り  

 

話 し 手 の 側 は 、 B、 つ ま り  I  w i l l  s h o o t  y o u .と い う こ と は し た く な い 、
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故 に 聞 き 手 に 、 A、 つ ま り 、 Yo u  m o v e  a n  i n c h .と い う こ と も し て は い け

な い と 脅 し て い る 。 話 し 手 は 、 自 分 が 選 ん だ 選 択 肢 を 、 脅 迫 的 に 、 聞 き 手

に 選 ば せ る の で あ る 。  

 

3 . 2 . 2  否 定 的 含 意 動 詞 を 含 む 間 接 否 定 文  

『 現 代 英 文 法 辞 典 』 は 、 否 定 的 含 意 動 詞 を 次 の よ う に 解 釈 し て い る 。  

 

否 定 的 含 意 動 詞 ( N e g a t i v e  I m p l i c a t i v e  Ve r b )は 、 K a r t t u n e n ( 1 9 7 1 g )の 用 語

で あ る 。 文 Sと そ の Sを 補 文 ( S e n t e n t i a l  C o m p l e m e n t )と す る 文 V ( S )の 間 に 、

意 味 関 係 [ 1 ]が 成 り 立 つ と き 、 文 V ( S )の 主 節 動 詞 を 否 定 的 含 意 動 詞 と い う 。  

 

[ 1 ]  a .  V ( S )  ⊃  n o t  S  

b .  n o t  V ( S )  ⊃  S  

 

つ ま り 、 含 意 動 詞 ( I m p l i c a t i v e  Ve r b )と は 逆 に 、 肯 定 の と き 、 そ の 動 詞 の 補

文 が 偽 で あ り 、 ま た 否 定 の と き 、 そ の 補 文 が 真 で あ る こ と を 、 そ の 文 の 発 話

者 が 前 提 と し て い る こ と を 表 し て い る 。 例 え ば 、 [ 2 a ]  は [ 2 b ]を 、 [ 2 a ]  の 否

定 [ 3 a ]は [ 3 b ]を 、 そ れ ぞ れ 含 意 し て い る 。  

 

[ 2 ]  a .  M a r y  f a i l e d  t o  m a i l  t h e  l e t t e r.  

b .  M a r y  d i d n ’ t  m a i l  t h e  l e t t e r.  

 

[ 3 ]  a .  M a r y  d i d n ’ t  f a i l  t o  m a i l  t h e  l e t t e r.  

       b .  M a r y  m a i l e d  t h e  l e t t e r.  
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[ 2 a ]  が [ 2 b ] を 、  [ 3 a ] が  [ 3 b ] を 、 そ れ ぞ れ 含 意 し て い る と い う 事 実 は 、

[ 4 ]、 [ 5 ]が 矛 盾 し た 陳 述 に な る こ と か ら 明 ら か で あ る 。  

 

[ 4 ]  * M a r y  f a i l e d  t o  m a i l  t h e  l e t t e r,  b u t  a c t u a l l y  s h e  m a i l e d  i t .  

 

[ 5 ]  * M a r y  d i d n ’ t  f a i l  t o  m a i l  t h e  l e t t e r,  b u t  a c t u a l l y  s h e  d i d n ’ t  m a i l  i t .  

 

否 定 的 含 意 動 詞 に は 、 a v o i d ,  d e c l i n e ,  f a i l ,  f o r g e t  ( t o ) ,  n e g l e c t ,  r e f r a i n  等

が あ る 。  

 

太 田 ( 1 9 8 0 : 6 6 1－ 6 6 2 )は 、 否 定 的 含 意 動 詞 を 、 内 在 的 に 否 定 的 意 味 を 有

す る 語 彙 項 目 と し て 取 り 扱 っ て い る 。  

 

例 と し て は 、 d o u b t  (  b e l i e v e  n o t )、 d e n y  ( s a y  n o t )、 f o r b i d、 p r o h i b i t  ( t e l l  

n o t ) 、 c e a s e  t o  V  ( c o m e  t o  n o t  V ) 、 f o r g e t  ( n o t  r e m e m b e r 、 c e a s e  t o  

k n o w ) 、 p r e v e n t  ( c a u s e  n o t  p o s s i b l e ) 、 b a n  ( c a u s e  n o t  l e g a l ) 、 d i s s u a d e  

( p e r s u a d e  n o t )  な ど が あ る 。 括 弧 の 中 は 一 応 の パ ラ フ レ ー ズ で あ る 。 語 彙 項

目 の 否 定 と n o t、 n oに よ る 否 定 と 異 な る 点 は 次 の よ う で あ る 。  

 

①   n o t、 n oに よ る 否 定 は 、 n o t  l o n g  a g o  な ど の い わ ゆ る 構 成 素 否 定 を 除 い

て 、 同 一 単 文 内 に 影 響 を 及 ぼ し 得 る が 、 語 彙 項 目 の 否 定 は そ の 補 文 に 影

響 を 及 ぼ す こ と は あ る が 、 同 一 単 文 内 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は な い 。  

  

《 例 A》  a .  M a r y  i s    n o t  k i n d    a t  a l l .  

             b .           * u n k i n d   
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②  同 一 単 文 内 の 数 量 詞 、 頻 度 の 副 詞 は 、 n o tの 作 用 を う け る が 、 語 彙 項 目

の 否 定 の 否 定 で は そ れ が で き な い 。 ( B b )は 、 ( B c )、 ( B d )両 方 の 解 釈 が で き

る が 、 ( B a )は 、 a l lが f o r g e tに 含 ま れ る 否 定 要 素 の 影 響 を う け な い ( B d )の

意 味 し か な い 。  

 

《 例 B》 a .  A l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  f o r g o t  t o  c o m e .  

        b .  A l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  d i d  n o t  r e m e m b e r  t o  c o m e .  

          c .  N o t  a l l  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  r e m e m b e r e d  t o  c o m e .  

          d .  N o n e  o f  t h e  b o a r d  m e m b e r s  r e m e m b e r e d  t o  c o m e .  

 

『 広 辞 苑 』 は 否 定 概 念 を 次 の よ う に 定 義 し て い る ：  

 

i .  あ る 性 質 の 非 存 在 を 示 す 概 念  

i i .  消 極 的 概 念  

i i i .  欠 如 概 念  

 

い く つ か の 否 定 的 含 意 動 詞 の 定 義 を 考 察 し て み よ う 。 R eg i s t e r  Le v e l以

外 の イ タ リ ッ ク 体 は 筆 者 で あ る （ c f .  LD O C E） 。  

 

a v o i d :  t o  d e l i b e r a t e l y  n o t  d o  s o m e t h i n g ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  i t  i s  

d a n g e r o u s ,  u n p l e a s a n t  e t c .  

b a n :  t o  s a y  t h a t  s o m e t h i n g  m u s t  n o t  b e  d o n e ,  s e e n ,  u s e d  e t c .  

d e c l i n e :  t o  s a y  n o  w h e n  s o m e o n e  i n v i t e s  y o u  s o m e w h e r e  o r  o f f e r s  y o u  

s o m e t h i n g .  
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d e n y :  t o  r e f u s e  t o  a l l o w  s o m e o n e  t o  h a v e  o r  d o  s o m e t h i n g .  

d i s s u a d e :  t o  p e r s u a d e  s o m e b o d y  n o t  t o  d o  s o m e t h i n g .  

d o u b t :  t o  t h i n k  t h a t  s o m e t h i n g  m a y  n o t  b e  t r u e .  

f a i l :  t o  b e  u n s u c c e s s f u l  i n  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  w a n t  t o  d o .  

f o r b i d :  t o  t e l l  s o m e o n e  t h a t  t h e y  d e f i n i t e l y  m u s t  n o t  d o  s o m e t h i n g .  

f o r g e t  ( t o ) :  t o  n o t  r e m e m b e r  t o  d o  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  h a v e  t o  d o .  

n e g l e c t :  f o r m a l  t o  n o t  d o  s o m e t h i n g .  

p r e v e n t :  t o  s t o p  s o m e t h i n g  f r o m  h a p p e n i n g ,  o r  s t o p  s o m e o n e  f r o m  d o i n g  

s o m e t h i n g .  

p r o h i b i t :  t o  o f f i c i a l l y  s t o p  a n  a c t i v i t y  b y  m a k i n g  i t  i l l e g a l  o r  a g a i n s t  t h e  

r u l e s .  

r e f r a i n :  f o r m a l  t o  n o t  d o  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  w a n t  t o  d o .  

r e f u s e :  t o  s a y  o r  s h o w  t h a t  y o u  w i l l  n o t  d o  s o m e t h i n g  t h a t  s o m e o n e  h a s  

a s k e d  y o u  t o  d o .  

 

こ れ ら の 動 詞 の 定 義 に は 、 否 定 辞 が 含 ま れ て い る 。 多 く の 辞 典 は 、 肯 定

の 意 味 を 説 明 す る た め に は 、 肯 定 表 現 あ る い は 二 重 否 定 を 用 い て い る し 、

否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 語 句 は 、 否 定 辞 を 用 い て 解 釈 し て い る 。 a v o i d

は 、 ‘ t o  d e l i b e r a t e l y  n o t  d o  so m e t h i n g ,  e sp e c i a l l y  b e c a u se  i t  i s  

d a n g e r o u s ,  u n p l e a s a n t  e t c . ’の 意 味 で 、 否 定 辞 が ひ と つ し か 使 わ れ て い な

い こ と か ら 、 否 定 概 念 で あ る と 判 断 で き る 。 ま た 、 t o  d o  som e t h i n g の

「 欠 如 概 念 」 と し て 見 な す こ と で 、 否 定 の 意 味 を 含 意 す る と 考 え ら れ る 。  

続 い て 、 藤 野 ( 1 9 6 7 : 3 0－ 3 1 )か ら の 引 用 を 見 て み よ う 。  

 

矛 盾 概 念 は 、 一 方 を 認 め れ ば 必 ず 他 方 を 否 定 す る こ と に な り 、 一 方 を 否 定
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す れ ば 必 ず 他 方 を 認 め る こ と に な る よ う な 関 係 に あ る 二 つ の 概 念 を い う の で

あ る 。 こ の 関 係 に あ っ て 中 間 の 第 三 者 は 認 め ら れ な い 。 だ か ら 矛 盾 概 念 は 両

方 を 共 に 肯 定 す る こ と も 否 定 す る こ と も で き な い 。 必 ず ど ち ら か を 肯 定 し ど

ち ら か を 否 定 せ ざ る を 得 な い の で あ る 。  

動 と 静 、 生 と 死 、 動 と 不 動 、 有 形 と 無 形 、 有 機 物 と 無 機 物 、 な ど は こ れ で

あ る 。 動 と 不 動 の よ う に 否 定 語 を 附 加 し て 矛 盾 概 念 を つ く る 場 合 、 も と に な

る 概 念 を 「 積 極 概 念 」 と い い 、 不 ・ 無 ・ 非 な ど の 否 定 語 の つ い て い る 方 を

「 消 極 概 念 」 と い う 。  

幸 と 不 幸 と い う あ る 人 間 の 状 態 、 慈 悲 と 無 慈 悲 と い う あ る 性 質 を 考 え る と

そ の 中 間 に い く つ か の 状 態 又 は 性 質 を 考 え る こ と が で き る 。 幸 福 と も い え な

い が 不 幸 で も な い 程 度 の 状 態 も あ る 。 共 通 な 一 般 者 の 地 盤 の 上 で 、 そ の 性 質

に 対 立 す る 両 極 端 を あ ら わ す よ う な 関 係 に あ る 概 念 を 反 対 概 念 と い う 。  

白 と 黒 、 善 と 悪 、 明 と 暗 、 大 と 小 、 な ど が こ れ で あ る 。 し た が っ て 反 対 概

念 に あ っ て は 両 者 の 間 に 中 間 的 存 在 が 考 え ら れ る の で 、 反 対 概 念 は 両 者 を と

も に 肯 定 す る こ と は で き な い が 、 と も に 否 定 す る こ と は で き る の で あ る 。 な

ぜ な ら 中 間 の 状 態 を と る こ と が で き る か ら で あ る 。 こ の 点 で 、 反 対 概 念 で あ

る か 、 矛 盾 概 念 で あ る か を 見 分 け る こ と が で き る 。  

  

武 市 ら ( 1 9 7 4 : 3 1 )の 解 釈 も 引 用 す る 。  

 

「 大 」 と 「 小 」 、 「 善 」 と 「 悪 」 な ど の よ う に 、 相 互 に 最 大 に 差 異 を も つ

二 概 念 を 反 対 概 念 ( C o n t r a r y  C o n c e p t )  と い う 。 反 対 概 念 は 、 二 者 の 中 間 に

他 の 諸 概 念 を 入 れ う る 点 に お い て 、 こ れ を 容 さ な い 矛 盾 概 念 と 区 別 さ れ る 。  

矛 盾 関 係 は 、 「 死 」 と 「 不 死 」 、 「 平 凡 」 と 「 非 凡 」 な ど の よ う に 、 同 一  

類 概 念 に 属 し な が ら 、 し か も ま っ た く 排 斥 し あ う 場 合 を い う 。 積 極 概 念
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( P o s i t i v e  C o n c e p t )と こ れ を 否 定 す る 消 極 概 念 ( N e g a t i v e  C o n c e p t )と は つ ね

に 矛 盾 関 係 に あ る 。 矛 盾 概 念 ( C o n t r a d i c t o r y  C o n c e p t )は 相 互 の 中 間 に 第 三 の

概 念 が 存 在 す る こ と を 許 さ な い 。 こ の 点 で 、 反 対 概 念 と 矛 盾 概 念 は 対 照 さ れ

る の で あ る 。  

 

太 田 ( 1 9 8 0 : 6 6 8 )は 、 次 の よ う な 規 則 を 述 べ て い る 。  

 

否 定 的 接 辞 は 、 「 よ い ― 悪 い 」 「 望 ま し い ― 望 ま し く な い 」 と い っ た よ う

な 評 価 的 尺 度 の 上 で 「 マ イ ナ ス 」 の 値 い を も つ よ う な 形 容 詞 を 基 体 と し て は

用 い ら れ な い 。  

 

否 定 的 含 意 動 詞 を 含 ん で い る 次 の 例 文 を 考 察 し て み よ う 。  

 

( 3 8 )  a .  I  d o u b t  t h a t  w e ’ l l  e v e r  s e e  G e o r ge  a g a i n .  

   b .  D o c t o r s  f a i l e d  t o  sa v e  t h e  g i r l ’s  l i f e .  

    e .  I  r e f u se  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y t h i n g  t h a t ’s  i l l e g a l .   

 ( LD O C E )  

 

( 3 8 b )を 検 討 し て み よ う 。 多 く の 文 化 圏 で sa v e  t h e  g i r l ’s  l i f eは 望 ま し い

こ と で あ る 、 な ぜ な ら  “ m a n y  a s su m p t i o n s  a r e  sh a r e d  a c r o ss  

c u l t u r e s ( S c h o u r u p  a n d  C a u l d w e l l  1 9 9 1 : 2 9 ) . ” で あ る か ら だ 。 通 例 、

su c c e e d は 、 d e s i r a b l e や d e l i g h t f u l な ど と 、 f a i l は 、  u n d e s i r a b l e や  

s o r r o w f u lな ど と 結 び つ き や す い 。  

d e s i r a b l e 、 d e l i g h t f u l は 、 評 価 的 尺 度 の 上 で 、 「 プ ラ ス 」 の 値 、 つ ま

り 、 積 極 的 、 言 い 換 え れ ば 肯 定 的 に 評 価 さ れ る 傾 向 が あ る が ゆ え に 、
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su c c e e dも 積 極 的 評 価 、 つ ま り 肯 定 の 意 味 を 表 し て い る と 考 え ら れ る 。  

こ れ に 対 し て 、 u n d es i r a b l e、 so r r o w f u lは 、 評 価 的 尺 度 の 上 で 、 「 マ イ

ナ ス 」 の 値 、 つ ま り 、 消 極 的 、 言 い 換 え れ ば 否 定 的 に 評 価 さ れ る 傾 向 が あ

る 。 従 っ て 、 f a i lも 否 定 的 意 味 を 暗 示 す る と 考 え ら れ る 。  

su c c e e dと f a i lは 矛 盾 概 念 と し て 考 え ら れ る 。 f a i lの 定 義 か ら 見 ら れ る よ

う に 、 f a i lに は 、 「 不 ・ 無 ・ 非 な ど の 否 定 語 が つ い て い る 」 の で 、 「 消 極

概 念 」 で あ る 。 つ ま り 、 否 定 的 意 味 を 含 意 す る と 判 断 で き る 。 他 方 、 も と

に な る 概 念 、 su c c e e dは 、 「 積 極 概 念 」 で 、 肯 定 の 意 味 を 表 現 し て い る 。  

こ の よ う に 、 否 定 的 含 意 動 詞 は 、 あ る 性 質 の 非 存 在 を 示 す 概 念 、 消 極 的

概 念 、 欠 如 概 念 、 こ の ３ つ の 概 念 を 含 意 し て い る 。 否 定 的 含 意 動 詞 は 、 反

対 概 念 、 あ る い は 矛 盾 概 念 で あ る も う 一 方 の 、 存 在 を 示 す 概 念 、 積 極 概

念 、 非 欠 如 概 念 と 比 較 さ れ 、 そ の 内 在 的 否 定 の 意 味 を 示 唆 し て い る 。  

 

3 . 3  ま と め  

間 接 否 定 表 現 と は 、 否 定 辞 を 用 い ず に 、 間 接 的 な 、 あ る い は 遠 回 し 的 な

方 法 に よ っ て 否 定 の 概 念 を 表 す 否 定 表 現 を い う 。 否 定 に 関 す る 研 究 は 、 か

な り 存 在 す る が 、 間 接 否 定 の 仕 組 み に 関 す る 研 究 は 殆 ど な い 。 英 語 母 語 話

者 は 、 間 接 否 定 の 意 味 を 瞬 時 に 把 握 す る こ と が で き る が 、 非 母 語 話 者 は そ

う は い か な い 場 合 が あ る 。 本 章 で は 、 幾 つ か の 間 接 否 定 表 現 を 詳 細 に 検 討

し 、 間 接 否 定 表 現 の 仕 組 み に つ い て 、 体 系 的 な 考 察 を 試 み た 。 間 接 否 定 が

生 成 さ れ る こ と と 理 解 さ れ る こ と に は 、 人 間 が 所 有 し て い る 比 較 能 力 が 関

わ っ て い る 。  

否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文 は 、 ２ つ の 事 柄 の 間 の 境 界 線 に 焦 点 を

置 き な が ら （ あ る い は 、 意 識 し な が ら ） 、 そ の ２ つ の 事 柄 を 比 較 す る こ と

を 通 じ て 否 定 の 意 味 を 伝 達 し て い る 。  否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文
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は 、 境 界 線 を 越 え た り 、 離 れ た り 、 到 達 で き な か っ た り 、 ス タ ー ト 点 か ら

数 え て 最 後 に な っ た り と い う こ と に よ り 、 否 定 の 概 念 を 位 置 つ け て い る 。  

G o d、 d e v i l、 h e l l、 p o x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r o wな ど は 、 人 間 に よ っ て 認

知 さ れ な い 領 域 で あ る 。 こ れ ら の 語 は 、  ‘ f a r  f r o m  p e o p l e ’の 意 味 を 含 意

し て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 語 （ 句 ） は 、 間 接 否 定 文 中 で 、 否 定 辞 の

役 割 を 担 っ て い る 。 d e v i lな ど の 語 は 、 否 定 辞 n o tな ど の 語 よ り は 、 は る か

に 発 話 者 の 強 い 感 情 を 含 ん で い る の で 、 否 定 辞 n o tな ど の 語 は “ 理 性 的 否

定 辞 ” 、 d e v i lな ど の 語 は “ 感 性 的 否 定 辞 ” と 呼 ん で 、 区 別 す る 。 d e v i l、

h e l l、 p o x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r o wな ど の 表 現 は 、 人 間 認 知 能 力 の 領 域 の

中 と 人 間 認 知 能 力 の 領 域 の 外 と の 比 較 を 通 じ て 、 間 接 否 定 の 意 味 を 伝 達 し

て い る 。  

仮 定 す る こ と に よ っ て 否 定 の 意 味 を 表 現 す る 文 は 、 発 話 者 が 自 身 を の の

し る こ と 、 あ る い は 聞 き 手 と あ る 事 柄 に 対 し て 賭 け る こ と 、 ま た 聞 き 手 を

脅 迫 す る こ と な ど を 仮 定 す る こ と に よ っ て 、 否 定 の 意 味 を 伝 え て い る 。 こ

の 種 の 間 接 否 定 は 、 仮 言 的 三 段 論 法 、 つ ま り 、 「 大 前 提 の 後 件 が 小 前 提 で

否 定 さ れ る と き 、 結 論 に お い て 前 件 は 否 定 さ れ る 」 に 違 反 し て い な い 。  

否 定 的 含 意 動 詞 は 、 あ る 性 質 の 非 存 在 を 示 す 概 念 、 消 極 的 概 念 、 欠 如 概

念 、 こ の ３ つ の 概 念 を 含 意 し て い る 。 否 定 的 含 意 動 詞 は 、 反 対 概 念 、 あ る

い は 矛 盾 概 念 で あ る も う 一 方 の 、 存 在 を 示 す 概 念 、 積 極 概 念 、 非 欠 如 概 念

と 比 較 さ れ 、 そ の 内 在 的 否 定 の 意 味 を 暗 示 し て い る 。  
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第 4章 G o d  k n o w s  の 肯 定 及 び 間 接 否 定 の 意 味 の 成 立  

 

4 . 1  問 題 提 起  

( 1 )に 示 す よ う に 、 間 接 否 定 表 現 と は 、 否 定 辞 (n e g )を 用 い ず に 、 間 接 的

な 、 あ る い は 遠 回 し 的 な 方 法 に よ っ て 、 否 定 の 概 念 を 伝 え る 言 語 表 現 の こ

と で あ る 。  

 

( 1 )  a .  Th i s  i s  r e a l l y  m o r e  t h a n  I  c a n  d o  f o r  y o u .    (大 沼  1 9 6 8 : 1 6 0 )  

b .  H e  i s  a b o v e  t a k i n g  a  b r i d e .               (池 田  1 9 6 7 : 3 1 )  

c .  H i s  f r i e n d s  w o u l d  b e  f a r  f r o m  a p p r o v i n g  i t .    (池 田 1 9 6 7 : 3 1 )  

d .  Th i s  i s  t h e  l a s t  p l a c e  w h e r e  I  e x p e c t ed  t o  h a v e  m e t  y o u .     

 (池 田 1 9 6 7 : 2 8 )  

e .  H e  h u n g  u p  t h e  t e l e p h o n e  b e fo r e  I  h a d  f i n i sh e d  t a l k i n g .    

(池 田 1 9 6 7 : 3 2 )  

   f .  I ’ l l  b e  d a m n ed  i f  I  k n o w .                    (池 田 1 9 6 7 : 2 9 )  

g .  C a t c h  m e  g o i n g  t h e r e !                        (池 田 1 9 6 7 : 3 0 )  

h .  I f  I  h a d  k n o w n  y o u r  a d d r e ss ,  I  c o u l d  h a v e  c a l l e d  o n  y o u .   

   (池 田 1 9 6 7 : 2 7 )  

   i .  Mo v e  a n  i n c h  I  w i l l  sh o o t  y o u .               (西 光 2 0 0 5 : 2 5 1 )  

j .  I  r e f u se  t o  t a k e  p a r t  i n  a n y t h i n g  t h a t ’s  i l l e g a l .      ( LD OC E )  

k .  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .                   ( Pr o g re ss i v e )  

 

し か し な が ら 、 ( 2 )に 示 す よ う に 、 G o d  k no w sの タ イ プ は 、 否 定 の 意 味 だ

け で な く 、 「 確 か に …で あ る 」 と い う 強 い 肯 定 の 意 味 で も 用 い ら れ る 。  
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( 2 )  G o d  k n o w s  ( t h a t )  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .      ( KN E J D )  

 

非 母 語 話 者 に は 、 言 語 を 学 習 す る に 当 た っ て 、 必 然 的 に 、 な ぜ と い う 疑

問 が 多 く 生 ず る の で あ る 。 そ う い う 場 合 、 非 母 語 話 者 に 、 様 々 な 表 現 を 単

に 強 制 的 に 覚 え さ せ よ う と す る の で は な く 、 規 則 や 仕 組 み な ど を 提 供 し 、

論 理 的 に 解 釈 し 、 学 ば せ る こ と が 科 学 的 で あ り 、 有 効 で あ る 。 そ し て 、 そ

れ こ そ が 、 言 語 学 研 究 の 存 在 意 義 で も あ る 。 な ぜ と い う 疑 問 に 対 し て 納 得

で き る 答 え を 与 え る こ と で 、 初 め て 学 ん だ 知 識 を 理 解 し 、 確 実 に も の に す

る こ と が で き る の で あ る 。 本 研 究 が 、 非 母 語 話 者 達 が 抱 い て い る 疑 問 の ひ

と つ に 答 え を 提 供 す る こ と が で き た ら 幸 い で あ る 。  

本 章 で は 、 G o d  k n ow sが 表 す 、 間 接 否 定 の 意 味 と 強 い 肯 定 の 意 味 と が 、

そ れ ぞ れ ど の よ う な 文 脈 で 用 い ら れ る の か 、 ど の よ う に 文 法 化 さ れ 、 ど の

よ う に 発 話 の 中 で 機 能 す る の か を 具 体 的 に 考 察 し な が ら 、 God  k n o w s  の

肯 定 及 び 間 接 否 定 の 意 味 の 成 立 を 考 察 し て い く 。  

 

4 . 2  先 行 研 究 と そ の 問 題 点  

J e s p e r s e n ( 1 9 6 2 )は 、 G o d  k n o w sを は じ め 、 様 々 な 間 接 否 定 表 現 を そ の

使 用 文 脈 と の 関 連 で 考 察 し て い る 。 そ れ に よ れ ば 、 G o d  k n o w s は 、 英 語

を 含 む 様 々 な 言 語 で 、 ‘ I  d o n ’ t  k n o w . ’の 意 味 を 表 わ す 常 套 手 段 と な っ て い

る だ け で な く 、 時 に 、 強 い 誓 言 と し て も 使 わ れ て い る と 記 し て い る 。 し か

し 、 J e s p e r s e n  ( 1 9 6 2 )は 、 こ れ 以 上 の 分 析 を 行 っ て は お ら ず 、 他 の 間 接

否 定 表 現 と の 関 連 性 も 述 べ ら れ て は い な い 。  

ま た 、 山 梨 ( 2 0 0 0 )は 、 ( 3 )に 示 す よ う な 英 語 の f a r  f r o m、 o f f、 w i d e  o f、

p e r i p h e r a l、 b e s i d eな ど の 言 語 表 現 や 、 ( 4 )に 示 す 日 本 語 の 「 越 え る 」 、

「 ほ ど 遠 い 」 、 「 外 」 な ど の 空 間 を 表 す 言 語 表 現 が 、 間 接 否 定 の 意 味 を 表



 74 

す こ と が あ る と い う 事 実 を 、 認 知 言 語 学 的 な 観 点 か ら 考 察 し て い る 。 そ れ

に よ れ ば 、 こ れ ら の 言 語 表 現 の 間 接 否 定 の 意 味 は 、 日 常 の 空 間 認 知 の 経 験

を も と に 、 メ タ フ ァ ー を 介 し て 発 展 し た と い う こ と で あ る 。 し か し 、 山 梨

( 2 0 0 0 )の 研 究 で は 、 G o d  k n o w sが 空 間 表 現 で は な い た め 、 議 論 さ れ て い な

い 。  

 

( 3 )  a .  Th i s  i s  f a r  f r o m  t r u e .  

b .  Th e  a n sw e r  i s  { o f f ,  w i d e  o f }  t h e  t r u t h .  

c .  Th e  c a se  i s  a  q u i t e  p e r i p h e r a l  m a t t e r.  

d .  Wh a t  y o u  j u s t  sa i d  i s  o f f  t h e  m a i n  p o i n t .  

e .  Th e  q u e s t i o n  i s  b e s i d e  t h e  p o i n t .     (山 梨  2 0 0 0 :  1 6 1 )  

  

( 4 )   a .  こ の 仕 事 は 僕 の 能 力 を 越 え て い る 。   (山 梨  2 0 0 0 :  1 6 0 )  

b .  そ れ は 真 実 の 核 心 か ら 程 遠 い 。        (山 梨  2 0 0 0 :  1 6 1 )  

c .  彼 は 的 外 れ な こ と ば か り 言 う 。             ( i b i d . )  

 

以 下 、 G o d  k n o w sを 構 成 す る 個 々 の 言 語 表 現 (G o d ,  k n o w )の 意 味 と 用 法 を

具 体 的 に 考 察 し な が ら 、 Go d  k n o w sの 肯 定 の 意 味 に は 、 半 叙 実 述 語 と し て

の k n o wの 役 割 が 大 き い と い う こ と と 、 G od  k n o w sが 表 す 間 接 否 定 の 意 味

の 発 現 に も 山 梨 ( 2 0 0 0 )の 空 間 認 知 に 基 づ く 推 論 、 つ ま り 、 「 あ る 容 器 の

外 、 あ る い は あ る 容 器 を 越 え る こ と は 、 そ の 容 器 の 中 に な い 。 」 、 が 関 与

し て い る こ と を 示 す と と も に 、 Go d  k n o wsの 間 接 否 定 の 意 味 の 発 現 に は 、

“ 感 性 的 否 定 辞 ” と し て の G o d、 半 叙 実 述 語 と し て の k n o wが 関 与 し て い

る こ と な ど を 論 ず る 。  
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4 . 3  G o d及 び k n o wの 意 味 ： 辞 書 の 記 述 を 中 心 に  

4 . 3 . 1  G o d   

G o d  に 関 す る 知 識 に は 、 Go dと 人 間 の 関 係 を 伝 え る キ リ ス ト 教 と 聖 書 の

普 及 が あ っ た と 思 わ れ る 。 長 い 期 間 を か け て Go d（ 小 文 字 の go d  で は な

く ） は 、 ク リ ス チ ャ ン 以 外 の 人 で も ど の よ う な 存 在 を 示 し て い る か は 理 解

し て い る 。 『 英 語 表 現 辞 典 』 は 、 英 語 の G o d ( g o d )の 意 味 を 次 の よ う に 説

明 し て い る 。  

 

G o d、 g o d： 大 文 字 で 書 き 始 め ら れ る G o dは 、 キ リ ス ト 教 ・ ユ ダ ヤ 教 ・ イ ス ラ

ム 教 な ど の 唯 一 で 偉 大 な 「 万 有 の 神 」 、 「 創 造 の 神 」 を 意 味 す

る の に 対 し 、 小 文 字 で 始 め ら れ る g o d  ( g o d s )  は 、 宗 教 や 信 仰 の

種 類 に か か わ り な く 、 そ れ ぞ れ に 認 め ら れ て い る 神 を さ し 示 す 。

   

一 見 し た と こ ろ 、 G od  ( g o d )  は 、 山 梨 ( 2 0 0 0 )  が 述 べ て い る 「 外 」 、

「 越 え る 」 、 「 ほ ど 遠 い 」 と い う 空 間 表 現 と は 関 連 が な い よ う に 思 わ れ る 。

し か し 、 人 類 全 体 を 容 器 に 喩 え た 場 合 、 G o d  ( go d )は 、 そ の 容 器 の 「 外 」

の 存 在 で あ り 、 そ の 容 器 を 「 越 え た 」 存 在 、 あ る い は 、 そ の 容 器 か ら 物 理

的 に 「 ほ ど 遠 い 」 と こ ろ に い る 存 在 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 意 味 で 、 間

接 否 定 の 意 味 の 発 現 に 関 わ る 山 梨 ( 2 0 0 0 )の 指 摘 は 、 間 接 的 に で は あ る が 、

G o d  k n o w sの 間 接 否 定 の 意 味 の 成 立 に も 関 与 し て い る と 考 え ら れ る 。  

否 定 を 強 め る 方 法 の 中 に は 、 何 か 非 常 に 小 さ い も の を 意 味 す る 実 名 詞 を

従 接 詞 ( S u b j u n c t )  と し て 用 い る 場 合 が あ る ( J e sp e r se n 1 9 6 2： 1 5 )。 例 え

ば 、 S h e  d i d n ’ t  k n o w  o n e  b i t  h o w  t o  sp e a k  t o  a  g e n t l e m a n .は 、 実 名 詞

b i t  を 使 っ て 否 定 を 強 め て い る 。  

6 0か ら 7 0億 と 言 わ れ て い る 人 類 の 数 に 比 べ る と 、 唯 一 絶 対 的 な 存 在 で
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あ る Go dは 、 そ れ 自 体 で 完 全 な 「 1」  の 存 在 で 、 「 何 か 非 常 に 小 さ い 」 数

で あ る の で 、 否 定 を 強 め る 要 素 が 含 ん で い る と 言 え る 。 こ の 事 実 も 、 G o d 

が p e o p leと 比 較 さ れ る 場 合 、 否 定 の 概 念 を 強 め る よ う に な っ た 理 由 の 一 つ

で あ る と 考 え ら れ る 。  

他 方 、 G o d  k n o w sが 肯 定 の 意 味 で も 用 い ら れ て い る と い う 事 実 は 、 も う

ひ と つ の 要 素 k n o wの 役 割 が 大 き い と 推 測 せ ざ る を 得 な い 。  

 

4 . 3 . 2  k n o w  

一 般 に 、 k n o wは 、 半 叙 実 的 述 語 と し て 、 知 る に 至 っ た 過 程 を 表 す と さ

れ て い る 。 『 英 語 表 現 辞 典 』 に よ れ ば 、 k n o wは 、 次 の よ う な 意 味 を 持 つ

と い う 。  

 

k n o w： こ の 語 が 人 や 物 を 直 接 目 的 語 に と る と き は 「 本 質 的 な こ と を 知 っ て

い る 」 と い う こ と で あ る か ら 、 日 本 語 流 に 用 い て は 誤 用 と な る 。 し

た が っ て 、 「 新 聞 で 知 っ た 」 を * I  k n e w  i t  b y  t h e  p a p e r.は お か し

い 、 「 I  l e a r n e d  i t  f r o m  t h e  p a p e r. と す べ き で あ る 」 。 I  k n o w  

h i m .は 彼 の 人 物 を 交 際 し て ほ ん と う に よ く 知 っ て い な け れ ば い え な

い 。 「 （ う わ さ な ど で ） 彼 に つ い て 知 っ て い る 」 の な ら I  k n o w  o f  

h i m .で あ る 。  

 

《 例 》 I t  i s  b e t t e r  t o  k n o w  o n e  t h i n g  t h a n  k n o w  a b o u t  t e n  t h o u s a n d  

t h i n g s .   

 

通 常 、 k n o wは 、 補 語 （ 名 詞 句 ） な い し は 補 文 ( t h a t節 と w h節 )を 取 る こ と

が で き る 。  
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( 5 )  a  I  k n e w  t h e  p l a n  o f  t h e  Wa r b u r t o n ’s  h o u se  a s  w e l l  a s  I  k n e w  t h e  

p l a n  o f  m y  o w n .  

( J o h n  C h e e v e r,  Th e  H o u se b r e a k e r  o f  S h a d y  H i l l )  

 b .  I  m e a n ,  f r o m  t h e  m i n u t e  I  sa w  y o u  I  k n e w  so m e t h i n g  w a s  

w r o n g .                            ( i b i d . )  

c .  B u c k n a m  w a s  m y  su p e r i o r  a n d  m y  se n i o r  b y  m a n y  y e a r s ,  a  m a n  

w h o  c o n d e sc e n de d  t o  d o  so  w h e n ev e r  h e  b o u g h t  m e  a  d r i n k ,  b u t  

t h i s  w a s  t h e  w a y  t h e  o l d  m a n  o p e r a t e d ,  a n d  I  k n e w  w h a t  I  h a d  

t o  d o .                          ( i b i d . )  

 

ま ず 、 本 論 で 必 要 な k n o wに 関 す る 知 識 を ま と め て お く ( c f .『 現 代 英 文 法

辞 典 』 )。 動 詞 k n o wは 、 断 定 性 を 持 つ 。  

 

断 定  ( a s s e r t i o n )：  

K i p a r s k y - K i p a r s k y ( 1 9 7 0 ) 、 H o o p e r - T h o m p s o n ( 1 9 7 3 ) 、 H o o p e r ( 1 9 7 5 a ) な

ど の 用 語 で あ る 。 H o o p e r ( 1 9 7 5 a )に よ る と 、 断 定 と は 、 談 話 ( D i s c o u r s e )の 流

れ の 中 で 意 味 的 に 優 勢 ( D o m i n a n t )  な 内 容 を 持 つ と 考 え ら れ る 、 平 叙 文

( D e c l a r a t i v e  S e n t e n c e )の 命 題 ( P r o p o s i t i o n )あ る い は 真 実 で あ る と 主 張 さ れ

て い る 部 分 の こ と を い う 。 し た が っ て 、 否 定 ( N e g a t i o n )や 疑 問 の 対 象 と な り

得 る 部 分 が 、 そ の 文 の 断 定 を 表 す と も い え る 。 通 例 は 、 平 叙 文 の 主 節 に 断 定

が 生 じ る が 、 一 定 の 補 文 ( S e n t e n t i a l  C o m p l e m e n t )に も 断 定 が 生 ず る 。  

 

主 節 （ あ る い は 独 立 節 ） の 場 合 、 断 定 が 生 ず る か 否 か に 関 し て は 、 殆 ん

ど 問 題 が な い の で 、 補 文 に お け る 断 定 を ま と め て お く ( c f .『 現 代 英 文 法 辞
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典 』 )。  

 

補 文 に お け る 断 定 ：  

断 定 的 述 語 は 、 そ の 補 文 が 断 定 に な り 得 る も の で 、 非 断 定 的 述 語 は 、 そ の

補 文 が 断 定 に は な ら な い も の で あ る 。 こ の こ と は 、 断 定 的 述 語 の 場 合 、 補 文

前 置 ( C o m p l e m e n t  P r e p o s i n g )、 ま た は 補 文 繰 上 げ ( S l i f t i n g )  が 可 能 で あ り 、

非 断 定 的 述 語 の 場 合 、 不 可 能 で あ る と い う 事 実 に 反 映 さ れ る ：  

 

M a n y  o f  t h e  a p p l i c a n t s  a r e  w o m e n ,  i t  s e e m s .  

* M a n y  o f  t h e  a p p l i c a n t s  a r e  w o m e n ,  i t  l i k e l y.  

 

こ れ は 、 補 文 前 置 が 補 文 の 命 題 を 文 の 主 要 な 断 定 に し 、 元 の 主 節 を 挿 入 節

( P a r e n t h e t i c a l  C l a u s e ) あ る い は ２ 次 的 な も の に す る 性 質 を 持 つ か ら で あ

る 。 し た が っ て 、 断 定 的 述 語 で あ っ て も 、 そ れ が 否 定 さ れ て い る の な ら 、 補

文 は 主 要 な 断 定 と は な ら な い の で 、 補 文 前 置 は で き な い 。  

 

* M a n y  o f  t h e  a p p l i c a n t s  a r e  w o m e n ,  i t  d o e s n ’ t  s e e m .  

 

こ の こ と か ら 、 断 定 的 述 語 は 、 肯 定 的 で あ る と い え る 。 一 方 、 非 断 定 的 述

語 は 、 否 定 的 で あ っ た り ( b e  i m p o s s i b l e、 d o u b t、 d e n y、 e t c . )、 補 文 の 命 題

に 対 し て 、 断 定 に は 足 り な い 弱 い 肯 定 を 表 し た り ( b e  l i k e l y、 b e  p o s s i b l e、

e t c . )す る も の で あ る 。  

 

断 定 的 述 語 の 場 合 、 主 節 に よ り 重 要 性 が あ る か 、 補 文 に よ り 重 要 性 が あ る

か に よ り 、 ２ つ の 読 み を 持 つ 。  
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H e  s a y s  h e  w a n t s  t o  h i r e  a  w o m a n .  

 

1 )  H e  s a y s  X .  ― 主 節 の 主 語 を w h oで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な ら 主 節 の 方

に 主 要 な 断 定 が あ る 。 た だ し 、 主 節 の 方 に 主 要 な 断 定 が

あ る 場 合 に は 、 当 然 の こ と な が ら 、 補 文 前 置 が で き な い

こ と に な る 。  

 

2 )  H e  w a n t s  t o  h i r e  a  w o m a n .  ― 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答

え な ら 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る こ と

に な る 。  

 

動 詞 k n o wは 、 ま た 、 半 叙 実 的 述 語 で あ る ( c f .  『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

 

叙 実 的 述 語 ( f a c t i v e  p r e d i c a t e )：  

K i p a r s k y - k i p a r s k y ( 1 9 7 0 ) の 用 語 で あ る 。 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 ( S e n t e n t i a l  

C o m p l e m e n t )に よ っ て 表 さ れ る 命 題 ( P r o p o s i t i o n )が 真 で あ る こ と を 、 話 し 手

が 前 提 と し て い る こ と を 表 す も の で あ り 、  非 叙 実 的 述 語 に は ( N o n - f a c t i v e  

P r e d i c a t e )、 こ の よ う な 前 提 は な い 。  

 

叙 実 的 述 語 と 非 叙 実 的 述 語 の 異 な る 点 ：  

1 )  叙 実 的 述 語 は 、 t h e  f a c t  t h a t …や  「 t h e  f a c t  o f  +動 名 詞 」 と い う 形 と 共

起 で き る が 、 非 叙 実 的 述 語 は 、 共 起 で き な い 。  

2 )  叙 実 的 述 語 は 、 完 了 形 な ど の 相 ( A s p e c t )や 副 詞 と 共 起 で き る な ど の 特 徴 を

持 つ 動 名 詞 的 名 詞 化 形 と 共 起 で き る の に 対 し 、 非 叙 実 的 述 語 は 、 共 起 で
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き な い 。  

 

2種 類 の 叙 実 的 述 語 ： K a r t t u n e n ( 1 9 7 1 d )で は 、 叙 実 的 述 語 に 、 真 の 叙 実 的 述

語 ( Tr u e  F a c t i v e  P r e d i c a t e ) と 半 叙 実 的 述 語 ( S e m i -

f a c t i v e  P r e d i c a t e )の ２ 種 類 が あ る と 指 摘 す る 。  

 

真 の 叙 実 的 ( t r u e  f a c t i v e )述 語 ：  

叙 実 的 ・ 非 断 定 的 述 語 を 指 す 。 そ の 補 文 が ど ん な 状 況 に お い て も 前 提 と さ

れ て い る も の で 、 こ の 前 提 は 断 定 と は 相 い れ な い も の と さ れ て い る 。 例 ：

r e g r e t ,  r e s e n t ,  f o r g e t ,  a m u s e ,  s u f f i c e ,  b o t h e r,   m a k e  s e n s e ,  b e  o d d ,  b e  

s t r a n g e ,  b e  i n t e r e s t i n g ,  b e  s o r r y,  b e  e x c i t i n g ,  e t c .  

 

半 叙 実 的 ( s e m i - f a c t i v e )述 語 ：  

叙 実 的 ・ 断 定 的 述 語 を 指 す 。 そ の 補 文 が 弱 く 前 提 と さ れ て い て 、 断 定 さ れ

得 る も の で あ り 、 補 文 が 真 で あ る と い う 前 提 が 状 況 に よ り 変 化 す る も の で

あ る 。 例 ： k n o w,  f i n d  o u t ,  d i s c o v e r,  l e a r n ,  n o t e ,  n o t i c e ,  o b s e r v e ,  

p e r c e i v e ,  r e a l i z e ,  r e c a l l ,  r e m e m b e r,  r e v e a l ,  s e e ,  e t c .  

 

真 の 叙 実 的 述 語 と 半 叙 実 的 述 語 の 異 な る 点 ：  

1 )  真 の 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 に 対 す る 主 観 的 な 態 度 を 表 す 意 味 を 持 っ て い

て 、 疑 問 文 の 場 合 で も 、 補 文 が 真 で あ る 。  

 

D i d  y o u  r e g r e t  t h a t  y o u  h a d  n o t  t o l d  t h e  t r u t h ?   

 

そ れ に 対 し 、 半 叙 実 的 述 語 は 知 る に 至 っ た 過 程 を 表 す 意 味 を 持 っ て い て 、
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２ つ の 解 釈 が あ る 。  

 

D i d  y o u  d i s c o v e r  t h a t  y o u  h a d  n o t  t o l d  t h e  t r u t h ?  

 

① 補 文 が 真 で あ る 解 釈 ： 「 あ な た は 本 当 の こ と を 言 わ な か っ た と い う こ と

が 、 わ か り ま し た か ？ 」 ― 疑 問 が 主 節 に 向 け ら

れ る 。  

 

② 補 文 が 真 で な い 解 釈 ： 「 あ な た は 本 当 の こ と を 言 わ な か っ た の か 、 わ か

り ま し た か ？ 」 －  疑 問 が 補 文 に 向 け ら れ る 。  

 

上 の 曖 昧 性 は 、 断 定 的 述 語 の 特 徴 で あ る 。  

 

2 )  I t  i s  p o s s i b l eの 補 文 と し て 埋 め 込 ま れ る と 、 真 の 叙 実 的 述 語 の 場 合 は 補

文 が 前 提 で あ る こ と に 変 わ り が な い の に 対 し 、 半 叙 実 的 述 語 の 場 合 は 補

文 が 前 提 で あ る と は い え な く な る 。  

 

I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  I  w i l l  f o r g e t  l a t e r  t h a t  I  h a v e  n o t  t o l d  t h e  t r u t h .  

I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  I  w i l l  r e a l i z e  l a t e r  t h a t  I  h a v e  n o t  t o l d  t h e  t r u t h .  

 

3 )  真 の 叙 実 的 述 語 は 一 人 称 現 在 形 と 共 起 し て も 否 定 辞 を 用 い る こ と が で き

る が 、 半 叙 実 的 述 語 は 、 そ の よ う な 場 合 、 否 定 辞 が 付 く と 、 話 し 手 が 真

の 命 題 で あ る と 前 提 に し て い る こ と を 話 し 手 が 知 ら な い と い う 意 味 の 変

則 性 が 生 じ る 。  
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I ’ m  n o t  s o r r y  t h a t  S a m  i s  i n  t h e  h o s p i t a l .  

* I  d o n ’ t  r e a l i z e  t h e  c a t  i s  o u t s i d e .  

 

4 )  真 の 叙 実 述 語 は 補 文 前 置 が ( C o m p l e m e n t  P r e p o s i n g )が 適 用 で き な い の に

対 し 、 半 叙 実 述 語 は 、 適 用 で き る 。  

 

I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  e n d s  m e e t ,  t h e y  d i s c o v e r e d .  

 

5 )  真 の 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ る こ と が な い の に 対 し

て 、 半 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ な い 読 み の 方 が 優 勢

で あ る が 、 影 響 さ れ る 読 み も 持 つ 。  

 

H e  d i d n ’ t  s e e  t h a t  t h e  d o o r  w a s  l o c k e d .  

 

補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ な い 読 み ： 戸 に か ぎ が 掛 か っ て い る こ と 彼

は 悟 ら な か っ た 。  

 

補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ る 読 み ： 戸 に か ぎ が 掛 か っ て い る と 彼 が 悟

っ た の で は な い 。  

 

6 )  真 の 叙 実 述 語 は 、 付 加 疑 問 文 が 補 文 に 基 づ い て 作 ら れ る こ と は な い の に

対 し 、 半 叙 実 述 語 は 、  補 文 に 基 づ い て 付 加 疑 問 文 が 作 ら れ る こ と が あ

る 。  

 

7 )  補 文 に 強 調 の 根 変 形 が 適 用 で き る の は 半 叙 実 的 述 語 の 方 だ け で あ る 。  
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I  d i s c o v e r e d  t h a t  s t a n d i n g  a m o n g  t h e  s p e c t a t o r s  w a s  t h e  f o r m e r  

c h a m p i o n  h i m s e l f .  

 

8 )  真 の 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 か ら 要 素 を 取 り 出 せ な い の に 対 し 、 半 叙 実 的 述

語 は 、  補 文 か ら 要 素 を 取 り 出 す こ と が で き る 。  

 

H o w  d i d  y o u  d i s c o v e r  h e  h a d  d o n e  i t ?  

 

4 )か ら 8 )の 特 徴 は 、 断 定 的 述 語 に 見 ら れ る も の で あ る 。 ま た 、 上 で 述 べ た

t h e  f a c tや 動 名 詞 的 名 詞 化 形 と の 共 起 も 、 殆 ど の 半 叙 実 的 述 語 に つ い て は 当

て は ま ら な い 。  

 

半 叙 実 的 述 語 は 、 付 加 疑 問 文 に 関 し て だ け 強 断 定 的 述 語 と 異 な る 特 徴 を

持 つ が 、 他 は 強 断 定 的 述 語 と 同 じ 統 語 的 特 徴 を 示 す ( c f .  『 現 代 英 文 法 辞

典 』 )。  

 

真 の 叙 実 的 ( Tr u e  F a c t i v e )述 語 と 半 叙 実 的 ( S e m i - F a c t i v e )述 語 の 統 語 的 特 徴 ：  

1 )  補 文 前 置 ： 断 定 的 述 語 可 （ 故 に 、 半 叙 実 的 述 語 も 可 ）  

         非 断 定 的 述 語 不 可 （ 故 に 、 真 の 叙 実 的 述 語 も 不 可 ）  

 

* H e  w a n t s  t o  h i r e  a  w o m a n ,  i t ’s  p o s s i b l e .  （ 非 断 定 的 述 語 不 可 ）  

S h e  w a s  a  c o m p u l s i v e  l i a r,  h e  s o o n  r e a l i z e d .（ 断 定 的 述 語 可 ）  

 

2 )  強 調 ( E m p h a t i c )の 根 変 形 ： 断 定 的 述 語 の 補 文 に 適 用 さ れ る 。  
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I  f o u n d  o u t  t h a t  n e v e r  b e f o r e  h a d  h e  h a d  t o  b o r r o w  m o n e y.  

 

3 )  要 素 の 抜 き 出 し ( E x t r a c t i o n )  ：  

非 断 定 的 述 語 不 可  

断 定 的 述 語 の 補 文 か ら で も 、 動 詞 に よ り 抜 き 出 し 不 可 能 な 場 合 が あ る 。  

 

W h o  d i d  t h e  p o l i c e  r e m e m b e r  t h a t  B i l l  s h o t ?  （ 半 叙 実 的 ）  

 

4 )  付 加 疑 問 文 ： 半 叙 実 的 述 語 可 （ １ 人 称 単 数 単 純 現 在 形 場 合 の み ）  

           弱 断 定 的 述 語 可 （ １ 人 称 単 数 単 純 現 在 形 場 合 の み ）  

           他 の 述 語 は 不 可  

 

I  s u p p o s e  t h e  Ya n k e e s  w i l l  l o s e  a g a i n  t h i s  y e a r,  w o n ’ t  t h e y ?   

（ 弱 断 定 的 述 語 可 ）  

I  s e e  y o u  h a v e  b o u g h t  a  n e w  c a r,  h a v e n ’ t  y o u ?  （ 半 叙 実 的 述 語 可 ）  

 

5 )  文 代 名 詞 化 ( S e n t e n c e  P r o n o m i n a l i z a t i o n )：  

補 文 を i tと 代 名 詞 化 す る か 、 s oと 代 名 詞 化 す る か と い う こ と で 、 s oと 代 名

詞 化 さ れ る の は 弱 断 定 的 述 語 の 場 合 で 、 他 の 場 合 は i tと 代 名 詞 化 さ れ る 。

た だ し 、 半 叙 実 的 述 語 の k n o w、 と 強 断 定 的 述 語 の b e  a f r a i d、 h o p e、 s a y

は 例 外 で 、 s oと 代 名 詞 化 さ れ る 。  

 

6 )  文 主 語 ： 文 主 語 ( S e n t e n t i a l  S u b j e c t ) は 、 通 例 主 語 の 位 置 と 外 置

( E x t r a p o s i t i o n )さ れ た 位 置 の 両 方 に 現 れ る こ と が 可 能 で あ る が 、 弱 断 定
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的 述 語 の 場 合 は 、 外 置 さ れ た 位 置 の 方 に し か 表 れ な い 。 半 叙 実 的 述 語 に

は 、 文 主 語 を と る も の が な い 。  

 

弱 断 定 的 述 語 の 場 合 ：  

* T h a t  P a n c h o  w i l l  f o r f e i t  t h e  m a t c h  s e e m s .  

I t  s e e m s  t h a t  P a n c h  w i l l  f o r f e i t  t h e  m a t c h .  

 

強 断 定 的 述 語 の 場 合 ：  

T h a t  P a n c h o  w i l l  p a s s  t h e  e x a m  i s  c e r t a i n .  

I t  i s  c e r t a i n  t h a t  P a n c h o  w i l l  p a s s  t h e  e x a m .  

 

非 断 定 的 述 語 の 場 合 ：  

T h a t  P a n c h o  w i l l  f o r f e i t  t h e  m a t c h  i s  n o t  l i k e l y.  

I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  P a n c h o  w i l l  f o r f e i t  t h e  m a t c h .  

 

叙 実 的 述 語 の 場 合 ：  

T h a t  P a n c h o  f o r f e i t e d  t h e  m a t c h  i s  s u r p r i s i n g .  

I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  P a n c h o  f o r f e i t e d  t h e  m a t c h .  

 

7 )  意 味 的 特 徴 ： 弱 断 定 的 述 語 に 否 定 辞 が 付 け ら れ て も 、 そ の 否 定 が 補 文 に

か か る 読 み が 生 ず る 、 他 の 述 語 で は こ の よ う な 読 み は 生 じ な い 。  

 

I  t h i n k  t h e s e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  s u i t a b l e .   

= I  d o n ’ t  t h i n k  t h e s e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  a r e  s u i t a b l e .  

 



 86 

H o o p e r - Th o m p so n ( 1 9 7 3 ) 、 H o o p e r ( 1 9 7 5 a )な ど で 、 断 定 が そ の 他 、 ど の

よ う な と こ ろ で 制 限 さ れ て い る か 述 べ ら れ て い る 。 ま ず 、 動 名 詞 や 不 定 詞

な ど の 縮 約 さ れ た 節 に は 断 定 が 生 じ な い と さ れ て い る 。 逆 に 、 断 定 の あ る

節 は 縮 約 さ れ な い と さ れ て い る 。 他 に 、 制 限 的 関 係 詞 節 ( R e s t r i c t i v e  

R e l a t i v e  C l a u se ) や t h e  f a c t  t h a t …な ど の 同 格 節 ( A p p o s i t i v e  C l a u se ) 、

w h e n ,  b e f o r e ,  a f t e rで 導 か れ る 時 の 副 詞 節 に も 断 定 が 生 じ な い と さ れ て い

る ( c f .  『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

断 定 制 約 ( A sse r t i o n  C o n s t r a i n t )は 、 今 井 ・ 中 島 ( 1 9 7 8 )の 用 語 で あ る 。 抜

き 出 し 操 作 の 適 用 可 能 性 を 正 し く 予 測 し よ う と す る 場 合 、 そ れ を 意 味 論 的

に 原 理 立 て で 説 明 し よ う と し た も の で 、 次 の よ う に 定 義 さ れ て い る ( c f .  

『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

 

断 定 制 約 ： 疑 問 詞 の 移 動 が 許 さ れ る の は 、 断 定 を 表 し 得 る 部 分 か ら で あ る 。  

 (今 井 ・ 中 島 1 9 7 8： 1 3 7 )  

 

 《 例 》 W h o  d o  y o u  k n o w  y o u  h a v e  i n v i t e d  t ?   

t： 痕 跡 ( t r a c e )を 表 す 。  

 

こ の よ う な 、 動 詞 k no wの 性 質 を 応 用 し て 、 G o d  k n o w s表 現 を 考 察 し て

み よ う 。  

 

4 . 4  G o d  k n o w s  の 肯 定 及 び 間 接 否 定 の 意 味 の 成 立  

O E D (第 2版 )に よ れ ば 、 G o d  k n o w sは 、 肯 定 の 意 味 で は a 1 3 0 0年 か ら 、

つ ま り 、 ‘ b e fo r e  1 3 0 0 ’、 あ る い は 、 ‘ n o t  la t e r  t h a n  1 3 0 0 ’か ら 用 い ら れ 、

否 定 の 意 味 で は 1 5 6 8年 か ら 使 わ れ 始 め た と 記 し て い る 。  
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O E D (第 ２ 版 )に よ る G o d  k n o w sの 記 述 ：  

a .  U s e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  t r u t h  o f  a  s t a t e m e n t .  

a 1 3 0 0  C u r s o r  M .  4 4 7 3  ( G o t t . )  G o d  w a t . . I  s a l  v n d o  p e  w e l e  p i  s u e u e n .  

c 1 3 0 0  H a v e l o k  2 5 2 7  p e r - o f  h e l d  h e  w e l  h i s  o t h ,  F o r  h e  i t  [ a  p r i o r y ]  m a d e ,  

g o d  i t  w o t h .   

a 1 5 2 9  S K E L T O N  C o l .  C l o u t e  2 3 4  T h a n  r e n n e  t h e y  i n  e u e r y  s t e d e ,  G o d  w o t ,  

w i t h  d r o n k e n  n o l l e s .  

? a 1 5 5 0  F r e i r i s  B e r w i k  6 1  i n  D u n b a r ’ s  P o e m s  ( 1 8 9 3 )   

2 8 7  H e  w e n t  f r a  h a m e ,  G o d  w a i t ,  o n  W e d d i n s d a y .  

1 5 6 4  C O V E R D A L E  L e t t .  M a r t y r s 7 7  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s e t  f o r t h . . a l y t  w a s  

( G o d  k n o w e t h )  t u m u l t u o u s l y  s p o k e n .  

1 5 9 0  S H A K S .  c o m .  E r r .  v .  i .  2 2 9  T h e  C h a i n e ,  W h i c h  G o d  h e  k n o w e s ,  I  s a w  

n o t .   

1 5 9 4― R i c h .  I I I ,  1 1 .  i i i .  1 8  S t o o d  t h e  S t a t e  s o ?  N o ,  n o ,  g o o d  f r i e n d s ,  G o d  

w o t .   

a 1 6 1 7  B A Y N E  O n  E p h .  i .  ( 1 6 4 3 )  2 1 4  C o m m o n l y  t h e  m o s t  C h r i s t i a n s  a r e  

c o u n t e d  g o o d  m e n  g o d w o t ,  b u t  s i m p l e  s o u l e s ,  o f  n o  p a r t s .  

1 8 5 9  T E N N Y S O N  E l a i n e 1 9 7  G o d  w o t ,  h i s  s h i e l d  i s  b l a n k  e n o u g h .  

 

b .  U s e d  w i t h  i n d i r e c t  q u e s t i o n  t o  i m p l y  t h a t  s o m e t h i n g  i s  u n k n o w n  t o  t h e  

s p e a k e r ,  a n d  p r o b a b l y  t o  e v e r y  o t h e r  h u m a n  b e i n g .  

1 5 6 8  G R A F T O N  C h r o n .  1 1 . 9 8  T h e  s a y d  J o h n  w a s  h a d  a f t e r  i n  g r e a t  

s u s p i c i o n ,  w h e t h e r  j u s t l y  o r  u n j u s t l y  G o d  kn o w e t h .  

1 6 4 6  B u c k  R i c h . 1 1 1 ,  1 1 1 .  8 5  T h e i r  b o d i e s  w e r e  b e s t o w e d  G o d  w o t  w h e r e .  
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1 8 2 2  B Y R O N  W e r n e r  I V .  I .  5 1  T h e  c o u n t r y . .  I s  o v e r - r u n  w i t h  – G o d  k n o w s  

w h o .  

1 8 2 3― J u a n  I X .  l x v i i ,  T h e y  f e l l  i n  l o v e ;  ― s h e  w i t h  h i s  f a c e ,  H i s  g r a c e ,  h i s  

G o d - k n o w s - w h a t .  

 

ま た 、 『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞 典 』 は 、 G o d  k n o w sを 次 の よ う に 定 義

し て い る 。  

 

( a )  … で あ る こ と は 間 違 い な い 、 確 か に … で あ る 《 t h a t節 》  

( b )  … か を 神 だ け が 知 っ て い る 、 … か 誰 も 知 ら な い ( I  d o n ’ t  k n o w ,  n o  o n e  

k n o w sな ど の か わ り )《 w h節 、 w h句 》  

     

    《 例 》  a .  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  

b .  H e  h a s  g o n e  G o d  k n o w s  w h e r e .    (『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 』 )  

 

こ の よ う に 、 現 在 の 用 法 と し て 、 G o d  k n o w sが t h a t節 を 取 る と き に は 、

肯 定 の 意 味 、 w h節 の と き に は 、 否 定 の 意 味 を 伝 え る 。 つ ま り 、 補 文 の 種

類 に よ っ て 意 味 が 異 な る の で あ る 。  

 

4 . 4 . 1  補 文 と の 関 連 で  

こ こ か ら 、 G o d  k n ow sの 肯 定 の 意 味 と 間 接 否 定 の 意 味 の 成 立 過 程 を 補 文

の 意 味 に 注 目 し な が ら 推 論 す る 。 ま ず 、 G o d  k n o w sが 導 く 補 語 や 補 文 を み

て み よ う 。  

 

( 6 )  a .  T h o u g h  so m e  m a y  h a v e  t h o u g h t  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e  c o u r t ' s  f r e e  
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sp e e c h  r e a so n i n g  b e f o r e  t h e se  t w o  c a se s ,  n o w,  I  b e l i e v e ,  o n l y  

G o d  k n o w s  i t .  

( h t t p : / / w w w. d r b i l l l o n g . c o m / Le g a l E s sa y s / O r S p e e c h . h t m l )  

 b .  ‘ We ’ r e  g o i n g  h o m e .  C o m e  o n  a n d  w e ’ l l  g i v e  y o u  a  l i f t .   

G o d  k n o w s  y o u ’ ve  do n e  e n o u gh  f o r  t o d a y. ’  

( Ma u r a  La v e r t y,  Th e  Pr o u d  Wo m a n )  

c .  G o d  k n o w s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g .             

( Pa u l  A u s t e r,  A u g g i e  Wr e n ’s  C h r i s t m a s  S t o r y ) 1  

 

高 増  ( 2 0 0 0 : 1 7 1 - 1 7 7 )に よ れ ば 、 G o d  k n ow s  が t h a t節 ま た は 名 詞 句 を と

っ た 場 合 に は 、 強 い 肯 定 の 意 味 が 現 れ る と い う こ と で あ る （ 高 増 の 例 文 は

『 カ ン タ ベ リ ー 物 語 』 か ら ） 。  

 

( 7 )  a .  Th i s  f a i r e  w y f  g a n  f o r  t o  sh a k e  h i r  h e e d ,   

A n d  se y d e  t h u s ,  “ Ye ,  G o d  w o o t  a l , ”  q u o d  sh e .  

“ N a y,  c o sy n  m y n ,  i t  s t a n t  n a t  s o  w i t h  m e … . ”   

  b .  “ f o r  s o t h e ,  G o d  w o o t  t h a t  w h a t  d a y  t h a t  y e  e t e n  t h e r o f ,  y o u r e  

e y e n  sh u l  o p e n e ,  a n d  y e  sh u l  b e e n  a s  g o d d e s ,  k n o w y n g e  g o o d  

a n d  h a r m . ”           (高 増  20 0 0 :  1 7 1 )  

   

他 方 、 J e sp e r se n  ( 1 9 6 2 )に よ れ ば 、 上 述 の 例 の 中 で w h節 を 取 る ( 6 c )の 場

合 に の み 、 否 定 の 意 味 で 解 釈 さ れ る と い う こ と で あ る 。 な ぜ 、 こ の よ う な

違 い が 生 じ る の だ ろ う か ？ そ の 根 底 に は 、 ど ん な メ カ ニ ズ ム が 働 い て い る

                                            
1  興 味 深 い 事 例 と し て 次 の よ う な も の を 挙 げ て お く 。  

W h e n  I  w r o t e  t h i s  p r o b l e m ,  o n l y  G o d  a n d  I  k n e w  w h a t  I  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  N o w,  I  

a m  a f r a i d ,  o n l y  G o d  k n o w s .             

( h t t p : / / w w w. d r b i l l l o n g . c o m / L e g a l E s s a y s / O r S p e e c h . h t m l )  
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の か ？ t h a t節 を 補 文 に と る 場 合 か ら 、 考 察 を は じ め よ う 。  

 

1 . G o d  k n o w s + t h a t節 の 場 合  

上 で み て き た よ う に 、 k n o wは 半 叙 実 的 述 語 で あ る 。 そ の 統 語 的 特 徴 を

G o d  k n o w s  + t h a t節 形 式 を 含 ん で い る 例 文 と 関 連 し て 、 考 察 し て み よ う 。  

 

( 8 )  G o d  k n o w s  ( t h a t )  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .      ( KN E J D )  

 

断 定 的 述 語 の 場 合 、 主 節 に よ り 重 要 性 が あ る か 、 補 文 に よ り 重 要 性 が あ

る か に よ り 、 ２ つ の 読 み を 持 つ 。 断 定 と は 、 談 話 ( D i s c o u r se )の 流 れ の 中

で 意 味 的 に 優 勢 (D o m i n a n t )  な 内 容 を 持 つ と 考 え ら れ る 平 叙 文

( D e c l a r a t i v e  S e n t e n c e )の 命 題 ( Pr o po s i t i o n )、 あ る い は 真 実 で あ る と 主 張

さ れ て い る 部 分 の こ と を い う 。 し た が っ て 、 否 定 ( Ne g a t i o n )や 疑 問 の 対 象

と な り 得 る 部 分 が 、 そ の 文 の 断 定 を 表 す と も い え る 。 通 例 は 、 平 叙 文 の 主

節 に 断 定 が 生 じ る が 、 一 定 の 補 文 ( S e n t e n t i a l  C o m p l e m e n t )に も 断 定 が 生

ず る 。 ( 8 )の ２ つ の 断 定 を 次 の よ う に 示 す 。  

 

1 )  G o d  k n o w s  X .  ― 主 節 の 主 語 を w h oで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な ら 主 節

の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る 。 た だ し 、 主 節 の 方 に 主 要 な

断 定 が あ る 場 合 に は 、 当 然 の こ と な が ら 、 補 文 前 置 が

で き な い こ と に な る 。  

 

2 )  S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .  ― 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な

ら 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る こ と に な る 。  
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真 の 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 前 置 が ( C o m p l em e n t  P r e p o s i n g )が 適 用 で き な い

の に 対 し 、 半 叙 実 的 述 語 は 適 用 で き る 。 動 詞 k n o wは 、 叙 実 的 ・ 断 定 的 述 語

で あ る 。 言 い 換 え れ ば 、  動 詞 k n owは 補 文 前 置 が 生 ず る の で あ る 。  

 

( 8 a )  S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l ,  G o d  k n o w s .  

 

補 文 前 置 は 、 補 文 の 命 題 を 文 の 主 要 な 断 定 に し 、 元 の 主 節 を 挿 入 節

( Pa r e n t h e t i c a l  C l a u se ) あ る い は ２ 次 的 な も の に す る 性 質 を 持 つ の で あ

る 。 し た が っ て 、 断 定 的 述 語 で あ っ て も 、 そ れ が 否 定 さ れ て い る の な ら 、

補 文 は 主 要 な 断 定 と は な ら な い の で 、 補 文 前 置 は で き な い 。  

 

( 8 b )  * S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l ,  G o d  d o e s  n o t  k n o w .  

 

こ の こ と か ら 、 断 定 的 述 語 k n o wは 、 肯 定 的 で あ る と い え る 。 ゆ え に 、

( 8 )で は 、 S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .と い う 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対

す る 答 え が 優 勢 で あ り 、 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る こ と に な る 。 そ れ ゆ

え に 、 ( 8 )を 疑 問 文 に し た 場 合 、 次 の 読 み 1 )補 文 が 真 で あ る 解 釈 の み が 可

能 で あ る 。  

 

( 8 c )  D o e s  G o d  k n o w  t h a t  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l ?  

 

読 み 1 )補 文 が 真 で あ る 解 釈 ： 「 彼 女 が 誠 実 な 子 で あ る と い う こ と を 、  

神 様 は 知 っ て い ら っ し ゃ る の で す か ？ 」

― 疑 問 は 主 節 に 向 け る 。  
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読 み 2 )  補 文 が 真 で な い 解 釈 ： 「 彼 女 が 誠 実 な 子 で あ る の か を 、  神 様 は

知 っ て い ら っ し ゃ る の で す か ？ 」 － 疑 問

は 補 文 に 向 け る 。  

 

同 じ く 、 ( 8 )を 否 定 文 に し た 場 合 も 、 次 の 読 み 1 )の み 可 能 で あ る 。  

 

( 8 d )  G o d  d o e s  n o t  k n o w  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .  

 

読 み 1 )  ： （ 補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ な い 読 み の 方 ）  

彼 女 が 誠 実 な 子 で あ る と い う こ と を 、  神 様 は 知 っ て い ら っ

し ゃ ら な い 。  

 

読 み 2 )  ： （ 補 文 の 前 提 が 否 定 に 影 響 さ れ る 読 み の 方 ）  

彼 女 が 誠 実 な 子 で あ る と 神 様 は 知 っ て い ら っ し ゃ っ た の で は

な い 。  

 

大 沼 ( 2 0 0 9 : 2 1 8 ) は 、 ( 9 )  の ２ つ の 文 を 比 較 し て 、 ( a ) の 場 合 に の み 、

Mo n r o e  だ け で な く 話 者 の 無 知 を も 露 呈 す る 文 と な る こ と を 指 摘 し て い

る 。 こ れ は k n o w  が 叙 実 的 動 詞 で あ る た め で あ り 、 叙 実 的 動 詞 に お い て

は 、 話 者 は 補 文 ( Com p l e m e n t )  の 内 容 を 事 実 で あ る と 認 め て い る と い う

（ 話 者 が 補 文 の 内 容 を 真 で あ る と 信 じ て い る こ と ） 前 提 に 立 っ て い る か ら

で あ る と い う 。  

 

( 9 )  a .  Mo n r o e  k n o w s  t h a t  P a r i s  i s  t h e  c a p i t a l  o f  S w e d e n .  

b .  Mo n r o e  t h i n k s  t h a t  Pa r i s  i s  t h e  c a p i t a l  o f  S w e d e n .  
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叙 実 的 述 語 ( Fa c t i v e  Pr e d i c a t e )は 、 補 文 (S e n t e n t i a l  C o m p l e m e n t )  に

よ っ て 表 さ れ る 命 題 が 真 で あ る こ と を 、 話 し 手 が 前 提 と し て い る こ と

を 表 す も の で あ り 、 非 叙 実 的 述 語  ( No n - fa c t i v e  P r e d i c a t e )に は 、 こ の よ

う な 前 提 は な い 。 し た が っ て 、 Mo n r o e  do e s  n o t  k n o w  t h a t  P a r i s  i s  t h e  

c a p i t a l  o f  S w e d e n .  の よ う に 、 否 定 文 に し て も 、 上 で 述 べ た 事 情 は 変 わ

ら な い と い う 。  

従 っ て 、 ( 8 )で は 、 Go dだ け で は な く 、 話 し 手 も  S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .

が 事 実 で あ る と 認 め て い る こ と に な る 。 つ ま り 、 肯 定 の 意 味 を 表 現 す る こ

と に な る 。 ( 1 0 )の 文 は 興 味 深 い の で あ る 。  

 

( 1 0 )  “ We  w e r e  h a p p y  t h e n ,  I  t h i n k . ”  “ G o d  k n o w s  w e  w e r e ! ”  s a i d  I .  

                      ( J e p e r se n 1 9 6 2 : 3 6 )  

 

非 叙 実 的 ・ 弱 断 定 的 述 語 で あ る 動 詞 t h i n kに 対 し て 、 叙 実 的 ・ 断 定 的 述

語 k n o wで 答 え る の で 、 相 手 の 発 話 に 対 し て 、 G o dの み な ら ず 、 話 者 も We 

w e r e  h a p p y  t h e n .で あ る こ と を 認 め て い る 。 ゆ え に 、 強 い 共 感 の 意 、 つ

ま り 肯 定 の 意 味 を 伝 え る の で あ る 。  

 

2 .  G o d  k n o w s + w h節 の 場 合  

次 の 例 文 を 用 い て 、 G o d  k n o w s  + w h e n節 の 場 合 を 推 論 す る 。  

 

( 11 )  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .                ( Pr o g r e ss i v e )  

 

既 に 、 論 じ た よ う に 、 断 定 的 述 語 の 場 合 、 主 節 に よ り 重 要 性 が あ る か 、
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補 文 に よ り 重 要 性 が あ る か に よ り 、 ２ つ の 読 み を 持 つ 。  断 定 的 述 語 が 用

い ら れ て い る ( 11 )の 文 も 、 次 の ２ つ の 読 み が 生 じ る こ と に な る 。  

 

1 )  G o d  k n o w s  X .  ― 主 節 の 主 語 を w h oで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な ら 主 節

の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る 。 た だ し 、 主 節 の 方 に 主 要 な

断 定 が あ る 場 合 に は 、 当 然 の こ と な が ら 、 補 文 前 置 が

で き な い こ と に な る 。  

 

2 )  w h e n  h e  c a m e  ― 目 的 語 節 を w h節 で 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な ら 補 文

の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る こ と に な る 。  

 

H o o p e r - Th o m p so n ( 1 9 7 3 )と H o o p e r ( 1 9 7 5 a )は 、 断 定 が ど の よ う な と こ ろ

で 制 限 さ れ て い る の か を 述 べ て い る 。 ま ず 、 動 名 詞 や 不 定 詞 な ど の 縮 約 さ

れ た 節 に は 断 定 が 生 じ な い と 論 じ て い る 。 逆 に 、 断 定 の あ る 節 は 縮 約 さ れ

な い と 説 明 し て い る 。 他 に 、 制 限 的 関 係 詞 節 ( R e s t r i c t i v e  R e l a t i v e  

C l a u se ) や t h e  f a c t  t h a t … な ど の 同 格 節 ( A p p o s i t i v e  C l a u se ) 、 w h e n 、

b e f o r e、 a f t e rで 導 か れ る 時 の 副 詞 節 に も 断 定 が 生 じ な い と 記 し て い る 。  

そ れ ゆ え に 、 ( 11 )の w h e nが 導 く 節 に は 、 断 定 が 生 じ な い し 、  w h e n節

の 前 置 も で き な い の で あ る 。  

 

( 11 a )  * W h e n  h e  c a m e ,  G o d  k n o w s .  

 

 今 井 ・ 中 島 ( 1 9 7 8： 1 3 7 )は 、 断 定 制 約 ( A sse r t i o n  C o n s t r a i n t )で 、 疑 問

詞 の 移 動 が 許 さ れ る の は 、 断 定 を 表 し 得 る 部 分 か ら で あ る と い う 。 そ れ ゆ

え に 、 ( 11 )で は 、 1 )の 読 み し か 許 さ れ な い の で あ る 。 つ ま り 、 G od  k n o w s  
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w h e n  h e  c a m e .  は 、 主 節 の 主 語 G o dに w h oで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え に

し か な り 得 な い 。 つ ま り 、 Go d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .と い う 返 答 を 得 よ

う と す る の な ら 、 Wh o  k n o w s  w h e n  h e  c a m e ? で 質 問 し な け れ ば な ら な

い 。 次 の よ う に 表 示 す る 。  

 

前 提 答 え ：   G o d  k no w s  w h e n  h e  c a m e .  

 ↓           ↓  

推 測 さ れ る 質 問 ：   Wh o  k n o w s  w h e n  h e  c a m e ?  

 

既 に 、 第 3章 で 、 G o d、 d e v i l、 h e l l、  p o x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r o wな ど の

語 は 、 人 間 に よ っ て 認 知 さ れ な い 領 域 で 、 ‘ f a r  f r o m  p e op l e ’の 意 味 を 含 意

し て い る と 論 じ た 。 ま た 、 人 間 の 存 在 を 超 越 し て い る と 見 な さ れ て い る こ

れ ら の 語 句 は 、 間 接 否 定 文 の 中 で 、 否 定 辞 の 役 割 を 担 っ て い て 、 否 定 辞

n o tな ど の 語 よ り は 、 は る か に 発 話 者 の 感 情 が 含 ま れ て い る 。 そ れ ゆ え 、

否 定 辞 n o tな ど の 語 は “ 理 性 的 否 定 辞 ” 、 d e v i lな ど の 語 は “ 感 性 的 否 定

辞 ” と 見 な す こ と が で き る と 述 べ た 。 ( 11 )の 間 接 否 定 意 味 へ の 推 論 の 段 階

を 次 の よ う に 示 す 。  

 

質 問 ： Wh o  k n o w s  w h e n  h e  c a m e ?  

         ↓  

答 え ：  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  

         ↓  

想 定 ：  Go dは pe o p l eを 否 定 す る “ 感 性 的 否 定 辞 ” で あ る 。  

         ↓  

結 論 1： Pe op l e  d o  n o t  k n o w  w h e n  h e  c a m e .  
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                 ↓  

結 論 2： N o b o d y  k n ow s  w h e n  h e  c a m e .  

                 +  

前 提 ：  ‘ I ’  i s  a m o n g  ‘ p e o p l e ’ .  

                 ↓  

結 論 3： I  a l so  d o  n o t  k n o w  w h e n  h e  c a m e .  

 

こ の よ う に 、 G o d  kn o w s  w h e n  h e  c a m e . は  ‘ N o b o d y  k n o w s  w h e n  h e  

c a m e . ’や  ‘ I  a l so  d o  n o t  k n o w  w h e n  he  ca m e . ’と い う 意 味 を 含 意 す る こ と

に な る 。  

続 い て 、 G o d  k n o w sが w h a t節 を 導 く 文 を 推 論 し て み よ う 。  

今 井 ・ 中 島 ( 1 9 7 8 : 1 3 7 ) が 提 起 し て い る 断 定 制 約 ( A sse r t i o n  C o n s t r a i n t )

は 、 抜 き 出 し 操 作 の 適 用 可 能 性 を 意 味 論 的 に 、 原 理 立 て て 説 明 し よ う と し

た も の で あ る 。  

 

断 定 制 約 ： 疑 問 詞 の 移 動 が 許 さ れ る の は 、 断 定 を 表 し 得 る 部 分 か ら で あ る 。  

 (今 井 ・ 中 島 1 9 7 8： 1 3 7 )  

 

 《 例 》 W h o  d o  y o u  k n o w  y o u  h a v e  i n v i t e d  t ?   

t： 痕 跡 ( t r a c e )を 表 す 。  

 

今 井 ・ 中 島 ( 1 9 7 8 )の 断 定 制 約 に 照 ら し て ( 1 2 )を 考 え て み よ う 。  

 

( 1 2 )  G o d  k n o w s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g .             

 ( Pa u l  A u s t e r,  A u g g i e  Wr e n ’s  C h r i s t m a s  S t o r y )  
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も し 、 ( 1 2 )の w h a t節 か ら 、  抜 き 出 し 操 作 が で き る の で あ る な ら ば 、 こ

の w h a t節 は 、 断 定 可 能 で あ る と 判 断 で き る 。 で は 、 取 り 出 し 操 作 を し て

み よ う 。  

 

( 1 2 a )  * Wh a t  d o e s  G o d  k n o w  t  I  w a s  e x p e c t i n g ?  

      * Wh o  d o e s  G od  k n o w  w h a t  t  w a s  e x p e c t i n g ?  

      t： 痕 跡 ( t r a c e )を 表 す 。  

 

 ( 1 2 a )か ら 見 ら れ る よ う に 、 ( 1 2 )の w h a t節 か ら 、 抜 き 出 し 操 作 が で き な

い の で あ る 。 J . R . R o s s ( 1 9 6 7 a )  と C h o m sk y ( 1 9 7 7 a )の w h島 制 約 が そ の 理 由

を 証 明 し て い る ( c f .『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

 

J . R . R o s s ( 1 9 6 7 a )の w h島 制 約 ：  

w h節 は 島 ( I s l a n d )で あ り 、 そ の 構 成 素 を 取 り 出 す こ と は で き な い 。 「 島 」

は 取 り 出 し 規 則 ( E x t r a c t i o n  R u l e )が 影 響 を 及 ぼ す こ と が で き な い 領 域 を 表

す 比 喩 的 表 現 で あ り 、 J . R . R o s s ( 1 9 6 7 a )に 由 来 す る 。  

 

C h o m s k y ( 1 9 7 7 a )の w h島 制 約 ：  

w h 句 に 導 か れ る 節 の 中 か ら 、 そ の 構 成 素 を 取 り 出 す こ と は で き な い 。

C h o m s k y ( 1 9 7 7 a )の 提 案 で あ る 。 w h句 と は 、 w h語 ( w h o ,  w h a t ,  w h e n ,  w h y,  

w h i c h ,  h o w,  e t c . )を 含 む 句 の こ と で あ る 。  

 

《 例 》 a .  * W h a t  d o  y o u  w o n d e r  w h o  s a w  t ?  

b .  * W h a t  m i g h t  h e  a s k  w h e r e  I  h i d  t ?  
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c .  * W h e n  d o  y o u  k n o w  w h e t h e r  h e  i s  l e a v i n g  t ?  

 

従 っ て 、 ( 1 2 )の w h a t節 か ら は 、 抜 き 出 し 操 作 が で き な い の で あ る 。 ゆ え

に 、 ( 1 2 )の w h a t節 は 断 定 で き な い の で 、 次 の 1 )の 読 み し か あ り 得 な い 。  

 

( 1 2 )の 可 能 性 が あ る ２ つ の 読 み ：  

 

1 )  G o d  k n o w s  X .  ― 主 節 の 主 語 を w h oで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な ら 主 節 の

方 に 主 要 な 断 定 が あ る 。 た だ し 、 主 節 の 方 に 主 要 な 断

定 が あ る 場 合 に は 、 当 然 の こ と な が ら 、 補 文 前 置 が で

き な い こ と に な る 。  

 

2 )  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g  ― 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え な

ら 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る こ と に な る 。  

 

ゆ え に 、 G o d  k n o w s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g .と い う 返 答 を 得 よ う と す る の

な ら 、 Wh o  k n o w s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g ?で 質 問 し な け れ ば な ら な い 。 次

の よ う に 表 示 す る 。  

 

質 問 ： Wh o  k n o w s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g ?  

         ↓  

答 え ： G o d  k n o w s  wh a t  I  w a s  e x p e c t i n g .  

         ↓  

想 定 ：  Go dは pe o p l eを 否 定 す る “ 感 性 的 否 定 辞 ” で あ る 。  

         ↓  
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結 論 1： Pe op l e  d o  n o t  k n o w  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g .  

結 論 2： N o b o d y  k n ow s  w h a t  I  w a s  e x p e c t i n g .  

 

同 じ 推 論 を 用 い て 、 イ デ ィ オ ム Go d  k n o ws  w h a tを ‘ 何 か わ け の 分 か ら

な い 物 ’ と 翻 訳 さ れ た の も 理 解 で き る 。  

 

4 . 4 . 2  イ デ ィ オ ム 化 と 文 法 化 と の 関 連 で  

C O B U I LD (改 訂 新 版 )の G o d  k n o w s  の 解 釈 を 引 用 す る ：  

 

a )  Y o u  c a n  s a y  G o d  k n o w s ,  G o d  o n l y  k n o w s ,  o r  G o d  a l o n e  k n o w s  w h e n  

y o u  d o  n o t  k n o w  s o m e t h i n g ,  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i z e  t h a t  y o u  f e e l  

a n n o y e d ,  a n g r y ,  w o r r i e d ,  s u r p r i s e d ,  o r  d i s a p p o i n t e d  b y  i t .  

 

G u n g a  s p o k e  G o d  k n o w s  h o w  m a n y  l a n g u a g e s …  

G o d  a l o n e  k n o w s  w h a t  s h e  t h i n k s .  

 

b )  I f  s o m e o n e  s a y s  G o d  k n o w s  i n  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t  

k n o w  t h e  a n s w e r  t o ,  t h e y  a r e  e m p h a s i z i n g  h o w  a n g r y ,  a n n o y e d ,  o r  

d i s a p p o i n t e d  t h e y  f e e l .  

 

‘ W h e r e  i s  h e  n o w ? ’  ‘ G o d  k n o w s . ’    

 

真 の 叙 実 的 述 語 は 、 補 文 前 置 が ( C o m p l em e n t  P r e p o s i n g )が 適 用 で き な い

の に 対 し 、 半 叙 実 述 語 は 、 適 用 で き る 。  
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( 1 3 )  ( = 8 )  G o d  k n o w s  ( t h a t )  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .    ( K N E J D )  

 

( 1 3 a )  ( = 8 a )  S h e  i s  a n  h o n e s t  g i r l ,  G o d  k n o w s .  

 

こ れ は 、 補 文 前 置 が 補 文 の 命 題 を 文 の 主 要 な 断 定 に し 、 元 の 主 節 を 挿 入

節 ( P a r e n t h e t i c a l  C l a u se )あ る い は ２ 次 的 な も の に す る 性 質 を 持 つ か ら で

あ る 。 つ ま り 、 ( 1 3 a )  で は 、 G o d  k n ow s は 省 略 で き る が 、 S h e  i s  a n  

h o n e s t  g i r l .は 省 略 で き な い の で あ る 。  

で は 、 次 の よ う な 場 合 は ど の 部 分 が 省 略 可 能 で あ る の か ？  

 

 ( 1 4 ) ( = 11 )  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .           ( Pr o g re ss i v e )  

 

既 に 、 論 じ た よ う に  ( 1 4 )の w h e nが 導 く 節 に は 、 断 定 が 生 じ な い の で 、

前 置 が で き な い 。  

 

( 1 4 a )  *  Wh e n  h e  c a m e ,  G o d  k n o w s .  

 

つ ま り 、 主 節 G o d  k no w sと 従 属 節 Wh e n  he  c a m eは 、 両 方 と も 省 略 で き

な い の で あ る 。 C O BU I LD ( 改 訂 新 版 ) の 定 義 b ) を 思 い 出 し ま し ょ う 。 で

は 、 な ぜ G o d  k n o w sが 補 文 な し で 、 単 独 に 用 い ら れ る こ と が で き る の か ？  

G o d  k n o w sが 補 文 な し で 、 用 い ら れ る 場 合 は 、 w h節 の 内 容 が 質 問 文 で 既

に 、 発 話 さ れ て お り 、 返 答 で は 、 グ ラ イ ス の 会 話 の 協 調 原 則 (C o o p e r a t i v e  

Pr i n c i p l e )の 量 の 公 理 ( Ma x i m  o f  Q u a n t i t y )に よ っ て 、 質 問 文 を 返 答 の 補

文 に 入 れ る こ と は 、 量 的 に 余 剰 的 な も の に な る た め 省 略 し た の で あ る 。  

 



 101 

グ ラ イ ス の 会 話 の 協 調 原 則 ( C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e )の  

量 の 公 理 ( M a x i m  o f  Q u a n t i t y )：  

 

a .  必 要 な 情 報 は す べ て 与 え る 。  

b .  必 要 以 上 の 情 報 は 与 え な い 。  

 

次 の よ う に 、 表 示 し て み る 。  

 

( 1 5 )   A :  Wh e r e  i s  h e  n o w ?  

B 1 :  ( G o d  k n o w s )＋  (w h e r e  h e  i s  n o w ) .  

         ↓  

         量 的 に 余 剰 的 な も の に な る た め 省 略 可 能  

   ↓  

B 2 :  G o d  k n o w s .  

 

以 下 で 、 文 法 化 と イ デ ィ オ ム 化 の 視 点 か ら 、 Go d  k n o w sを 検 討 す る 。 次

の 例 は 、 s i t e : e d uか ら 取 っ た 例 で あ る 。  

 

( 1 6 )  A :  Wh a t  d o e s  t h e  f u t u r e  h o l d ?   

B :  O n l y  G o d  k n o w s .  

( h t t p : / / w w w . t r i n i t y l u t h e r a n se m i n a r y . e d u / h a l l d o r - e l i a s - g u d m u n d sso n )  

 

1 .  イ デ ィ オ ム 化  

秋 元 ( 2 0 0 2 : 3 3－ 3 4 )は イ デ ィ オ ム 化 に つ い て 次 の よ う に 定 義 し て い る ：  
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1 )  意 味 的 不 透 明 性 、 あ る い は 非 合 成 ( N o n - C o m p o s i t i o n a l i t y )。 イ デ ィ オ ム

の 意 味 は そ の 成 分 の 総 和 か ら 出 て こ な い 。 よ く 知 ら れ て い る 例 と し て 、  

k i c k  t h e  b u c k e t = d i eが あ る 。  

 

2 )  統 語 上 の 変 形 を 許 さ な い 。 す な わ ち 、 C h a f e ( 1 9 6 8 ) の 言 う  

‘ Tr a n s f o r m a t i o n a l  D e f i c i e n c y ’  で あ る 。 上 例 の イ デ ィ オ ム は 「 死 ぬ 」 と

い う 意 味 で は 受 動 形 は 不 可 で あ る ：  

* T h e  b u c k e t  w a s  k i c k e d  b y  S a m .  

 

3 )  イ デ ィ オ ム 内 の 成 分 の 語 彙 的 代 用 は で き な い 。 す な わ ち 、 「 語 彙 的 完 全

無 欠 性 」 で あ る 。  

h a v e  a  c r u s h  o n  → h a v e  a  s m a s h  o n  

 

N u n b e r g  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )は 、 イ デ ィ オ ム 的 意 味 が 、 各 成 分 に 分 配 さ れ て い

な い イ デ ィ オ ム (例 ： sa w  l o g s = sn o r e )を  ‘ I d i o m a t i c  Ph r a se ’、 そ し て イ デ

ィ オ ム 的 意 味 が 各 成 分 に 分 配 さ れ て い る イ デ ィ オ ム (例 ： sp i l l  t h e  b e a n s  

=  d i v u l g e  t h e  i n f o r m a t i o n )を  ‘ I d i o m a t i c  C o m b i n a t i o n ’  と 呼 び 、 分 け て

い る 。 後 者 は い わ ゆ る 変 形 操 作 を 受 け や す い も の で あ る (秋 元 2 0 0 2 : 3 4 )。  

イ デ ィ オ ム 表 現 は 最 初 の 段 階 で は 透 明 度 が 高 い 。 従 っ て 、 文 字 通 り に 近

い も の で あ っ た が 、 時 間 が 経 つ に つ れ て 、 徐 々 に 不 透 明 性 が 高 ま っ て い

く 。 例 え ば 、  “ b r e a k  t h e  i c e ”  は 、 元 々 は 「 砕 氷 し て 航 路 を 開 く 」 の 意 味

で あ っ た が 、 後 に 「 話 を 切 り 出 す 」 の 意 味 を 持 ち 、 さ ら に は 「 打 ち 解 け

る 」 と い う 意 味 を 持 つ よ う に な っ た (秋 元 2 0 0 2 : 3 5 )。  

 

イ デ ィ オ ム 化 の 4段 階 ：  
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① 成 分 間 の 間 に 制 約 が な く 、 文 法 的 規 則 に よ っ て の み 配 列 さ れ て い る ：  

 

p u t  t h e  b o o k  o n  t h e  t a b l e  

      V    N P 1     P    N P 2  

 

N P 1の 名 詞 は 十 分 に 名 詞 性 を 持 っ て お り 、 冠 詞 が 付 い た り 、 複 数 に な っ た

り す る 。 ま た 動 詞 も 他 の 動 詞 と 置 き 換 え る こ と が で き る 。  

 

② 動 詞 と N P 1の 名 詞 と の 間 の 関 係 が 多 少 変 動 す る が 、 固 定 し 、 お 互 い が 予 想

し 合 う 関 係 に 入 る ：  

 

a .  V  ―  f a u l t  ―  P  ―  N P  

b .  V  ― t h e  ―  s i g h t  ―  o f  ―  N P  

 

③ イ デ ィ オ ム 化 が 一 層 進 み 、 再 分 析 が 起 こ り 、 そ の 後 の 構 造 が 固 定 化 し 、 凍

結 化 す る ：  

 

④ 完 全 に イ デ ィ オ ム 化 に な り 、 ひ と つ の 語 彙 構 造 に な り 、 意 味 も 文 字 通 り の

意 味 か ら イ デ ィ オ ム 的 意 味 に 変 わ る 。  

 

あ る 表 現 が 頻 繁 に 使 わ れ る こ と に よ り 、 そ の 表 現 は 固 定 化 す る 。 イ デ ィ

オ ム 的 表 現 は 、 初 め は 隣 接 す る 成 分 ど う し は そ れ ほ ど 結 び つ き が 強 く な い

が 、 一 緒 に 現 れ る こ と が 多 く な る に つ れ て 、 ま す ま す そ の 結 び つ き が 強 く

な り 、 意 味 の 上 で も 個 々 の 意 味 の 総 和 か ら 出 て く る 意 味 か ら 、 さ ら に 抽 象

化 さ れ 、 そ の 抽 象 化 さ れ た 意 味 が 何 度 も 使 わ れ る こ と に よ り 、 イ デ ィ オ ム
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的 意 味 と し て 固 定 す る こ と に な る ( c f .  秋 元 2 0 0 2 : 4 1 - 4 2 )。  

G o d  k n o w s  + t h a t節 の 場 合 を イ デ ィ オ ム 的 観 点 か ら 検 討 す る 。  

 

( 1 7 )   ‘ We ’ r e  g o i n g  h o m e .  C o m e  o n  a n d  w e ’ l l  g i v e  y o u  a  l i f t .   

G o d  k n o w s  y o u ’ ve  do n e  e n o u gh  f o r  t o d a y. ’  

( Ma u r a  La v e r t y,  Th e  Pr o u d  Wo m a n )  

 

( i )  意 味 的 不 透 明 性  

G o d  k n o w s + t h a t節 ：  

① 文 字 通 り の 意 味 ： 神 さ ま は 知 っ て い る  

      ② 真 の 意 味 ： 確 か に … で あ る  

 

( i i )統 語 上 の 変 形 を 許 さ な い 。  

*  Th a t  y o u ’ v e  d o n e  e n o u g h  f o r  t o d a y  i s  k n o w n  b y  G o d .  

 

( i i i )イ デ ィ オ ム 内 の 成 分 の 語 彙 的 代 用 は で き な い 。  

* G o d  t h i n k s  t h a t  y o u ’ v e  d o n e  e no u g h  f o r  t o d a y .  

* G o d s  k n o w  t h a t  y o u ’ v e  d o n e  e no u g h  f o r  t o d a y .  

 

続 い て 、 イ デ ィ オ ム 的 観 点 か ら Go d  k n o ws  +  w h節 の 場 合 を 検 討 す る 。  

 

( 1 8 )  G o d  k n o w s  w h a t  sh e  t h i n k s .  

 

( i )  意 味 的 不 透 明 性  

G o d  k n o w s 文 字 通 り の 意 味 ： 神 さ ま は 知 っ て い る  
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        真 の 意 味 ： 誰 も 知 ら な い  

 

( i i )統 語 上 の 変 形 を 許 さ な い 。  

*  Wh a t  sh e  t h i n k s  i s  k n o w n  b y  G o d .  

 

( i i i )イ デ ィ オ ム 内 の 成 分 の 語 彙 的 代 用 は で き な い 。  

* G o d  t h i n k s  w h a t  s h e  t h i n k s .  

* G o d s  k n o w  w h a t  sh e  t h i n k s .  

 

以 上 の よ う に 、 Go d  k n o w sは 肯 定 の 意 味 で も 、 否 定 の 意 味 で も イ デ ィ オ

ム 化 の 定 義 に 当 て は ま る 。 故 に 、 G o d  k no w s＋ 補 文 は 、 肯 定 の 意 味 で も 、

否 定 の 意 味 で も イ デ ィ オ ム 化 さ れ た と 考 え ら れ る 。  

文 法 化 の 観 点 か ら 、 G o d  k n o w sを 検 証 し て み よ う 。  

 

2 .  文 法 化  

文 法 化 の 定 義 か ら 、 は い る こ と に す る 。  

 

文 法 化 ： 語 彙 的 な 要 素 が 特 定 の 用 法 に お い て 文 法 的 な 要 素 に な っ た り 、 文 法

的 な 要 素 が よ り 文 法 的 に な っ た り す る と い う 、 言 語 変 化 の 一 種 で あ

る 。          （ 籾 山 ・ 深 田  2 0 0 3 :  1 2 0 - 1 2 1）  

 

意 味 変 化 ：  

第 1の 意 味 的 ・ 語 用 論 的 傾 向 ： 外 界 の 事 態 に 基 づ く 意 味 か ら 言 語 主 体 の 評 価

や 知 覚 、 認 識 な ど の 内 的 状 態 を 反 映 し た 意 味

へ  
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第 2の 意 味 的 ・ 語 用 論 的 傾 向 ： 外 界 の 事 態 あ る い は 内 的 状 況 に 基 づ く 意 味 か

ら テ キ ス ト 内 の 関 係 を 表 す 意 味 へ  

 

第 3の 意 味 的 ・ 語 用 論 的 傾 向 ： あ る 状 態 に 対 す る 話 者 の 主 観 的 な 信 条 や 態 度

な ど を 中 心 に 表 す 意 味 へ  

（ 籾 山 ・ 深 田  2 0 0 3 :  1 2 8－ 1 2 9）  

 

ま た 、 籾 山 ・ 深 田 ( 2 0 0 3 )は 次 の よ う に 述 べ て い る 。  

 

文 法 化 は 連 鎖 的 で 段 階 性 を も つ 変 化 で あ る 。 も と も と 語 彙 的 要 素 と し て Aと

い う 意 味 ・ 機 能 を も っ て い た 要 素 （ Aの 段 階 ） が 、 あ る 段 階 で 文 法 的 な Bの

意 味 ・ 機 能 を も つ よ う に な り （ A、 Bの 共 存 段 階 ） 、 Aの 意 味 ・ 機 能 の 消 失 に

と も な っ て 、 文 法 的 要 素 と し て の Bの 意 味 ・ 機 能 が 確 立 す る （ Bの 段 階 ） 、

と い う プ ロ セ ス を 次 の よ う に 図 示 す る （ 籾 山 ・ 深 田  2 0 0 3 :  1 2 2） 。  

 

      A 

  A＞            >  B  

            B  

                                

文 法 化 の 定 義 を 、 G od  k n o w s＋ t h a t節 に 当 て て み よ う 。  

G o d  k n o w s＋ t h a t節 文 で 、 G o d  k n o w sの 文 字 通 り の 意 味 は 、 「 神 さ ま は

…知 っ て い る 」 で あ り 、 真 の 意 味 は 、 「 確 か に ･･･で あ る 」 で あ る 。 G o d  

k n o w s＋ t h a t節 文 で 、 G o d  k n o w sは 、 文 法 機 能 を 果 た せ て い な い と 考 え ら

れ る 。 例 え ば 、 補 文 の 時 制 に よ り 、 Go d  k n o w s形 式 が 変 化 で き な い し 、 ま
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た 、 Go d  k n e wと い う 句 は 、 「 確 か に ･･･で あ る 」 と い う 意 味 と し て は 、 ま

た 定 着 し て い な い 。  

 

G o d  k n o w s  t h a t  sh e  i s  a n  h o n e s t  g i r l .  

G o d  k n o w s  t h a t  sh e  w a s  a n  h o n e s t  g i r l .  

* G o d  k n e w  t h a t  sh e  w a s  a n  h o n e s t  g i r l .  

 

G o d  k n o w s＋ t h a t節 文 で 、 G o d  k n o w sは 、 む し ろ 、 副 詞 的 な 意 味 合 い を

含 意 し て い て 、 イ デ ィ オ ム 化 で あ る と 考 え ら れ る 。  

G o d  k n o w sが w h節 と 共 起 す る 場 合 を 検 証 し て み よ う 。  

 

G o d  k n o w s  w h a t  sh e  t h i n k s .  

G o d  k n o w s  w h a t  sh e  t h o u g h t .  

* G o d  k n e w  w h a t  sh e  t h i n k s .  

 

G o d  k n o w s + w h節 の 場 合 も 、 G o d  k n o w s＋ t h a t節 文 と 同 じ く 、 イ デ ィ オ

ム 化 で あ る と し か 考 え ら れ な い 。 つ ま り 、 G o d  k n o w s  + w h節 の 場 合 も 、

ま た 文 法 化 さ れ て い な い 。 補 文 を 伴 わ な い 、 G o d  k n o w sの 場 合 は 、 イ デ

ィ オ ム 化 さ れ た の か 、 文 法 化 さ れ た の か ？  

秋 元 ( 2 0 0 2 : 4 3 )は 、 文 法 化 と イ デ ィ オ ム 化 の 違 い を 次 の よ う に 説 明 し て い

る 。  

 

     g r a m m a t i c a l i z a t i o n           i d i o m a t i c i z a t i o n  

( A )    n e w  o r i e n t a t i o n            n e w  c a t e g o r i z a t i o n  

( B )    u n c o n s c i o u s                c o n s c i o u s  
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( C )    u b i q u i t o u s                 l o w  i n  f r e q u e n c y  

( D )    m e t o n y m y                  a n a l o g y  

 

                                 (秋 元 2 0 0 2： 4 3 )  

 

続 い て 、 秋 元 ( 2 0 0 2 )の 主 観 化 を 引 用 す る 。  

 

主 観 化 ( s u b j e c t i f i c a t i o n )：  

主 観 化 と は 、 「 指 示 的 、 命 題 的 意 味 か ら テ キ ス ト 的 、 感 情 表 出 的 、 あ る い

は 、 対 人 的 ( I n t e r p e r s o n a l )へ の 意 味 変 化 」 で あ る ：  

 

p r o p o s i t i o n a l  >  t e x t u a l  >  e x p r e s s i v e / i n t e r p e r s o n a l  

 

す な わ ち 、 命 題 に 対 し て 、 意 味 を 話 者 の 主 観 的 態 度 に ま す ま す 基 礎 を 置 く よ

う に な る こ と (秋 元 2 0 0 2 : 1 1 )。  

 

C O B U I LD (改 訂 新 版 )の 定 義 b )を 見 て み よ う 。  

 

b )  I f  s o m e o n e  sa y s  G o d  k n o w s  i n  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t  

k n o w  t h e  a n sw e r  t o ,  t h e y  a r e  e m p h a s i z i n g  h o w  a n g r y ,  a n n o y e d ,  o r  

d i sa p p o i n t e d  t h e y  f e e l .  

 

‘ Wh e r e  i s  h e  n o w ? ’  ‘ G o d  k n o w s . ’    

 

A :  文 字 通 り の 意 味 ： 神 さ ま は 知 っ て い る  
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B :  真 の 意 味 ： 誰 も 知 ら な い  

 

       A 

   A＞             >  B  

             B  

 

C O B U I LD (改 訂 新 版 ) b )の 説 明 が 示 す よ う に 、 補 文 を 伴 わ な い G o d  k n o w s

は 、 質 問 に 対 し て 答 え る と い う 限 ら れ た 文 脈 内 で 用 い ら れ て 、 な お か つ 、

本 来 必 要 と さ れ る 要 素 を 省 略 し て い る に も か か わ ら ず 、 〈 返 答 〉 と し て の

機 能 を 十 分 に 担 っ て い る 。 具 体 的 な 文 字 通 り の 意 味 内 容 を 伝 え る 言 語 表 現

か ら 、 会 話 を 構 築 す る と い う 文 法 的 な 機 能 を 担 う 要 素 へ と 変 化 し て き て い

る と 考 え ら れ る （ 例 ： “ Th a n k  y o u . ”に 対 す る 決 ま り 文 句 と し て の “ Yo u ’ r e  

w e l c o m e . ”の よ う な 場 合 の よ う に ） 。 さ ら に 、 「 神 は 知 っ て い る 」 と い う

具 体 的 な 意 味 で は な く 、 そ こ か ら 推 論 さ れ る 「 誰 も 知 ら な い 」 と い う 話 し

手 の 強 い 否 定 を 表 す 言 語 表 現 へ と 変 わ っ て い る と い う 点 で 、 Tr a u g o t tの

言 う 第 3の 主 観 化 の 事 例 で あ る と も 言 え 、 間 接 否 定 を 表 す 補 文 を 伴 わ な

い 、 Go d  k n o w sは 、 文 法 化 の 流 れ に 沿 っ た 用 法 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま

た 、 文 法 化 は  ‘ o r i e nt a t i o n ’の 過 程 で あ り 、 イ デ ィ オ ム 化 は  ‘ id e a ’で る 。

返 答 と し て 用 い ら れ て い る 補 文 な し の G od  k n o w sの み ‘ o r i e n t a t i o n ’、 つ ま

り 一 方 向 性 を 持 っ て お り 、 文 法 化 の 流 れ に 沿 っ た 用 法 で あ る と 判 断 で き

る 。  

 

4 . 5  ま と め  

G o dは 、 山 梨 ( 2 0 0 0 )  が 述 べ て い る 「 外 」 、 「 越 え る 」 、 「 ほ ど 遠 い 」 と

い う 空 間 表 現 と は 関 連 が な い よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 人 類 全 体 を 容 器 に
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喩 え た 場 合 、 G o d  (go d )は 、 そ の 容 器 の 「 外 」 の 存 在 で あ り 、 そ の 容 器 を

「 越 え た 」 存 在 、 あ る い は 、 そ の 容 器 か ら 物 理 的 に 「 ほ ど 遠 い 」 と こ ろ に

い る 存 在 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 意 味 で 、 間 接 否 定 の 意 味 の 発 現 に 関 わ

る 山 梨 ( 2 0 0 0 )の 指 摘 は 、 間 接 的 に で は あ る が 、 G o d  k n o w sの 間 接 否 定 の 意

味 の 成 立 に も 関 与 し て い る と 考 え ら れ る 。  

断 定 的 述 語 で あ る k no wは 、 主 節 に よ り 重 要 性 が あ る か 、 補 文 に よ り 重 要

性 が あ る か に よ り 、 ２ つ の 読 み を 持 つ 。 G o d  k n o w s  +  t h a t節 の 場 合 は 、

補 文 が 真 で あ る 解 釈 で 、 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え が 優

勢 で あ り 、 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る 。  

k n o wは 、 ま た 叙 実 的 述 語 で も あ る 。 叙 実 的 動 詞 に お い て は 、 話 者 は 補 文

( C o m p l e m e n t )  の 内 容 を 事 実 で あ る と 認 め て い る と い う （ 話 者 が 補 文 の 内

容 を 真 で あ る と 信 じ て い る こ と ） 前 提 に 立 っ て い る 。 真 の 叙 実 的 述 語 は 、

補 文 前 置 が ( C o m p l em e n t  Pr e p o s i n g )が 適 用 で き な い の に 対 し 、 半 叙 実 述

語 は 、 適 用 で き る 。 こ れ は 、 補 文 前 置 が 補 文 の 命 題 を 文 の 主 要 な 断 定 に

し 、 元 の 主 節 を 挿 入 節 ( P a r e n t h e t i c a l  C l a u se )あ る い は ２ 次 的 な も の に す

る 性 質 を 持 つ か ら で あ る 。  

“ We  w e r e  h a p p y  t h e n ,  I  t h i n k . ”  “ G o d  ( o r  H e a v e n )  k n o w s  w e  w e r e ! ”  s a i d  I .の

例 で み ら れ る よ う に 、 非 叙 実 的 ・ 弱 断 定 的 述 語 で あ る  t h i n kに 対 し て 、

叙 実 的 ・ 断 定 的 述 語 k n o wで 答 え る の で 、 相 手 の 発 話 に 対 し て 、 G o dの み

な ら ず 、 話 者 も  “ We  w e r e  h a p p y  t h e n . ”で あ る こ と を 認 め て い て 、 強 い

同 感 の 意 、 つ ま り 肯 定 の 意 味 を 伝 え る の で あ る 。  

H o o p e r - Th o m p so n ( 1 9 7 3 )、  H o o p e r ( 1 9 7 5 a )な ど で 、 断 定 が ど の よ う な と

こ ろ で 制 限 さ れ て い る の か を 論 じ て い る 。 ま ず 、 動 名 詞 や 不 定 詞 な ど の 縮

約 さ れ た 節 に は 断 定 が 生 じ な い 。 逆 に 、 断 定 の あ る 節 は 縮 約 さ れ な い 。 他

に 、 制 限 的 関 係 詞 節 (R e s t r i c t i v e  R e l a t i v e  C l a u se )や t h e  f a c t  t h a t …な ど
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の 同 格 節 ( A p p o s i t i v e  C l a u se )、 w h e n ,  b e f o r e ,  a f t e rで 導 か れ る 時 の 副 詞 節

に も 断 定 が 生 じ な い 。  

ま た 、 J . R . R o ss ( 1 9 6 7 a )  と C h o m sk y ( 1 9 7 7 a )の w h島 制 約 が Go d  k n o w s +  

w h節 の w h節 が 断 定 に な り 得 な い 理 由 を 証 明 し て い る 。 つ ま り 、 w h節 か ら

は 、 抜 き 出 し 操 作 が で き な い の で あ る 。  

従 っ て 、 G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  の w h e nが 導 く 節 に は 、 断 定 が 生 じ

な い の で 、 前 置 が で き な い 。 ゆ え に 、 G od  k n o w s  w h e n  h e  ca m e .は 、 主

節 の 主 語 G o dに だ け 、 w hoで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え に し か な り 得 な い 。

つ ま り 、 G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .と い う 答 え を 得 よ う と す る の な ら 、

Wh o  k n o w s  w h e n  he  c a m e ?で 質 問 し な け れ ば な ら な い 。 次 の よ う に 表 示

で き る 。  

 

質 問 ： Wh o  k n o w s  w h e n  h e  c a m e ?  

         ↓  

答 え ：  G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  

         ↓  

想 定 ：  Go dは pe o p l eを 否 定 す る “ 感 性 的 否 定 辞 ” で あ る 。  

         ↓  

結 論 1： Pe op l e  d o  n o t  k n o w  w h e n  h e  c a m e .  

結 論 2： N o b o d y  k n ow s  w h e n  h e  c a m e .  

結 論 3： I  d o  n o t  k n o w  w h e n  h e  c a m e .  

 

G o d  k n o w s + t h a t節 の 場 合 も 、 G o d  k n o w s + w h節 の 場 合 も 、 イ デ ィ オ ム 化

の 定 義 に 当 て は ま る 。 ゆ え に 、 両 方 の 場 合 、 イ デ ィ オ ム 化 し た と 考 え ら れ

る 。 そ れ に 対 し て 、 補 文 な し で 使 わ れ る G o d  k n o w sは 、 文 法 化 の 流 れ に 沿
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っ た 用 法 で あ る と 考 え ら れ る 。 C O B U I LD (改 訂 新 版 ) b )の 説 明 が 示 す よ う

に 、 Go d  k n o w sは 、 質 問 に 対 し て 答 え る と い う 限 ら れ た 文 脈 内 で 用 い ら れ

て 、 な お か つ 、 本 来 必 要 と さ れ る 要 素 を 省 略 し て い る に も か か わ ら ず 、

〈 返 答 〉 と し て の 機 能 を 十 分 に 担 っ て い る 。 具 体 的 な 文 字 通 り の 意 味 内 容

を 伝 え る 言 語 表 現 か ら 、 会 話 を 構 築 す る と い う 文 法 的 な 機 能 を 担 う 要 素 へ

と 変 化 し て い る （ 例 ： “ Th a n k  y o u . ”に 対 す る 決 ま り 文 句 と し て の “ Yo u ’ r e  

w e l c o m e . ”の よ う な 場 合 の よ う に ） 。 さ ら に 、 「 神 は 知 っ て い る 」 と い う

具 体 的 な 意 味 で は な く 、 そ こ か ら 推 論 さ れ る 「 誰 も 知 ら な い 」 と い う 話 し

手 の 強 い 否 定 を 表 す 言 語 表 現 へ と 変 わ っ て い る と い う 点 で 、 Tr a u g o t tの

言 う 第 3の 主 観 化 の 事 例 で あ る と も 言 え る 。  

そ れ に 対 し て 、 肯 定 の 意 味 で は 、 G o d  kn o w sは ２ 次 的 な も の で あ る ゆ

え 、 省 略 し う る の で 、 補 文 な し で 、 単 独 に は 、 用 い る こ と が で き な い の で

あ る 。  
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第 5章  I n c r e d u l i t y  Fe e l i n g  が 間 接 否 定 文 中 で の 役 割  

 

5 . 1  問 題 提 起  

第 3 章 で 、 既 に 懐 疑 心 ( In c r e d u l i t y  F e e l i n g ) を 含 ま な い 間 接 否 定 文

( 3 . 2 . 1 )、 と 否 定 的 含 意 動 詞 を 含 む 間 接 否 定 文 ( 3 . 2 . 2 )の 仕 組 み に つ い て 論

じ た 。 本 章 で は 、 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 の 仕 組 み に つ い て 考 察 す る 。  

既 に 、 第 3章 で は 、 「 懐 疑 心 」 を 次 の よ う に 定 義 し た 。  

 

懐 疑 心 ： あ る 事 柄 に 対 す る 発 話 者 の 疑 い 、 不 信 感 情 を い う 。 つ ま り 、  “ I  

d o n ’ t  b e l i e v e  w h a t  y o u  a r e  j u s t  s a y i n g . ”を 暗 に 意 味 す る 。   

 

J e sp e r se n ( 1 9 6 2 )は 、 修 辞 疑 問 文 、 N e x al疑 問 文 、 皮 肉 表 現 は 、 間 接 的 に

否 定 の 意 味 を 伝 え る と 述 べ て い る 。 し か し な が ら 、 J e sp e r sen ( 1 9 6 2 )は 、

こ れ ら の 表 現 の 仕 組 み に 関 し て は 、 言 及 し て い な い 。  

 

( 1 )  a .  “ A m  I  t h e  g u a r d i a n  o f  m y  b r o t h e r ? ”  

   b .  “ Wh o  k n o w s? ”  

       c .  G o  a n d  t e l l  t h e  m a r i n e s !   

d .  Th a t ’s  m y  f a t h e r.  ‘ G o  a l o n g ! ’ sa i d  c o o k  i n c r e d u l o u s l y .  

       e .  Mr.  C o p p er f i e l d  w a s  t e a c h i n g  m e .  

 ―  Mu c h  h e  k n e w  o f  i t  h i m se l f !  

f .  Yo u  y a w n e d .  ―  Mu c h  m y  c o m p a n y  i s  t o  y o u .  

                            ( J e sp e r se n1 9 6 2 : 2 2－ 3 1 )  

 

池 田 ( 1 9 6 7 ) も 、 修 辞 疑 問 文 、  非 難 の ネ ク サ ス ( N e xu s  o f  D e p r e c a t i o n )
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と 、 l i k e  h e l l、  l i k e  f u nを 含 む 表 現 な ど は 、 否 定 の 意 味 を 伝 え る と 述 べ

て い る が 、 こ れ ら の 表 現 の 仕 組 み に 関 し て は 触 れ て な い 。  

 

( 2 )  修 辞 疑 問  

Wh o  k n o w s?  ( = N o  o n e  k n o w s . )  

Wh a t ’s  t h e  u se ?  ( = I t  i s  n o  u se . )      (池 田 1 9 6 7 : 2 7 )  

 

( 3 )  非 難 の ネ ク サ ス (N e x u s  o f  D e p r e c a t i o n )  

I  t o  m a r r y  b e f o r e  m y  b r o t h e r  a n d  t o  l e a v e  h i m  w i t h  n o n e  t o  t a k e  

c a r e  o f  h i m !  

A n  E n g l i sh m a n  b e t r a y  h i s  c o u n t r y ?  

I  a s k  h i s  p a r d o n !  

H e  a  g e n t l e m a n !                (池 田 1 9 6 7 : 3 0 )  

 

( 4 )  L i k e  h e l l  ( = n o t  a t  a l l )  （ 主 に ア メ リ カ 英 語 で 使 用 さ れ る 。 ）  

“ D i d  y o u  g o ? ”  “ L i k e  h e l l  ( I  d i d ) . ”   

“ I  j u s t  w e n t  o u t  t o  g e t  a  b r e a t h  o f  a i r . ”  “ Yo u  d i d ,  l i k e  h e l l . ”  

A n  O x f o r d  m a n !  L i k e  h e l l  h e  i s .           (池 田 1 9 6 7 : 3 0 )  

 

( 5 )  L i k e  f u n  ( = n o t  a t  a l l )  （ 主 に ア メ リ カ 英 語 で 使 用 さ れ る 。 ）  

 “ E v e r y t h i n g  w o u l d  b e  a l l  r i g h t  t h e n . ”  L i k e  f u n  i t  w o u l d . ”  

(池 田 1 9 6 7 : 3 0 )  

 

ま ず 、 本 章 の 方 法 論 を 明 ら か に し よ う 。  
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5 . 2  方 法 論  

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 表 現 は 、 疑 い や 不 信 と い っ た 感 情 が 含 ま れ て 、 否

定 の 意 味 が 伝 達 さ れ る の で 、 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 表 現 を 発 話 の 状 況 と 切

り 離 し た 静 的 な 記 号 体 系 で は な く 、 人 間 の 行 為 ( a c t i o n )と し て 捉 え な け れ

ば な ら な い の で あ る 。 本 章 で 扱 う 、 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 表 現 は 、 話 し 手

と 聞 き 手 の 間 に 生 ず る 疑 い や 不 信 と い っ た 言 葉 の や り と り に 焦 点 が お か れ

る の で 、 語 用 論 の 観 点 が 必 須 に な る 。  

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 表 現 に は 、 疑 い や 不 信 と い っ た 話 し 手 の 感 情 が

発 話 の 中 に 含 意 さ れ て 、 否 定 の 意 味 が 伝 達 さ れ る の で 、 真 理 値 を 得 ら れ な

い 。 ゆ え に 、 一 見 論 理 学 と は 、 あ る 種 の 隔 た り が 存 在 す る よ う に 思 わ れ

る 。 し か し な が ら 、 論 理 学 は 、 「 正 し い 思 考 」 を 対 象 と す る も の で あ る 。

言 い 換 え る と 、 論 理 学 は 、 思 考 が 正 し く 行 わ れ る た め に は 、 ど の よ う に す

れ ば よ い か 、 ど の よ う な 「 思 考 の 法 則 」 に 従 わ ね ば な ら な い か と い う こ と

を 研 究 対 象 と す る の で あ る 。 本 章 の 研 究 に も 、 論 理 学 の 「 正 し い 」 考 え 方

が 必 要 に な る 。  

 

5 . 2 . 1  論 理 学 的 観 点  

武 市 ら ( 1 9 7 4： 8 5－ 8 9 )か ら 論 理 学 知 識 を 引 用 す る 。  

 

科 学 的 認 識 と は い か な る も の で あ る の か 。 こ れ に つ い て は 、 い ろ い ろ

の 角 度 か ら 考 え る こ と が で き る 。 科 学 は 一 方 で は 実 験 と 観 察 を 尊 重 し 、

他 方 、 そ れ に 基 づ い て 仮 説 ( H y p o t h e s i s )を 設 定 し 、 再 び 実 験 、 観 察 に よ

っ て そ の 仮 説 を 検 証 ( V e r i f i c a t i o n )し よ う と す る も の で あ る 。 科 学 は 個 々

の 現 象 の 観 察 と そ の 記 述 か ら 出 発 す る 。 そ し て こ の 特 殊 な 事 例 か ら 、 そ

れ ら の 事 例 に 貫 通 し て い る と 思 わ れ る 普 遍 的 知 識 を 仮 説 と し て 設 定 す
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る 。 こ の よ う に 、 設 定 さ れ た 仮 説 は 仮 説 で あ る か ぎ り 、 そ の 真 理 性 が 検

証 さ れ ね ば な ら な い 。 即 ち 、 新 し い 観 察 、 実 験 に よ っ て 、 そ の 正 し さ が

保 証 さ れ ね ば な ら な い 。 し か し 、 普 遍 的 な 主 張 を 、 そ の ま ま 検 証 す る こ

と は で き な い 。 ど う し て も 、 そ の 普 遍 的 な 知 識 か ら 、 実 際 に 観 察 、 実 験

で き る 特 殊 な 事 例 を 演 繹 し 、 そ れ を 検 証 す る の で な け れ ば な ら な い 。 そ

の 過 程 を 繰 り 返 し て い く こ と に よ っ て 、 普 遍 的 主 張 の 確 実 性 は 増 大 さ れ

る の で あ る 。  

科 学 的 認 識 は 、 こ の よ う に 観 察 、 実 験 か ら 帰 納 的 に 得 ら れ た 普 遍 的 仮 説

を 、 演 繹 的 に 他 の 同 種 の 特 殊 な 事 例 に 適 用 す る こ と に よ っ て 次 第 に 真 理

性 を 増 進 さ せ て 行 く 認 識 で あ る 。  

科 学 的 認 識 は 、 経 験 か ら 得 ら れ た 普 遍 的 知 識 を 仮 説 と し て 立 て 、 そ の 仮

説 を 再 び 経 験 に よ っ て 検 証 す る こ と に よ っ て 、 そ の 普 遍 的 知 識 の 真 理 性

を 増 大 さ せ て 行 こ う と す る も の で あ る 。 そ の 際 、 帰 納 的 推 理 は 、 特 殊 な

事 例 か ら 普 遍 的 な 仮 説 を 低 次 の 確 実 性 を も っ て 導 き 出 し 、 演 繹 的 推 理

は 、 そ の 仮 説 を 新 し い 事 例 に 適 用 し 、 検 証 へ の 道 を ひ ら く の で あ る 。 帰

納 と 演 繹 と は 、 決 し て 対 立 す る も の で は な く 、 科 学 的 認 識 は 両 者 を 共 に

含 み 、 両 者 の 協 力 に よ っ て 、 は じ め て 可 能 と な る の で あ る 。  

 

内 田 ら ( 2 0 0 7 : 5－ 6 )の 観 点 も 取 り 入 れ る 。  

 

「 科 学 的 」 と は 「 根 拠 な き 感 想 や 意 見 だ け に 終 わ ら な い 」 と い う こ と を

意 味 す る 。 で は 理 由 や 根 拠 と は ど の よ う に す れ ば 確 固 た る も の に な っ て

い く の か ？ 一 つ は 反 対 が 出 に く い と い う こ と が 大 事 で あ り 、 も う 一 つ は

あ ら ゆ る 事 象 を 想 定 し た 上 で 、 よ く 吟 味 さ れ て い る と い う こ と が 必 要 で

あ る 。 ま さ に こ れ が 「 科 学 的 」 と 呼 ば れ る 研 究 手 法 へ の 入 口 で あ る 。 と
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こ ろ で 科 学 に は 、 実 際 に 可 視 的 な 状 況 で 実 験 を す る こ と か ら 得 ら れ る デ

ー タ を 基 に 、 最 も 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 方 向 へ 議 論 を 推 進 し て い く 方

法 が あ る 。 こ れ に 対 し て 、 可 視 的 な 状 況 で は 実 験 が 不 可 能 で あ る ゆ え

に 、 そ れ に 代 わ っ て 、 想 像 的 な 仮 定 を す る こ と に よ り 、 よ り 妥 当 性 の 高

い 方 向 へ 議 論 を 展 開 し て い く 方 法 も あ る 。 生 物 学 、 化 学 な ど は 前 者 を 代

表 す る 学 問 分 野 で あ り 、 物 理 学 や 論 理 学 を は じ め と し て 、 言 語 学 も 後 者

に 属 す る も の が 多 い 。  

「 あ る 仮 説 Aを 立 て て 、 検 証 を す る 。 反 例 が 出 れ ば 仮 説 を 修 正 し て い く

し 、 何 も 反 例 が 出 て こ な け れ ば 、 仮 説 Aは よ り 妥 当 な 説 と し て 確 立 さ れ

る 」 と い う 方 法 論 で あ る 。 こ れ を 言 語 学 研 究 に 応 用 す る と 、 「 一 般 性 の

あ る 仮 説 を 提 案 し て そ の 仮 説 に 照 ら し 合 わ せ る と 処 理 で き な い 言 語 現 象

が 出 て き た 場 合 に は 、 そ の 説 を 修 正 し て 、 よ り 精 度 の 高 い 仮 説 を 構 築 し

て い く 」 と い う 方 法 で あ る 。  

 

内 田 ら ( 2 0 0 7 : 6 )の 図 は 、 上 の 理 論 を 一 目 瞭 然 に 表 し て い る 。  

 

仮 説 A― 検 証 ― 反 例 な し ― O K 精 度 を 保 証 さ れ た 仮 説  

       反 例 あ り   

仮 説 Aを 修 正 ― 仮 説 A ’  

 

   検 証 ― 反 例 な し ― OK 精 度 を 保 証 さ れ た 仮 説  

       反 例 あ り   

仮 説 A ’を 修 正 ― 仮 説 A ’ ’･･････  

 

大 沼 ( 1 9 7 5 )は 、 言 語 学 と 語 法 研 究 に 意 義 あ る 方 法 論 を 提 供 し て い る 。  
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5 . 2 . 2  大 沼 ( 1 9 7 5 )  

大 沼 ( 1 9 7 5 : 3－ 2 6 )は 、 語 法 研 究 は 言 語 学 研 究 の ひ と つ の 過 程 と な る べ き

で あ る と 主 張 し て い る 。  

 

言 語 学 と 語 法 研 究 は 互 い 相 容 れ な い 研 究 領 域 に な っ て い る 観 が あ る 。 い く

つ か の 貴 重 な 例 外 は あ る に せ よ 、 と か く 、 言 語 の 或 る 個 別 的 な 現 象 を 捉 え 、

そ れ と 表 層 構 造 上 連 関 す る 事 例 を 傍 証 と す る こ と は あ っ て も 、 な お そ の 限 度

内 で 断 片 的 な 説 明 に 始 終 し て い る の が 通 例 で あ る 。 そ の 説 明 に 仕 組 み や 制 約

等 を 仮 定 し な が ら 、 さ ら に そ れ ら を 広 げ て 一 般 化 の 方 法 へ 進 も う と す る 志 向

や 、 あ る い は 、 逆 に 、 言 語 事 実 か ら 洞 察 さ れ た 仮 説 を 既 に も っ て い て 、 そ の

妥 当 性 を 検 証 す る 過 程 な ど と し て 個 別 的 な 現 象 を 説 明 し よ う と す る 態 度 に 欠

け て い る 。 そ の ゆ え に 、 言 語 学 者 は 語 法 学 者 を “木 を 見 て 森 を 見 ざ る 者 ”と 評

価 し て い る 。 一 方 、 語 法 研 究 者 は 言 語 学 者 を “木 も 見 ず に 森 ば か り 見 よ う と

す る ”と 批 判 し て い る 。  

語 法 研 究 が 包 括 的 視 野 や そ れ に 裏 づ け ら れ た 洞 察 に 満 ち た か た ち で 続 け ら

れ て い く と き 、 語 法 研 究 が 実 学 面 へ の 寄 与 と い う こ と 以 上 の 積 極 的 意 味 を も

つ よ う に な る こ と は 必 至 で あ り 、 言 語 学 と 語 法 研 究 を 繋 ぐ m i s s i n g  l i n kは お

の ず か ら 現 れ る と 考 え る 。  

デ ー タ に 見 ら れ る 言 語 使 用 上 の 条 件 や 制 約 な ど の 特 性 を 、 言 語 形 式 の 面 か

ら だ け で な く 、 言 語 の 使 用 に 干 与 し て く る 要 因 面 か ら も 措 定 し 、 さ ら に そ れ

ら が ど の よ う な 性 質 の も の で あ り 、 ど の よ う な 原 理 を 仮 説 す る こ と に よ っ て

包 括 的 な 説 明 が 可 能 に な る か と い う こ と が 中 心 課 題 に な る 。  

言 語 現 象 で 、 関 連 し て く る 現 象 を 含 め 体 系 化 を 志 向 し 、 な ぜ と い う 設 問 を

み ず か ら に 絶 え ず 発 し て い く こ と に よ っ て 、 研 究 を 深 化 さ せ 、 一 定 の 段 階 か
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ら 仮 説 と 演 繹 の 操 作 を 使 っ て い く こ と に よ っ て 、 始 め て 言 語 の 仕 組 み 一 般 を

窺 知 す る 上 で 実 質 的 な 貢 献 を 行 な い う る も の に す る こ と が 可 能 に な る 。 広 い

視 座 か ら の 言 及 が 行 わ れ る と き 、 語 法 研 究 は 言 語 学 の ひ と つ の 過 程 と 同 一 も

の と な る 。  

科 学 一 般 に つ い て 考 え ら れ る 理 論 構 成 の 基 本 的 な 仕 組 み ：  

 

［ ( P ＝  L )→  C］ ＝  O  

 

P： 前 提 な い し 仮 説  

L： 理 論 体 系 な い し 学 問 的 方 法  

C： 結 論  

O： 観 察  

矢 印 ： 干 与 の 仕 方  

 

理 論 を つ く る に 当 っ て は 、 一 般 に 多 く の O、 つ ま り デ － タ を も と に し て 或 る

仮 説 を た て 、 Lを 考 慮 に 入 れ な が ら そ れ に 修 正 を 加 え 、 Cを 出 し 、 そ の Cに 基

い て O全 部 を 説 明 し う る か ど う か が 検 証 さ れ 、 必 要 に 応 じ て Cや Pに 修 正 が 加

え ら れ る 。  

こ の 図 式 に 則 し て 言 え ば 、 言 語 使 用 上 の 条 件 や 制 約 等 を 可 能 な 限 り 詳 し く

注 記 し た 興 味 あ る デ ー タ を 提 示 す る こ と に よ っ て 、 こ の Oの 面 で 語 法 研 究 が

貢 献 す る と こ ろ は 大 き い し 、 L、 Pに 関 す る 理 解 を 深 め る こ と に よ っ て 、 語 法

研 究 自 体 が ひ と つ の 理 論 体 系 を 構 成 し う る も の に な り う る 。 た だ 、 P、 C、 L

の 側 か ら 切 断 さ れ た か た ち で 、 そ れ ら と は 無 関 係 に Oの 個 所 の み に 埋 没 し て

し ま う こ と は 、 こ れ ま で 、 示 唆 し て き た 語 法 研 究 の レ ベ ル ・ ア ッ プ に は 繋 が

り が た く 、 語 法 研 究 の 局 地 性 を 深 め る だ け の も の に な っ て し ま う だ ろ う 。  



 120 

 

大 沼 ( 1 9 7 5 : 1 0－ 11 )は 、 例 文 を 用 い て 言 語 学 と 語 法 研 究 を 結 び つ け る 方 法

を 示 唆 し て い る 。  

 

《 例 》 t w o  l e c t u r e s  a g o  と  H e  g o t  k i l l e d  a  f e w  b o m b a r d m e n t s  a g o .こ の 表

現 が ど う し て 可 能 な の か ？  

 

①  Oの 段 階 ： デ ー タ を 分 析 す る 。  

  t w o  l e c t u r e s  a g o   

   H e  g o t  k i l l e d  a  f e w  b o m b a r d m e n t s  a g o .    

 

②  Pの 段 階 ： 仮 説 を 立 て る 。  

    本 来 時 間 的 な ダ イ ク シ ス 関 係 を 示 す も の で は な い N Pが 、 或 る 一 定 の 状

況 に お い て 時 間 的 ダ イ ク シ ス を 示 す 。 （ 統 語 論 か ら ）    

 

③  Lの 段 階 ：  

他 の デ ー タ と 関 連 さ せ 、 状 況 を 説 き ､語 用 論 的 制 約 を 記 述 す る 。  

       O n e  s h a v e  a g o .  

       I  m a d e  a  c a l l  o n  t h e  m a n  o f  G o d  a  f e w  S u n d a y s  a g o .  

       I  s a w  a  g a s  s t a t i o n  a  f e w  m i l e s  a g o .  

 

④ Cを 出 す ： N P  x  a g oと い う ひ と つ の 共 起 の 型 に お い て 、 a g oに は 、 一 定 の

条 件 の も と で 先 行 す る N Pを 、 時 間 的 単 位 を 示 す N Pに 移 行 す る 。  

 

⑤ 語 法 研 究 か ら 言 語 学 へ 繋 ぐ m i s s i n g  l i n kの 発 見 ： 自 然 言 語 に お け る 意 味 素
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性 の 移 転 、 消 去 、 付 加 等 の メ カ ニ ズ ム を 考 察 す る 上 で ひ と つ の 興 味 あ る

材 料 に な る 。  

 

⑥ 自 然 言 語 に お け る 理 論 か ら 関 連 語 法 に 対 す る 干 与 ：  

   N P  x  l a t e rや N P x  a w a yに お い て も 意 味 素 性 が 生 じ る 。  

 

5 . 2 . 3  本 論 の 流 れ  

驚 き 、 興 奮 、 怒 り な ど と い っ た 人 間 の 感 情 は 、 人 間 の 表 情 や ジ ェ ス チ

ャ ー な ど で 、 あ る 程 度 相 手 に 示 す こ と が で き る 。 懐 疑 心 も 人 間 の 感 情 に 属

す る の で 、 そ の 人 の 表 情 で 感 じ 取 れ る 場 合 が あ る 。 本 論 で 扱 う 、 懐 疑 心 を

含 む 間 接 否 定 文 は 、 人 間 の 表 情 や ジ ェ ス チ ャ ー な ど の 外 的 要 素 を 取 り 除 い

て 、 発 し た 言 葉 だ け に 焦 点 を 置 く 。  

5 . 3節 の 発 話 の 意 味 で 、 発 話 、 発 話 行 為 、 間 接 発 話 行 為 、 発 話 意 図 を 考

察 す る 。 発 話 は 、 使 用 さ れ る 文 脈 に よ っ て 、 派 生 的 意 味 が 生 じ る 場 合 が あ

る 。 グ ラ イ ス の 会 話 の 協 調 原 則 、 関 連 性 理 論 、 派 生 的 意 味 の 慣 用 化 の 度

合 、 程 度 の 高 い 表 現 と 皮 肉 的 意 味 な ど を 語 用 論 の 観 点 か ら 検 討 し 、 こ れ ら

の 語 用 論 的 観 点 で 、 5 . 4節 の 反 語 、 非 難 の ネ ク サ ス 、 皮 肉 な ど 懐 疑 心 を 含

む 間 接 否 定 表 現 の 仕 組 み を 研 究 す る 。  

 

5 . 3  発 話 の 意 味  

言 葉 の や り と り を 通 じ て 何 か を 実 現 し よ う と す る の か 話 し 手 の 意 図 で あ

る 。 話 し 手 は 自 分 の 意 図 を 実 現 す る た め に 多 様 な 方 策 ( s t r a t e g y )を 使 用 す

る 。 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 で 、 「 懐 疑 心 」 と い う 方 策 が 用 い ら れ て い

る 。 し か し 、 こ の よ う な 発 話 で あ っ て も 、 話 し 手 の 「 懐 疑 心 」 を 聞 き 手 側

が 察 知 で き な い の な ら 、 言 葉 の や り と り は 成 功 し な い の で あ る 。  
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5 . 3 . 1  発 話  

1 .  発 話  

文 は 、 そ れ が 実 際 に 使 わ れ る か ど う か に 関 係 な く 存 在 し 、 あ る 種 の 「 意

味 」 を 持 っ て い る 。 発 話 は 、 何 か を 伝 え る （ ＝ 伝 達 す る ） た め に 発 せ ら れ

る 言 葉 で 、 発 せ ら れ な け れ ば 存 在 し な い 。 発 話 の 6 W1 H  と で も い う べ き

情 報 は 重 要 で あ る 。 つ ま り 、 〈 発 話 の 内 容 ( w h a t )〉 は も ち ろ ん の こ と 、

〈 い つ ( w h e n ) 〉 、 〈 ど こ で ( w h e re ) 〉 、 〈 誰 が ( w h o ) 〉 、 〈 誰 に 対 し て

( w h o )〉 、 〈 な ぜ ( w hy )〉 、 〈 ど の よ う に し て ( h o w )〉 、 そ の 発 言 を 行 っ た

の か と い う こ と で あ る 。 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 で 用 い ら れ て い る 発 話 に

お い て は 、 発 話 の 意 味 解 釈 に 、 よ り 重 み が 置 か れ る よ う に 思 わ れ る 。  

発 話 の 意 味 に は 、 ３ つ の 種 類 が あ る (今 井 2 0 0 1 : 4－ 7 )：  

 

1 )解 読 意 味 － 発 話 と し て 使 わ れ る 文 、 つ ま り 言 語 形 式 を 「 解 読 」 し て 得 ら れ

る も の で あ る 。  

 

2 )明 意 ( E x p l i c a t u r e )― 聞 き 手 が 、 コ ン テ ク ス ト に 照 ら し た 推 論 ( I n f e r e n c e )を

行 う こ と に よ り 、 初 め て 到 達 で き る も の で あ る 。  

 

3 )暗 意 ( I m p l i c a t u r e )― 一 般 的 見 方 を 前 提 と し て 、 推 論 の み に よ っ て 得 ら れ る

解 釈 で 、 「 言 外 の 意 味 」 で あ る 。  

 

今 井 ( 2 0 0 1 : 7 )は 、 次 の よ う な 例 を 用 い て 解 釈 し て い る 。  

 

Aと Bが 、 な か な か 来 な い バ ス を 待 っ て い る 。 ２ 人 と も 酒 好 き で 、 い つ も 飲



 123 

む 口 実 を 探 し て い る タ イ プ で あ る 。 加 え て バ ス 停 の す ぐ そ ば に は お で ん 屋 が

屋 台 を 出 し て い る 。 こ う い う 状 況 で 、 Aが Bに ( i )を 発 す る 。  

 

( i )  今 夜 は 冷 え る ね え 。  

 

Bと し て は 、 Aが そ の よ う な 既 知 の 事 実 を わ ざ わ ざ Bに 伝 え よ う と し て い る

は ず は な い こ と を 知 っ て い る 。 だ か ら Bは 即 座 の 推 論 で 、 Aが 言 い た い の は

( i i )で あ る と 結 論 す る 。  

 

( i i )  一 杯 や っ て 行 こ う じ ゃ な い か 。  

 

( i )は 明 意 で 、 ( i i )は ( i )の 暗 意 で あ り 、 伝 達 の 上 で は ( i )よ り も 重 要 で あ る と  

言 え よ う 。 ( i ) を 経 由 せ ず に 初 め か ら ( i i ) を 口 に 出 し て 言 っ て も 意 図 は 通 じ

る 。 だ が 、 人 間 は し ば し ば こ う い う 間 接 的 な 物 言 い を す る も の だ 。 「 言 わ ず

語 ら ぬ 我 が 心 」 式 の し ゃ べ り 方 を す る の で あ る 。 ( i )の 発 話 者 Aは 、 い か に 相

手 Bが 同 僚 で 酒 飲 み 仲 間 と は い え 、 ( i i )の よ う な 直 裁 的 な 言 い 方 を す る の が 何

と な く 気 恥 ず か し か っ た か ら 、 ( i )を 使 っ た の だ と 言 え る だ ろ う 。 こ の こ と か

ら 、 一 般 的 に 、 人 は 言 い に く い こ と を 伝 え た い と き は 遠 回 し の 言 い 方 を す る

傾 向 が あ る 。  

 

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 の 例 文 を み て み よ う 。  

 

( 6 ) ( = 1 a )  “ A m  I  t h e  g u a r d i a n  o f  m y  b r o t h e r ? ”  

 

( 6 )は 、 『 聖 書 』 の 「 創 世 記 」 、 カ イ ン と ア ベ ル の 物 語 か ら 引 用 し た 発 話
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で あ る 。  

 

ア ダ ム と 妻 エ バ に は 、 長 男 カ イ ン と 次 男 ア ベ ル が い る 。 カ イ ン は 、 土

を 耕 す 者 で 、 ア ベ ル は 羊 を 飼 う 者 と な る 。 カ イ ン は 土 の 実 り を 、 ア ベ ル

は 羊 の 群 れ の 中 か ら 肥 え た 初 子 を 神 様 の も と に 、 捧 げ も の と し て 持 っ て

来 た 。 神 様 は 、 ア ベ ル と そ の 捧 げ も の に は 目 を 留 め ら れ た が 、 カ イ ン と

そ の 捧 げ も の に は 目 を 留 め ら れ な か っ た 。 カ イ ン が 激 し く 怒 っ た の で 、

神 様 は カ イ ン を 叱 っ た 。 嫉 妬 し た カ イ ン は 野 原 で ア ベ ル を 殺 し た 。 あ る

日 、 神 様 は カ イ ン に 問 う 。 “ お 前 の 弟 ア ベ ル は 、 ど こ に い る の か 。 ” カ

イ ン は 答 え た 。 “ 知 り ま せ ん 。 わ た し は 弟 の 番 人 で し ょ う か ？ ” カ イ ン

の こ の 発 話 が ( 6 )で あ る 。  

 

発 話 ( 6 )の ３ つ の 意 味 を 考 え て み よ う 。  

 

1 )解 読 意 味 ： ( 6 )は 、 カ イ ン が 発 し た 言 葉 で あ る 。 こ の 発 話 を 「 解 読 」 し

て み よ う 。 こ の 発 話 の 言 語 形 式 は 、 一 般 疑 問 文 で 、 主 語 は  

“ I ”、 述 語 は  “ a m ”で 、 “ t h e  g u a r d i a n  o f  m y  b r o t h e r ”は 補 語

で あ る 。 解 読 意 味 は 、 ( 7 )  で あ る 。  

 

( 7 )  “ わ た し は わ た し の 弟 の 番 人 で し ょ う か ？ ”  

 

2 )明 意 ( E x p l i c a t u r e )： コ ン テ ク ス ト を 下 敷 き に し て 、 推 論 ( In f e r e n c e )を

行 う 。 “ わ た し ” は “ カ イ ン ” で あ る 。  ( 6 )の 明 意

は 、 ( 8 )の よ う に 推 論 す る 。  
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( 8 )  コ ン テ ク ス ト ： カ イ ン は 、 彼 の 弟 の 兄 で あ る 。  

              ↓  

ゆ え に 、 結 論 ： カ イ ン は 彼 の 弟 の 番 人 で は な い 。  

 

3 )暗 意 ( I m p l i c a t u r e )： 一 般 的 見 方 を 前 提 と し て 、 推 論 の み に よ っ て 得 ら

れ る 解 釈 で 、 暗 意 、 つ ま り 、 「 言 外 の 意 味 」 は 、

( 9 )の よ う に 推 論 す る 。  

 

( 9 )  質 問 ： “ お 前 の 弟 ア ベ ル は 、 ど こ に い る の か 。 ”  

                       ↓  

答 え ： “ わ た し は 弟 の 番 人 で し ょ う か ？ ”  

↓  

コ ン テ ク ス ト ： カ イ ン は 、 彼 の 弟 の 兄 で あ る 。  

↓  

前 提 (明 意 )： カ イ ン は 、 彼 の 弟 の 番 人 で は な い 。  

               ↓  

結 論 (暗 意 )： カ イ ン は 、 彼 の 弟 が ど こ に い る の が 知 ら な い 。  

 

発 話 の 解 釈 に は 、 ま ず 、 発 話 と い う 明 確 な 出 発 点 が 与 え ら れ て い る 。 発

話 の 持 つ 言 語 形 式 が か な り は っ き り し た 手 掛 か り に な る し 、 こ れ を コ ン テ

ク ス ト に 照 ら し て 推 論 を 行 う こ と に よ り 、 結 論 が 得 ら れ る 。 発 話 に よ っ て

表 現 さ れ る 「 感 情 表 出 」 、 「 要 求 」 、 「 断 定 」 と 言 っ た 言 語 行 動 は 、 発 話

行 為 で あ る 。  

 

2 .  発 話 行 為  
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発 話 行 為 と は 、 話 し 手 が 発 話 を 通 じ て 行 う 多 種 多 様 な 社 会 行 動 の こ と で

あ る 。 話 し 手 は 、 発 声 （ 音 声 行 為 ） を 通 じ て 、 個 別 言 語 の 文 法 に か な っ た

作 法 で 発 話 し （ 用 語 行 為 ） 、 そ れ に よ り 何 ら か の 意 味 を 伝 達 す る （ 意 味 行

為 ） 。 こ れ が 発 話 行 為 の す べ て で あ る 。 発 話 か ら 生 ず る 効 力 を 発 話 内 の 力

( I l l o c u t i o n a r y  Fo r c e ,  I F )と 呼 ぶ 。  

発 語 内 行 為 が ｢発 語 と 同 時 に 遂 行 す る 行 為 ｣で あ る の に 対 し て 、 発 話 媒 介

行 為 は ｢発 話 を 通 じ て 遂 行 す る 行 為 ｣と さ れ る 。  

発 語 媒 介 行 為 と は 、 話 し 手 が 発 話 に よ り 、 何 ら か の 効 果 を 生 み 出 す こ と

を 言 う 。 発 話 に は 、 必 ず 伝 達 、 説 得 、 注 意 な ど 何 ら か の 目 的 が あ る 。 発 話

を 通 じ て こ れ ら の 目 的 を 達 成 す る こ と も 発 話 媒 介 行 為 の ひ と つ で あ る し 、

発 話 に 対 し て 聞 き 手 が 何 ら か の 感 情 を 抱 く と い う こ と も 発 語 媒 介 行 為 の ひ

と つ と み な し う る 。  

「 侮 辱 す る 」 遂 行 文 ( I  i n su l t  y o u . )は 存 在 し な い 。 こ れ は 、 「 侮 辱 」 と

い う 行 為 は 、 発 語 媒 介 行 為 で し か あ り え な い こ と を 示 し て い る 。 発 語 媒 介

行 為 と は 、 相 手 の 心 理 に 対 す る 影 響 （ 驚 き 、 恐 れ 、 喜 び な ど ） と さ れ て い

る 。 こ れ は 、 出 来 事 の 流 れ の 中 で 、 言 語 行 為 、 非 言 語 行 為 、 あ る い は 心 理

的 反 応 は 、 お 互 い に 関 連 を も っ て 繋 が っ て い る こ と を 示 し て い る 。  

内 田 ら ( 2 0 0 7 : 1 0 1－ 1 0 3 )の 解 釈 を 考 察 す る 。  

 

断 定 文 を 用 い て 、 ま わ り く ど く 聞 き 手 に 行 動 を 促 す と い う 行 為 も 発 語 媒 介

行 為 と み な さ れ る こ と が で き る 。 次 の 発 話 に よ り 、 聞 き 手 に 窓 を 閉 め る よ う

要 求 す る 場 面 を 考 え て み よ う 。  

 

《 例 》 ： I t ’s  c o l d  i n  h e r e .  
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話 し 手 は 、 聞 き 手 に 窓 を 閉 め さ せ る こ と を 意 図 し な が ら も 、 行 為 の 上 で は

｢断 定 ｣を 行 っ て い る も の と み な さ れ る 。 仮 に 、 聞 き 手 が 話 し 手 の 隠 れ た 意 図

を 察 し て 窓 を 閉 め た と し て も 、 そ れ は あ く ま で も ｢断 定 ｣に 付 随 す る 発 語 媒 介

的 効 果 に す ぎ な い 。  

 

《 例 》 ： T h e r e  i s  a  b a l l  i n  t h e  f i e l d .  

 

上 の 発 話 は 、 状 況 に 応 じ て 「 警 告 」 と も 「 約 束 」 と も 解 釈 で き る 。 仮 に 、

話 し 手 が こ の 文 を 「 警 告 」 と し て 発 話 し 、 聞 き 手 も そ の 通 り に 理 解 し 、 相 応

の 行 動 を と っ た も の と し よ う 。 こ の 限 り に お い て 、 こ の 発 話 は 「 警 告 」 と し

て の I Fを 持 つ こ と に な る 。  

 

I  w a r n  t h a t  t h e r e  i s  a  b a l l  i n  t h e  f i e l d .  

 

次 の 例 文 を 考 え て み よ う 。  

 

( 1 0 ) ( = 1 b )  “ Wh o  k n o w s ? ”  

 

( 1 0 )の 発 話 は 、 状 況 に 応 じ て 「 疑 問 」 と も 「 否 定 」 と も 解 釈 で き る 。

( 1 0 )が 「 疑 問 」 と し て の  I F持 つ 場 合 だ け に 、 発 語 内 行 為 と し て 見 な さ れ

る こ と が で き る 。  

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 と し て 用 い ら れ て い る 場 合 、 ( 1 0 )は 、 答 え を 求

め な い 修 辞 疑 問 文 で 、 ‘ I  d o  n o t  k n o w. ’、 あ る い は ‘N o b o d y  k no w s . ’と い う

意 味 で 用 い ら れ て い る 。  修 辞 疑 問 文 と し て の ( 1 0 )は 、 発 語 と 同 時 に 、 ‘ I  

d o  n o t  k n o w. ’、 あ る い は ‘ No b o d y  k n o w s . ’、 と い う 行 為 が 遂 行 さ れ る こ と
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が で き な い の で 、  発 語 内 行 為 で は な い 。  

ま た 、 話 し 手 が ‘ I  do  n o t  k n o w. ’、 あ る い は ‘ N o b o d y  k n o w s . ’と い う 意 味

で 、 ( 1 0 )を 発 し た の で あ る な ら ば 、 ( 1 0 )を 通 じ て 、 話 し 手 は 、 「 否 定 」 と

い う 効 果 を 聞 き 手 に 直 接 に 抱 か せ る こ と が 出 来 な い 。 ゆ え に 、 発 話 媒 介 行

為 と し て も 見 な さ れ る こ と が で き な い の で あ る 。  

( 1 0 ) が 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 と し て 用 い ら れ た 場 合 、 ( 1 0 ) は 、 「 否

定 」 と し て の I Fを 持 つ こ と に な り 、  間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。  

 

3 .  間 接 的 発 話 行 為 ( In d i r e c t  S p e e c h  A c t )  

間 接 的 発 話 行 為 に は 、 多 彩 な 言 語 行 為 が 含 ま れ る 。 発 話 ( 11 a )に よ り 、

｢断 定 ｣を 行 う 行 為 を 直 接 的 発 話 行 為 ( D i r e c t  S p e e c h  A c t )と い う 。 直 接 的 発

話 行 為 は 、 発 話 形 式 か ら 予 測 さ れ る 通 り の I Fを 持 つ と い う 意 味 で 直 接 的

な の で あ る 。 I Fは 発 話 に 際 し て 、 何 ら か の 意 図 を 心 に 抱 く と い う 話 し 手

の 心 的 態 度 か ら 生 ず る 。  

 

( 11 )  a .  I t ’s  c o l d  i n  h e r e .  

b .  I  r e q u i r e  y o u  t o  c l o se  t h e  w i n d o w.  

 

( 11 a ) は 、 特 定 の コ ン テ ク ス ト に お い て ( 11 b ) と ほ ぼ 同 じ 働 き を 持 つ 。

( 11 a )に よ っ て 「 要 求 」 を 行 う と き 、 断 定 文 は 、 ｢断 定 ｣に 加 え て ｢要 求 ｣の

I Fを も 併 せ 持 つ と み な さ れ る の で あ る 。 こ の タ イ プ の 言 語 行 為 は 、 ひ と

つ の 発 話 内 行 為 を 通 じ て 、 別 の 発 話 内 行 為 を 遂 行 す る と い う 意 味 で 、 間 接

的 発 話 行 為 と 呼 ば れ る 。  

( 11 a )の 発 話 が 間 接 的 に ｢要 求 ｣の I Fを 持 つ と し て も 、 I Fの 認 定 に は 、 あ る

一 定 の 基 準 が 必 要 で あ る 。 仮 に 話 し 手 が ｢こ こ は 肌 寒 い ｣と い う 命 題 を ｢断
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定 ｣す る 目 的 で ( 11 a ) を 発 話 し た の に 、 聞 き 手 が 誤 っ て ( 11 b ) と 等 価 の ｢要

求 ｣と 理 解 し 、 窓 を 閉 め た と し よ う 。 こ の 場 合 、 話 し 手 は 、 間 接 的 発 話 行

為 を 行 っ た と 判 断 で き な い 。 こ の 行 為 は 、 あ く ま で も 発 語 媒 介 行 為 に す ぎ

な い 。  

 

( 1 2 )  A :  Wh y  d o n ’ t  y o u  j u s t  u se  a  k e y  t o  o p e n  t h e  d o o r ?  

B :  B e c a u se  t h e r e ’s  n o  k e y.  

 

( 1 3 )  A :  Yo u  c l u m sy  o a f !  Wh y  d o n ’ t  y o u  w a t c h  w h e r e  y o u ’ r e  go i n g ?  

B :  S o r r y !  

 

( 1 2 ) は 、 疑 問 文 に よ っ て 、 ｢質 問 ｣を 行 う 行 為 で 、 直 接 的 発 話 行 為 で あ

る 。 他 方 、 ( 1 3 )の Aの 発 話 は 、 理 由 を 尋 ね て い る も の と は 解 釈 で き な い 。

話 者 Aは 、 ｢質 問 ｣を し な が ら 間 接 的 に ｢要 求 ｣を 行 っ て い る こ と に な る 。 つ

ま り 、 ( 1 3 )は 、 疑 問 文 に よ っ て 「 質 問 」 以 外 の 行 為 を 行 う の で 、 間 接 的 発

話 行 為 に な る 。  

( 1 0 )は 、 疑 問 文 に よ っ て 、 「 質 問 」 以 外 の 行 為 、 つ ま り 「 否 定 」 を 行 な

う 行 為 で 、 間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。 仮 に 、 話 し 手 が ｢否 定 ｣と い う 命 題 を 遂

行 す る 目 的 で ( 1 0 )を 発 話 し た の に 、 聞 き 手 が 誤 っ て 「 疑 問 」 と 等 価 の ｢質

問 ｣と 理 解 し 、 答 え を し た と し て も 、 こ の 行 為 は 間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。

( 1 0 )の 間 接 発 話 行 為 は 、 そ の 行 為 自 体 が 聞 き 手 に 対 す る 押 し 付 け で あ る と

感 じ ら れ る と き に 、 談 話 の 流 れ の 中 で 、 間 接 的 に 「 否 定 」 と い う 発 話 意 図

を 行 っ た の で あ る 。  

 

4 .  発 話 意 図  
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G r i c e ( 1 9 8 9 )に よ れ ば 、 話 者 Sが 発 話 Uに よ っ て あ る 命 題 を 意 味 N Nす る と

言 え る の は 、 話 者 Sが 発 話 Uに よ っ て 聞 き 手 Aに 反 応 Rを 生 じ さ せ る こ と を

意 図 (意 図 1 )し 、 ま た 、 聞 き 手 Aに 意 図 1 を 認 識 さ せ る こ と を 意 図 (意 図 2 )

し 、 さ ら に 、 聞 き 手 Aが 話 者 Sの 意 図 1認 識 す る こ と が 反 応 Rの 引 き 金 と な

る よ う 仕 向 け る こ と を 意 図 (意 図 3 )す る 行 為 に 限 ら れ る 。 こ れ ら ３ 種 類 の

意 図 が [意 味 N N ]の 必 須 用 件 で あ る 。 こ こ で 注 意 す べ き 点 は 、 反 応 Rが 必 ず

反 応 Rの 実 現 を 目 指 す Sの 意 図 を Aが 認 識 す る こ と に よ っ て 生 ず る と い う 図

式 で あ る 。 聞 き 手 Aが 意 図 2を 認 識 す る こ と を 意 図 (意 図 4 )す る 。 つ ま り 、

意 図 4と は 、 話 し 手 が 自 ら の 発 話 の 意 図 を 聞 き 手 に 明 言 す る 意 図 で あ る (内

田 ら 2 0 0 7 : 11 2－ 11 3 )。  

 

意 図 1： 話 者 Sが 発 話 Uに よ っ て 聞 き 手 Aに 反 応 Rを 生 じ さ せ る こ と を 意 図

す る こ と  

意 図 2： 話 者 Sが 聞 き 手 Aに 意 図 1を 認 識 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と  

意 図 3： 聞 き 手 Aが 意 図 1を 認 識 す る こ と が Aの 示 す 反 応 Rの 直 接 的 契 機 ま た

は 契 機 の 一 部 と な る こ と を 意 図 す る こ と  

意 図 4： 聞 き 手 Aが 意 図 2を 認 識 す る こ と を 意 図 す る こ と  

 

話 者 Sが 伝 達 の 意 図 (意 図 2 )を 故 意 に 隠 そ う と す る な ら 、 話 者 Sの 行 為 は 、

真 の 意 味 の コ ミ ュ ニ ケ ー ジ ョ ン と は 言 え な い の で あ る 。 真 の コ ミ ュ ニ ケ ー

ジ ョ ン で は 、 話 し 手 は 情 報 の 伝 達 に 加 え て 伝 達 の 意 図 も 明 示 せ ね ば な ら な

い 。 明 言 可 能 性 と は 、 話 者 Sが 伝 達 の 意 図 を 聞 き 手 に 明 示 し よ う と す る 意

図 で あ る 。 発 話 内 行 為 と は 、 意 図 1か ら 意 図 4ま で を 持 っ て 発 語 行 為 を 行 う

こ と 、 つ ま り 意 味 N Nす る こ と で あ る 。 そ の よ う な 発 話 が 持 つ 意 味 は 、 発

話 の 「 コ ン テ ク ス ト 」 、 つ ま り 、 文 脈 を 加 味 し た も の で 、 文 の 意 味 よ り
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も 、 よ り 具 体 的 で あ る 。  

 

5 . 3 . 2  文 脈 の 役 割  

発 話 の メ ッ セ ー ジ は 、 「 意 味 」 と 「 解 釈 」 に 分 解 す る こ と が で き る 。 言

語 表 現 の 「 解 釈 」 は 、 「 意 味 」 に 言 語 外 の 情 報 を 下 敷 き に す る こ と 、 つ ま

り 、 文 脈 化 に よ り 構 築 さ れ る 。 文 脈 は 、 「 発 話 文 の 後 ろ 立 て 」 の よ う な も

の で 、 発 話 文 の 意 味 は 、 そ の 文 脈 に 関 わ る 。  

S c h o u r u p  a n d  C a u l d w e l l ( 1 9 9 1 : 9－ 2 7 )は 、 Fr o m  Te x t  t o  C o n t e x tで 、 次

の よ う に 述 べ て い る 。  

 

A t e x t  c o n s i s t s  o f  t h e  w o r d s  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  i n  a  p a r t i c u l a r  

s i t u a t i o n .  We  m a y  n o w  d e f i n e  c o n t e x t  a s  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a  t e x t  

( o r  p a r t  o f  t e x t )  d o e s  i t s  c o m m u n i c a t i v e  w o r k .  C o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  i s  t h e  

i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a  t e x t  i s  m e a n i n g f u l .  T h e  c o n t e x t  o f  

s i t u a t i o n  i n c l u d e s  t h r e e  f e a t u r e s :  f i e l d ,  t e n o r,  a n d  m o d e .  E a c h  c o n t e x t  o f  

s i t u a t i o n  i s  i t s e l f  e m b e d d e d  i n  w i d e r  c o n t e x t  o f  c u l t u r e .  T h e  c o n t e x t  o f  

c u l t u r e  c o n s i s t s  o f  t h e  k n o w l e d g e  a n d  a s s u m p t i o n s  o f  a l l  k i n d s  w h i c h  

d e f i n e  t h e  s o c i a l  s y s t e m  o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p .  T h e  f i e l d  o f  a  t e x t  

i s  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  w i t h  w h i c h  t h e  t e x t  i s  a s s o c i a t e d .  T h e  t e n o r  o f  a  

t e x t  d e p e n d s  o n  t h e  r e l e v a n t  s o c i a l  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  p e o p l e  

i n v o l v e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  m o d e  o f  a  t e x t  i s  t h e  r o l e  l a n g u a g e  

i s  p l a y i n g  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  Te x t  a n d  c o n t e x t  a r e  m u t u a l l y  

d e p e n d e n t .  I n  u n d e r s t a n d i n g  t e x t s ,  w e  a r e  c o n s t a n t l y  w o r k i n g  b a c k  a n d  

f o r t h  i n  t h i s  w a y  b e t w e e n  t h e  e v i d e n c e  p r o v i d e d  b y  w h a t  w e  h a v e  h e a r d  

o r  r e a d ,  a n d  o u r  p r e d i c t i o n  o f  w h a t  w i l l  o c c u r  n e x t .  We  a r e  a b l e  t o  
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e s t i m a t e  c o n t e x t s  f r o m  i n c o m p l e t e  o r  f r a g m e n t a r y  e v i d e n c e  b e c a u se  

w e  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  m a t c h  t e x t s  w i t h  p o s s i b l e  s i t u a t i o n s .  We  

c a n  v e r y  sw i f t l y  a n d  e f f i c i e n t l y  c o m p a r e  t h e  e v i d e n c e  p r ov i d e d  b y  

p a r t s  o f  a  t e x t  w i t h  m e m o r i e s  o f  t e x t s  a n d  c o n t e x t s  w e  h a v e  

a l r e a d y  e n c o u n t e r e d .  

 

 E x c u se  m y ( m e )  d o i n g  表 現 は 、 時 折 “ f o rg i v e  m e  f o r  d o i n g ”と い う 肯 定

の 意 味 で 用 い ら れ る が 、 “ f o r g i v e  me  f o r  n o t  d o i n g ”と い う 否 定 意 味 で 使

わ れ る の も 稀 で は な い ( c f . J e sp e r se n 1 9 6 2 :  2 9 ) 。 ( 1 4 )  例 を 文 脈 と 関 連 し

て 、 考 え て み よ う 。  

 

( 1 4 )  E x c u se  m y  r i s i n g ,  g e n t l e m e n ,  b u t  I  a m  v e r y  w e a k .  

 

健 康 そ う な 人 が 同 じ こ と ば を 発 し た ら 、 聞 き 手 は 異 な る 意 味 に 解 釈 す る

恐 れ が あ る 。 文 脈 、 つ ま り 、  “ I  a m  v e r y  w e a k . ”と い う 状 況 か ら 、 聞 き 手

は 、  “ m y  r i s i n g ”は 、 “ m y  n o t  r i s i n g ”と 、 発 話 者 の 意 図 を 解 釈 す る 。  

文 脈 に お い て は 、 文 字 通 り の 意 味 ( L i t e r a l  Me a n i n g )と は 違 う 意 味 で 、

つ ま り 、 派 生 的 意 味  ( C o n v e ye d  M e a n i n g )  [ あ る い は 、 会 話 の 含 蓄

( C o n v e r sa t i o n a l  I m p l i c a t u r e ) ]で 用 い ら れ る 場 合 が 多 い 。  

 

5 . 3 . 3  派 生 的 意 味  

文 脈 に よ っ て 、 発 話 の 意 味 が 変 わ る 場 合 が 多 い 。 派 生 的 意 味 は 、 根 源 的

に は 、 文 脈 の 中 で 決 定 さ れ る の で 、 文 脈 が 変 わ れ ば 、 派 生 的 意 味 も 変 わ り

う る 。 聞 き 手 に 関 す る 条 件 は 、 話 し 手 よ り 聞 き 手 の 方 が よ く 知 っ て い る 事

柄 で あ る 。 ゆ え に 、 話 し 手 は 、 当 然 確 認 を と る べ き 条 件 で あ る 。 話 し 手
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は 、 そ の よ う な 条 件 を 下 敷 き に し て 、 聞 き 手 に 自 分 の 真 の 意 味 を 伝 え る こ

と に 挑 む べ き で あ る 。  

 

1 .  グ ラ イ ス の 会 話 の 協 調 原 則  ( C o o p e r a t i v e  Pr i n c i p l e )  

グ ラ イ ス は (西 光 2 0 0 5 : 2 5 4 )、 発 話 は 、 文 脈 の 中 で 用 い ら れ 、 会 話 の 公 理

を 破 る こ と に よ っ て 、 派 生 的 意 味 が 生 ず る と 述 べ て い る 。  

 

  グ ラ イ ス の 会 話 の 協 調 原 則  ( C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e )  

    話 し 手 は 、 会 話 の 目 的 、 あ る い は 方 向 付 け に 矛 盾 し な い か た ち で 言 語 伝 達

を お こ な う 。  

 

  会 話 の 公 理  ( c o n v e r s a t i o n a l  m a x i m s )：  

 

   ⅰ ． 量 の 公 理 ( M a x i m  o f  Q u a n t i t y )  

a .  必 要 な 情 報 は す べ て 与 え る 。  

b .  必 要 以 上 の 情 報 は 与 え な い 。  

    

ⅱ ． 質 の 公 理 ( M a x i m  o f  Q u a l i t y )  

a .  偽 で あ る と 考 え ら れ る こ と は 言 わ な い 。  

b .  十 分 な 根 拠 に 欠 け る こ と は 言 わ な い 。  

 

   ⅲ ． 関 係 の 公 理 ( M a x i m  o f  R e l a t i o n )  

          関 連 性 の な い こ と は 言 わ な い 。  

 

   ⅳ . 様 態 の 公 理 ( M a x i m  o f  M a n n e r )  
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a .  わ か り に く い 表 現 は 避 け る 。  

b .  曖 昧 な 表 現 は 避 け る 。  

c .  で き る 限 り 簡 潔 に 表 現 す る 。  

d .  秩 序 立 っ た 表 現 を す る 。  

 

な ぜ 破 る 事 に よ っ て 特 定 の 会 話 の 含 蓄 が 出 る の か ？ グ ラ イ ス は 、 あ る 会

話 の 協 調 原 則 は 、 守 ら れ て い る と い う こ と を 出 発 点 と し て 、 推 論 に よ っ て

会 話 の 含 蓄 に 到 達 す る 、 と 論 じ て い る 。 英 語 で は 、 関 係 の 公 理 が 破 ら れ や

す く 、 日 本 語 で は 質 の 公 理 が 破 ら れ る 傾 向 が 強 い と 陳 述 し て い る 。  

 

2 .  関 連 性 理 論 の 精 神  

 内 田 ら ( 2 0 0 7 : 1 8 6－ 1 9 6 )の 情 報 伝 達 、 意 味 判 断 、 発 話 と そ れ に 対 す る 解

釈 の 関 係 に 関 す る 図 を 引 用 す る 。  

 

( 1 )  情 報 伝 達  

伝 達 内 容 ・ ・ ・ こ と ば ・ ・ ・ ・ 伝 達 内 容 の 理 解  

話 し 手 ・ ・ ・ ・ コ ー ド 化 ・ ・ ・ 聞 き 手  

著 者 ・ ・ ・ ・ ・ コ ー ド 化 ・ ・ ・ 読 者  

 

( 2 )  意 味 判 断  

思 考 ・ ・ ・ 発 話 （ 記 号 ） ・ ・ ・ 推 論 ⇒ 理 解  

話 し 手             聞 き 手  

著 者              読 者  

 

( 3 )  発 話 と そ れ に 対 す る 解 釈 の 関 係  
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話 し 手 A・ ・ ・ ・ ・ コ ン テ ク ス ト ・ ・ ・ ・ ・ 聞 き 手 B 

発 話 ― 解 釈 a 1 (話 し 手 Aの 意 図 す る も の )→ 情 報 把 握  

解 釈 a 2・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

関 連 性 の 原 則  解 釈 a 3・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  関 連 性 の 原 則  

 

今 井 ( 2 0 0 1 : 1 0 - 2 8 )も 、 関 連 性 理 論 ( R e l e va n c e  Th e o r y )に つ い て 次 の よ う

に 述 べ て い る 。  

 

コ ン テ ク ス ト ： 発 話 の 解 釈 に 当 た っ て 、 発 話 の 解 読 的 意 味 を 共 に 推 論 の 前

提 と し て 使 わ れ る 想 定 。  

想 定 ( a s s u m p t i o n s )： 聞 き 手 の 「 頭 の 中 か ら 取 り 出 さ れ た 」 記 憶 や 一 般 常 識

そ の 他 、 こ れ ら を ま と め て 想 定 と 呼 ぶ 。  

認 知 ( c o g n i t i o n )： 「 さ ま ざ ま な 想 定 を 持 っ て い る 状 態 、 想 定 を 増 加 ・ 改 善

し た い と い う 欲 求 、 想 定 を 獲 得 ・ 改 善 す る 際 の 頭 の 働

き 」 と い う こ と に な る 。  

認 知 環 境 ： あ る 人 が 頭 に 浮 か べ る こ と の で き る 想 定 の 総 和 を そ の 人 の 認 知

環 境 ( c o g n i t i v e  e n v i r o n m e n t )  と 名 づ け る 。  

認 知 効 果 ( c o g n i t i v e  e f f e c t )： 認 知 環 境 を 改 善 す る 作 用 を 認 知 効 果 と 呼 ぶ 。  

 

認 知 効 果 の ３ 種 類 ：  

( i )新 し い 想 定 の 獲 得  

( i i )不 確 か な 想 定 の 確 定 化  

( i i i )誤 っ た 想 定 の 放 棄 と 、 そ れ に 代 わ る 正 し い 想 定 の 獲 得 で あ る 。  

 

関 連 性 ( R e l e v a n c e )を 持 つ 情 報 ：  
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「 不 必 要 な コ ス ト を 払 う こ と な し に 、 で き る だ け 多 く の 認 知 環 境 の 改 善 を

も た ら す （ ＝ 認 知 効 果 を 持 つ ） 」 情 報 を 「 関 連 性 ( R e l e v a n c e )を 持 つ 」 情 報

と 呼 ぶ 。  

 

関 連 性 の 原 理 I  （ ＝ 認 知 的 関 連 性 の 原 理 〈 C o g n i t i v e  P r i n c i p l e  o f  

R e l e v a n c e〉 ） ：  

「 人 間 の 認 知 は 、 関 連 性 を 最 大 に す る よ う に 働 く 性 格 を 持 つ 。 」  

( H u m a n  c o g n i t i o n  t e n d s  t o  b e  g e a r e d  t o  t h e  m a x i m i z a t i o n  o f  

r e l e v a n c e . )  

 

情 報 的 意 図 ： あ る 想 定 の 集 合 Iを 、 聞 き 手 に と っ て 顕 在 的 に 、 あ る い は よ り

顕 在 的 に す る こ と 。  

I n f o r m a t i v e  I n t e n t i o n :  t o  m a k e  m a n i f e s t  o r  m o r e  m a n i f e s t  t o  t h e  

a u d i e n c e  a  s e t  o r  a s s u m p t i o n s  I .  

 

3 .  派 生 的 意 味 の 慣 用 化 の 度 合  

英 語 の S h e  h a s  a  g o o d  p e r so n a l i t y.と い う 文 は 、 ｢ル ッ ク ス は あ ま り よ く

な い ｣と い う ニ ュ ア ン ス を 持 つ こ と が 多 い 。 た だ し 、 人 に よ っ て 慣 用 化 し

て い る 程 度 が 異 な っ て 感 じ ら れ る よ う で あ る 。 相 手 に 直 接 慰 め る 意 味 で 、

言 う 時 に は 、 Yo u  h a v e  a  w o n d e r f u l  p e r so n a l i t y.と い う 。 こ れ は 、 程 度 の

あ ま り 高 く な い g o o dで は 慰 め で あ る こ と が み え み え な の で 、 そ う で は な

い こ と を 示 す た め に 程 度 の 高 い w o n der f u l を 用 い る の で あ る 。 H e  i s  a  

n i c e  p e r so n .と い う の は 、 ｢可 も な く 、 不 可 も な く 普 通 の 人 ｣と い う こ と を

意 味 し て 、 あ た り さ わ り の な い 表 現 で あ る 。 つ ま り 、 程 度 が 低 い プ ラ ス 形

容 詞 を 用 い る と 、 現 実 に は 中 立 程 度 の も の を 持 ち 上 げ て 言 う 場 合 が あ る 。
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本 当 に い い 人 で あ れ ば H e  i s  a  w o n d e r fu l  p e r so n .  あ る い は 、 H e  i s  a  

v e r y  n i c e  p e r so n .の よ う に 言 う べ き で あ る 。  

 

4 .程 度 の 高 い 表 現 と 皮 肉 的 意 味  

程 度 の 高 い 表 現 は 、 派 生 的 な 意 味 が 生 じ な い か と い う と 、 そ う で は な

い 。 皮 肉 の 場 合 は 、 皮 肉 で あ る こ と が 分 か る よ う に 、 極 端 に 言 う の で 、 程

度 の 高 い 形 容 詞 が 用 い ら れ る 。 た だ し 、 独 特 の 口 調 が 伴 う の で 理 解 で き

る 。 従 っ て 、 H e  i s  a  r e a l l y  w o n d e r f u l  p e r so n .を 皮 肉 っ ぽ い 口 調 で 言 う

と 、 ｢い や な や つ だ 。 ｣と い う 真 反 対 の 意 味 に な る 。 程 度 の 低 い 形 容 詞 と 程

度 の 高 い 形 容 詞 が 、 そ れ ぞ れ 肯 定 の 意 味 と 否 定 の 意 味 で 用 い ら れ る 境 界 線

を 次 の よ う に 図 示 す る 。  

 

 程 度 の 低 い 形 容 詞  程 度 の 高 い 形 容 詞  程 度 の 高 い 形 容 詞  

（ 皮 肉 っ ぽ い 口 調 ）  

                境 界 線    

肯 定 の 領 域          否 定 の 領 域   

 

5 . 4  I n c r e d u l i t y  Fe e l i n gが 間 接 否 定 文 中 で の 役 割  

発 話 の 内 部 構 造 と い う よ り は 、 情 報 の 伝 達 、 感 情 的 態 度 の 表 明 、 行 為 の

実 現 な ど 、 特 定 の 状 況 に お け る 発 話 の 性 質 を 理 解 す る た め に は 、 ま ず 、 発

話 の 意 図 と そ の 実 現 の た め の 方 策 に 注 目 す る 必 要 が あ る 。 話 し 手 の 意 図 と

方 策 と い う 観 点 か ら 、 発 話 行 為 ( S p e e c h  A c t )と そ れ に 付 随 し た 現 象 に つ い

て 論 ず る 。  

特 定 の 場 面 で ど の 表 現 を 選 択 す る か は 、 談 話 方 策 の 問 題 で 、 例 え ば 、 1)

話 し 手 が い か な る 意 図 を 込 め て 発 話 を 行 う か 。 2 )発 話 に 際 し ど の よ う な 方



 138 

策 が 採 用 さ れ る か 。 3 )方 策 の 選 択 を 動 機 づ け る も の は 何 か 、 な ど が あ げ ら

れ る 。 こ の と き 、 ど う い う 推 論 が 行 わ れ る の か 、 な ぜ そ の よ う な 推 論 が 可

能 に な る の か を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。  

 

5 . 4 . 1  反 語  

反 語 は 、 英 語 で 修 辞 疑 問 ( R h e t o r i c a l  Q u e s t i o n )と 呼 ば れ て い る 用 法 で あ

る 。 修 辞 疑 問 は 構 造 上 疑 問 形 で あ る が 、 強 い 主 張 の 力 を 持 っ て い て 、 一 般

に 答 え は 期 待 し て い な い 。 肯 定 の 修 辞 的 イ エ ス ・ ノ ー 疑 問 は 、 強 い 否 定 の

主 張 に 似 て い る し 、 否 定 の 疑 問 文 は 、 強 い 肯 定 の 主 張 に 似 て い る ( c f .『 現

代 英 文 法 辞 典 』 )。  

  

( 1 5 )  ア メ リ カ は 豊 か な も の か 。 （ 豊 か で な い ）  

 

こ の 「 も の 」 は 、 「 人 生 は つ ら い も の で す 。 」 と い う 文 例 に 含 ま れ て い

る 「 当 然 」 を 意 味 す る 「 も の 」 に 等 し い 。 そ の 「 当 然 さ 」 に 疑 義 を 抱 い て

い る 事 に な る 。 こ の よ う に 、 「 だ ろ う か 」 、 「 で き る か 」 、 「 こ と か 」 の

よ う な 「 可 能 性 」 を 疑 う 形 、 「 も の か 」 の よ う に 「 必 然 性 」 を 疑 う 形 で 日

本 語 の 反 語 は 、 構 成 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る （ 小 泉 19 9 7 ： 2 1 9 －

2 2 4） 。  

( 1 0 )が 、 答 え を 求 め る の で あ る な ら ば 、 そ の 文 は 、 単 な る 疑 問 文 に 過 ぎ

な い ゆ え 、 否 定 の 意 味 を 伝 達 す る こ と は で き な い 。  

こ の 文 が 、 答 え を 求 め る の で は な く 、 む し ろ 懐 疑 心 を 表 現 す る た め に 用

い ら れ た の で あ る な ら ば 、 否 定 の 意 味 を 示 唆 す る こ と が で き る 。 こ の よ う

な 場 合 、 ( 1 0 )は 、 疑 問 文 に よ っ て 、 「 質 問 」 以 外 の 行 為 、 つ ま り 「 否 定 」

を 行 な う 行 為 で 、 間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。  
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J e sp e r se n ( 1 9 2 4 : 3 2 3 ) は 、 “ A s  e x c l a m a t i o n s  h a v e  i n  m a n y  c a se s  

d e v e l o p ed  o u t  o f  q ue s t i o n s , … ”と 述 べ て い る 。 も っ と も Wh o  k n o w s?は 、

疑 問 文 の 形 式 で あ る が 、 こ の 文 が 「 懐 疑 心 を 含 ん で い る 」 、 つ ま り 「 感

情 」 を 伝 達 す る と い う 点 に お い て は 、 感 嘆 文 と し て み な す 事 が で き る 。  

池 田 ( 1 9 6 7 : 8 5 )は 、 “ 感 嘆 文 の 文 頭 に 置 か れ る Wh a t、 H o wは 疑 問 詞 を そ

の ま ま 用 い た の で 、 感 嘆 文 と 疑 問 文 が 、 形 式 に お い て も 心 理 的 な 意 味 に お

い て も 、 深 い 関 係 の あ る こ と が わ か る 。 ” と 指 摘 す る 。  

次 の 文 も 修 辞 疑 問 文 で 、 否 定 の 意 味 を 暗 示 し て い る 。  

 

( 1 6 )  a .  A m  I  m y  b r o t h e r ’ s  k e e p e r ?  

     b .  Wh a t ’ s  t h e  u se ?  

     c .  Wh a t  d o  I  c a r e ?  

     d .  S h a l l  I  e v e r  f o r g e t  h e r ?     (池 田 1 9 6 7： 2 7 )  

 

従 来 、 文 の か た ち と 意 味 の 関 係 は 、 必 ず し も 直 接 的 な も の で は な い 。 疑

問 文 は 、 質 問 を 行 う の が そ の 機 能 で あ る が 、 発 話 者 の 懐 疑 心 が 含 ま れ て い

る か ど う か に よ っ て 、 派 生 的 意 味 が 生 じ る 。  

修 辞 疑 問 文 で 暗 示 さ れ て い る 否 定 の 意 味 は 、 様 態 の 公 理 ( Ma x i m  o f  

Ma n n e r )、 つ ま り 、 「 わ か り に く い 表 現 は 避 け る 、 曖 昧 な 表 現 は 避 け る 、

で き る 限 り 簡 潔 に 表 現 す る 、 秩 序 立 っ た 表 現 を す る 」 、 を 破 っ て い る と 思

わ れ る 。  

発 話 意 図 の 定 義 に 従 っ て 、 ( 1 0 )を 考 察 す る と 、 意 図 1か ら 意 図 4ま で を 次

の よ う に 表 現 で き る 。  

 

意 図 1： 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 「 否 定 意 志 を 伴 う 懐 疑 」 と い う 行 為 を 遂 行
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さ せ る こ と を 意 図 す る こ と  

意 図 2： 意 図 1（ 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 「  否 定 意 志 を 伴 う 懐 疑 」 と い う 行

為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と ） を 聞 き 手 Aに 認 識 さ せ る こ

と を 意 図 す る こ と  

意 図 3： 聞 き 手 Aの 行 為 が 意 図 1（ 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 「  否 定 意 志 を 伴 う

懐 疑 」 と い う 行 為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と ） の 認 識 の 結

果 、 な さ れ る こ と を 意 図 す る こ と  

意 図 4： 意 図 2 [意 図 1（ 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 「  否 定 意 志 を 伴 う 懐 疑 」 と

い う 行 為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と ） を 聞 き 手 Aに 認 識 さ

せ る こ と を 意 図 す る こ と ]を 聞 き 手 に 明 示 す る こ と を 意 図 す る こ

と  

 

こ こ で 、 中 心 的 な 働 き を す る の は 、 話 し 手 の 意 図 1、 つ ま り 、 「 話 し 手 S

が 聞 き 手 Aに 否 定 意 志 を 伴 う 懐 疑 と い う 行 為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る

こ と 」 で あ る 。 話 し 手 が 「 否 定 意 志 を 伴 う 懐 疑 」 と し て 意 図 し 、 そ の 意 図

が 明 言 可 能 な ら ば 、 い か な る 形 式 の 発 話 で あ れ 「 否 定 」 と し て 働 く 潜 在 力

が 与 え ら れ る 。  

 

5 . 4 . 2  非 難 の ネ ク サ ス ( N e x u s  o f  D e p r e c at i o n )  

ネ ク サ ス ( N e x u s ) は 、 J e sp e r se n ( 1 9 2 4 : 1 1 4 - 1 3 2 ) の 用 語 で あ る 。 一 次 語

( Pr i m a r y )  と 二 次 語 ( S e c o n d a r y )の 間 に 成 り 立 つ 、 い わ ゆ る [主 語 ＋ 述 語 ]

の 関 係 、 ま た は 、 こ の 関 係 を 含 む 構 造 を い う 。 例 え ば 、 t h e  re d  r o se /  t h e  

b a r k i n g  d o gの 型 の 語 結 合 は 修 飾 関 係 で あ り 、 Th e  r o se  i s  r e d .  /  Th e  d o g  

b a r k s .  の 型 の 語 結 合 は ネ ク サ ス で あ る 。  

非 難 の ネ ク サ ス ( N e xu s  o f  D e p r e c a t i o n )も 、 J e sp e r se n  ( 1 9 2 4 : 1 2 9 - 1 3 1 )の
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用 語 で あ る 。 相 手 の 発 言 の 内 容 に 不 賛 成 ･不 満 で あ る と し て 、 抗 議 ・ 非

難 ・ 軽 蔑 の 意 を 込 め て 相 手 の 発 言 を 否 定 す る ネ ク サ ス ( Ne x u s )を い う 。 否

定 ･非 難 の 意 味 は 、 実 際 の 会 話 で は 、 一 般 疑 問 文 ( G e n e r a l  Qu e s t i o n )と 同

じ 上 昇 音 調 ( R i s i n g  I n t o n a t i o n )  で 示 さ れ 、 そ の 音 調 は 、 し ば し ば 誇 張 さ

れ 、 主 語 ・ 述 語 に 相 当 す る 部 分 に 別 々 に 与 え ら れ る こ と が 多 い 。 こ の ネ ク

サ ス を 含 む 文 は 、 非 難 文 ( S e n t e n ce  o f  D ep r e c a t i o n )と 呼 ば れ 、 次 の ３ つ の

形 式 で 表 さ れ る ( c f .  『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

 

1 )不 定 詞 ( I n f i n i t i v e )を 使 っ て ：  

“ D i d  y o u  d a n c e  w i t h  h e r ? ”  “ M e  d a n c e ! ”  s a y s  M r .  B a r n e s .  

I  s a y  a n y t h i n g  d i s r e s p e c t f u l  o f  D r .  K e n n ?  H e a v e n  f o r b i d !  

 

2 )主 語 と 叙 述 語 を b e動 詞 な し で 並 べ て ：  

W h y ,  h i s  g r a n d f a t h e r  w a s  a  t r a d e s m a n !  h e  a  g e n t l e m a n !  

S h e  a  b e a u t y !  I  s h o u l d  a s  c a l l  h e r  m o t h e r  a  w i t !  

 

3 )主 語 と 叙 述 語 を a n dで 結 ん で ：  

O f  c o u r s e  h e ’ l l  c o m e .  A  s a i l o r  a n d  a f r a i d  o f  t h e  w e a t h e r !   

 

以 上 の 例 か ら も 分 か る よ う に 、 非 難 の ネ ク サ ス は 、 問 題 と な っ て い る 主

語 と 述 語 と の 結 合 が あ り 得 な い も の と し て 、 拒 否 さ れ る べ き も の で あ る こ

と を 示 し て い る 。 逆 に 言 え ば 、 主 語 ・ 述 語 の 結 合 は 、 概 念 上 あ り 得 な い こ

と と し て 拒 否 さ れ る た め に 提 示 さ れ る も の で あ る 。 な お 、 こ の 構 文 に 用 い

ら れ る 不 定 詞 に は 、 仮 定 の 意 味 が 含 ま れ て い る ( c f .『 現 代 英 文 法 辞 典 』 )。  

非 難 の ネ ク サ ス と 呼 ば れ て い る 例 文 を 考 察 し よ う 。  
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( 1 7 )  a .  I  a s k  h i s  p a r d o n !  

    b .  H e  a  g e n t l e m a n !  

    c .  I  t o  m a r r y  b e f o r e  m y  b r o t h e r  a n d  t o  l e a v e  h i m  w i t h  n o n e  t o  

t a k e  c a r e  o f  h i m !  

 (池 田 1 9 6 7： 2 7 - 2 8 )  

 

( 1 7 a )で は 、  “ I ”は 話 し 手 で あ る 。 も っ と も 、 文 脈 な し で 、 こ の 文 の み で

は 、 誰 が 聞 き 手 で あ る か は 同 定 で き な い が 、 こ の 発 話 が 聞 き 手 と 話 し 手 の

間 の や り 取 り で あ る こ と は 確 信 で き る 。  

“ I  c a n ’ t  b e l i e v e … ”は 、 「 ～ な ん て 信 じ ら れ な い 」 と い う 驚 き ば か り か 、

不 信 の 念 を 表 明 す る た め に も 使 わ れ る 。 従 っ て 、 こ の 表 現 が 「 感 情 表 出 」

と み な さ れ る た め に は 、 何 よ り も ま ず 、 当 の 話 し 手 が し か る べ き 意 図 を 持

っ て い な け れ ば な ら な い 。 聞 き 手 の 側 か ら 見 る と 、 発 話 解 釈 の 際 に 最 も 重

要 と な る の は 、 話 し 手 の 意 図 を 正 し く 推 測 す る こ と で あ る 。  

人 は 口 論 す る と き 、 あ る い は 怒 っ て い る と き に 、 通 例 短 い 語 句 を 用 い 、

声 を 上 げ る 傾 向 が あ る 。 話 者 が 非 難 の 言 葉 を 受 け た 場 合 、 相 手 の 話 に 対 し

て 懐 疑 心 を 抱 き 、 相 手 の 言 葉 を 繰 り 返 す 場 合 が あ る 。 ゆ え に 、 話 者 が 発 し

た 文 に は 、 疑 問 の 意 味 が 含 ん で い る 。 話 者 は 、 非 難 の 言 葉 を 受 け 入 れ る こ

と が で き な い ゆ え に 、 相 手 に 対 し て 好 ま し く な い 感 情 を 抱 い て い る 。 発 話

者 の 発 話 か ら 、 話 者 と 聴 者 の 間 の 認 知 的 対 照 を 感 じ 取 る こ と が で き る 。  

 

5 . 4 . 3  皮 肉  

元 来 、 皮 肉 は 、 極 端 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 反 対 の 意 味 を 匂 わ す も の

で あ る 。 ゆ え に 、 皮 肉 の 場 合 は 、 通 例 程 度 の 高 い 形 容 詞 や 副 詞 な ど が 用 い
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ら れ る 。 た だ し 、 独 特 の 口 調 が 伴 う 。  

 

1 .  皮 肉 の 本 質  

ア メ リ カ の 哲 学 者 H. P . グ ラ イ ス ( G r i c e  1 9 7 5 ) は 、 「 協 調 の 原 則 」 を 立

て 、 会 話 に お い て 話 し 手 は 自 分 の 意 向 を で き る だ け 正 確 に 相 手 に 伝 え よ う

と し 、 聞 き 手 は 、 及 ぶ か ぎ り そ の 真 意 を 汲 み と ろ う と す る 、 こ う し た 両 者

の 協 力 に よ っ て 、 言 語 伝 達 が 効 果 的 に 行 わ れ る と 述 べ て い る 。 ご く 当 た り

前 の こ と の よ う に 思 え る が 、 こ こ に 言 語 探 求 へ の 足 が か り を つ か む こ と が

で き る の で あ る 。  

ま ず 、 話 し 手 と 聞 き 手 の 間 に 協 力 が な い 場 合 の こ と を 想 定 す る 。 例 え

ば 、 法 廷 に あ っ て 検 事 の 訊 問 の 矢 先 を な ん と か か わ そ う と す る 被 告 の 言 い

逃 れ や 、 夫 婦 喧 嘩 で 互 い に 相 手 の 欠 陥 を 非 難 す る 罵 り 合 い な ど が そ う で あ

る 。 こ う し た 場 面 で は 、 言 語 の 伝 達 は 殆 ん ど そ の 機 能 を 喪 失 し て い る 。 現

実 の 会 話 に お い て は 、 こ う し た 公 理 は 、 守 ら れ て い な い こ と の 方 が 多 い

し 、 と き に 、 わ ざ と 、 こ う し た 公 理 に 違 反 し た 表 現 を 用 い る 事 例 、 す な わ

ち 公 理 の 逆 用 と も い う べ き 用 法 が あ る 。 「 偽 で あ る と 考 え ら れ る こ と は 言

わ な い 。 」 と い う 質 の 第 一 公 理 を 犯 し て い る の が 「 皮 肉 」 で あ る 。 つ ま

り 、 意 図 的 に ウ ソ を つ く こ と が 皮 肉 の 本 質 だ と 解 釈 さ れ る よ う に な っ た 。  

事 実 と は 逆 の 評 価 を 言 明 す る の が 皮 肉 （ ア イ ロ ニ ー ） だ と 分 析 さ れ て い

る 。 「 矛 盾 し た 命 題 」 を 用 い る の が 皮 肉 で あ る と グ ラ イ ス は 述 べ て い る 。

こ れ に 対 し 、 サ ー ル ( 1 9 7 9 )は 、 矛 盾 し た 命 題 で は な く 「 反 対 命 題 」 と す べ

き だ と 訂 正 し て い る 。 で は 、 矛 盾 関 係 と 反 対 関 係 は ど の よ う に 違 う の で あ

ろ う か 。 サ ー ル に よ れ ば 、 表 面 的 に は 、 命 題 P「 王 様 は 立 派 だ 」 を 表 明

し 、 裏 面 で は 反 対 命 題 ～ P「 王 様 は 立 派 で な い 」 （ ～ は 否 定 の 印 ） と い う

含 意 を 伝 え よ う と す る の が 皮 肉 で 、 表 面 の 命 題 Pを 「 文 の 意 味 」 、 裏 面 の
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反 対 命 題 ～ Pを 「 発 話 の 意 味 」 と 呼 ん で い る 。 矛 盾 関 係 で も 対 立 関 係 で も

皮 肉 が 成 立 す る こ と に な る 。 A . M.ロ イ （ R o y  1 9 7 8） は 、 ア イ ロ ニ ー の 伝

統 的 な 定 義 を 次 の 二 項 目 に ま と め て い る （ c f .  小 泉 1 9 9 7： 2 2 4－ 2 3 9） 。  

 

( 1 )意 味 さ れ て い る こ と 以 外 の あ る こ と を 言 う こ と 。  

( 2 )  意 味 さ れ て い る こ と の 反 対 の こ と を 言 う こ と 。  

 

「 意 味 さ れ て い る こ と の 反 対 の こ と を 言 う 」 と い う 条 項 だ け で は 、 皮 肉

の 十 分 条 件 と は な ら な い 。 発 話 の 文 脈 を 考 慮 に 入 れ る 必 要 が あ る 。 同 一 の

発 話 が 文 脈 次 第 で 皮 肉 表 現 に な る 場 合 と な ら な い 場 合 が あ る 。  

皮 肉 は 、 聞 き 手 の 解 釈 に よ っ て 決 ま る も の で は な い 。 話 し 手 は 、 皮 肉 を

伝 え て い る こ と が 、 聞 き 手 も 分 か っ て く れ る と 考 え た 上 で 、 発 す る べ き で

あ る 。 す な わ ち 、 皮 肉 は 話 し 手 側 が 反 対 の 意 味 に 相 手 が 受 け と め る こ と を

前 提 と し て 発 言 す る も の で あ る 。 そ う で な い と 、 つ ま ら ぬ 観 察 談 義 を 聞 い

て 、 「 そ れ は 大 発 見 だ 。 」 と 皮 肉 っ た つ も り が 、 真 に う け て 相 手 を 大 喜 び

さ せ る 結 果 に も な り か ね な い 。  

皮 肉 と 虚 言 は 、 と も に 真 で な い こ と 、 つ ま り 、 偽 の 発 言 を し て い る の で

あ る が 、 話 し 手 の 意 図 に お い て 大 き く 異 な っ て い る 。 虚 言 で は 、 話 し 手

は 、 偽 の 表 現 を 相 手 に そ の ま ま 信 じ て も ら い た い と 思 っ て い る 。 皮 肉 で

は 、 話 し 手 は 、 偽 の 表 現 を 相 手 が 逆 の 意 味 に 捉 え て く れ る こ と を 期 待 し て

い る 。  

 

2 .  状 況 皮 肉 と 対 応 皮 肉  

命 題 Pに つ い て 、 こ れ と は 反 対 も し く は 矛 盾 す る 命 題 ～ Pを 、 聞 き 手 が 命

題 Pと 推 測 し て く れ る こ と を 予 想 し て 、 話 し 手 が 用 い る の が 皮 肉 で あ る 。  
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発 話 の 状 況 か ら 推 意 さ れ る 命 題 と は 逆 の 関 係 に あ る 表 現 を 使 用 す る 「 状

況 皮 肉 」 と は 別 に 、 論 理 を ふ ま え た 皮 肉 、 「 対 応 皮 肉 」 が あ る （ c f .  小 泉

1 9 9 7： 2 2 4－ 2 3 9） 。  

 

皮 肉 の 種 類 ： ① 状 況 皮 肉  ② 対 応 皮 肉  

 

対 応 皮 肉 ： ① 逆 も ま た 真 と な る 論 理  

      ② 前 提 を 否 定 す る 論 法  

 

― ① 逆 も ま た 真 と な る 論 理  

a .  前 提 を 逆 に し て も 結 果 は 同 じ だ と す る 論 法  

～ p → ～ q  

p → ～ q  

b .  相 手 の 命 題 ( p )の 反 対 命 題 ( ~ p )か ら 逆 の 結 果 も 導 き 出 さ れ る 論 法  

( p )  a n d  ( q )  → ( r )  

( ~ p )  a n d  ( ~ q )  → ( ~ r )  

 

― ② 前 提 を 否 定 す る 論 法  

a .  《 相 手 の 論 理 》  

( p )→  ( q )    「 pで あ れ ば q」  

b .  《 対 応 の 論 理 》  

1 )  前 提 を 偽 と す れ ば 、 帰 結 は 偽 と な る 。  

( ~ p )  → ( ~ q )   「 pで な け れ ば qで な い 」  

2 )  前 提 を 偽 と す れ ば 、 帰 結 は 真 と な る 。  

( ~ p )  →  ( q )   「 pで な け れ ば qと な る 」  
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対 応 の 皮 肉 は 、 上 の よ う な 論 理 が 働 い て い る よ う に 思 え る 。 対 応 の 皮 肉

の ほ う が 、 状 況 の 皮 肉 よ り も 高 級 で あ る し 、 そ の 威 力 も 強 烈 で あ る （ c f .  

小 泉 1 9 9 7： 2 2 4－ 2 3 9） 。  

 

3 .  T h a n k  y o u  

次 の 例 文 を 考 え よ う 。  

 

( 1 8 )  A :  I ’ m  o n l y  l o o k i n g  o u t  f o r  y o u r  o w n  g o o d .  

B :  I  c a n  l o o k  o u t  f o r  m y  o w n  g o o d  m y se l f ,  t h a n k  y o u .   

 

Aと し て は 「 親 切 心 で 心 配 し て あ げ て い る だ け で あ る 。 」 と い う こ と を

言 っ て い る の で あ る が 、 そ の 裏 に は 「 お ま え は 、 自 分 の 尻 の ハ エ も 追 え な

い 人 間 だ 。 」 と い う こ と が 潜 ん で い る と 思 わ れ る 。  

Bの t h a n k  y o uは 、 文 字 ど お り の 「 あ り が と う 」 と い う 意 味 で は な く て 、

「 余 計 な お 世 話 だ 。 」 、 あ る い は 「 ほ お っ て お い て く れ 。 」 と で も 訳 す べ

き 意 味 で 用 い ら れ て い る 。 Bの 反 応 は 、 そ の 潜 ん で い る 意 味 、 つ ま り 、 文

字 通 り の 意 味 ( L i t e r a l  M e a n i n g )で は 出 て こ な い 意 味 に 敏 感 に 反 応 し た の

で あ る 。 Bが そ の 潜 ん で い る 意 味 に 反 応 す る レ ベ ル に 達 し て い な い の な

ら 、 間 接 否 定 の 意 味 は 、 発 生 で き な い の で あ る 。 Bが 単 に Th a n k  y o u .と だ

け 言 っ た の で あ れ ば 「 あ り が と う 。 」 と い う 意 味 に な り や す い 。 も ち ろ ん

そ の 場 合 に も 怒 っ た よ う な 口 調 で 言 え ば 「 余 計 な お 世 話 だ 。 」 と い う 意 味

に な る 。 し か し 、 直 前 に 「 自 分 の こ と は 自 分 で す る 。 」 と 言 っ て い る の で

「 大 き な お 世 話 だ 。 」 と い う 意 味 に な る 。  

C o l l i n s  C O B U I LD S第 2版 の t h a n k  y o uの 項 の 4番 目 の 意 義 と し て 次 の よ
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う な 定 義 と 例 が あ げ て あ る 。  

 

Yo u  u s e  t h a n k  y o u  o r  t h a n k  y o u  v e r y  m u c h  i n  o r d e r  t o  s a y  f i r m l y  t h a t  

y o u  d o  n o t  w a n t  s o m e o n e ’s  h e l p  o r  t o  t e l l  t h e m  t h a t  y o u  d o  n o t  l i k e  t h e  

w a y  t h a t  t h e y  a r e  b e h a v i n g  t o w a r d s  y o u .   

 

I  c a n  s t i r  m y  o w n  c o f f e e ,  t h a n k  y o u…  

We  k n o w  w h e r e  w e  c a n  g e t  i t ,  t h a n k  y o u  v e r y  m u c h .  

 

い ず れ の 例 も そ の 直 前 に 相 手 の な ん ら か の お せ っ か い と も と れ る 発 言

か 、 行 為 が あ っ た と い う こ と は 明 ら か で あ る 。 ま た t h a n k  y o uの 前 に 「 自

分 で で き る 。 」 と い う 内 容 の 発 言 が あ る こ と に よ っ て 「 余 計 な お 世 話

だ 。 」 と い う 意 味 で あ る こ と が わ か る 。 つ ま り 、 文 脈 的 に 一 定 の 条 件 が 整

っ て い る 場 合 に 、 こ の よ う な 意 味 が 生 ず る の で あ る 。 文 が 文 字 通 り 意 味 し

て い る こ と と 話 し 手 が 文 で 意 図 し て い る 意 味 の 間 に ず れ が あ る 。 話 者 の 意

図 と 聞 き 手 が そ の 話 者 の 意 図 を い か に し て 推 し 量 る か と 言 う こ と が 皮 肉 意

味 伝 達 に お い て 、 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。  

 

4 .  「 う そ を つ け 」  

「 う そ を つ け 」 が 使 わ れ る の は 、 相 手 の 直 前 の 発 言 が う そ に 違 い な い と

思 わ れ る と き で あ る 。 文 字 通 り の 表 現 で は 、 「 う そ だ ろ う 。 」 が あ る 。 も

う ひ と つ そ の よ う な 状 況 で 使 わ れ る の が 「 う そ を つ く な 。 」 で あ る 。 「 こ

れ か ら う そ を つ く な 。 」 「 今 の は 、 う そ だ ろ う が 、 ま あ 許 し て や ろ う 。 た

だ し 、 こ れ か ら は う そ を つ く な よ 。 」 と い う 発 言 の う ち で 前 半 部 分 は 相 手

を 責 め か ね な い 響 き が あ る の で 省 略 さ れ た と 考 え ら れ る 。 「 う そ を つ く
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な 。 」 が 皮 肉 と し て 逆 の 表 現 「 う そ を つ け 。 」 が 定 着 し た と 考 え ら れ る 。

こ の 表 現 は 、 発 話 の 状 況 か ら 推 意 さ れ る 命 題 と は 逆 の 関 係 に あ る 表 現 を 使

用 す る 「 状 況 皮 肉 」 で あ る 。  

 

5 .「 大 き な お 世 話 だ 。 」  

「 お 世 話 」 と い う 言 葉 は 、 「 お 世 話 に な り ま す 。 」 な ど で わ か る よ う に 元

来 丁 寧 な 表 現 で あ る 。 と こ ろ が 修 飾 語 の 「 大 き な 」 は 、 適 正 な 程 度 を 超 え

た と い う 意 味 を 持 つ 。 す る と 、 「 お 世 話 」 は 、 な ん ら 文 字 通 り の 丁 寧 な 意

味 を 持 っ て い な い と 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 皮 肉 の 効 果 が 生 ま れ て い る の で

あ る 。 極 端 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 真 反 対 の こ と が 連 想 さ れ る の で あ

る 。  

否 定 表 現 で 、 し ば し ば 用 い ら れ る も の に 、 文 頭 に m u c hの よ う な 語 を 置 く

方 法 が あ る 。 否 定 概 念 の 間 接 的 な 表 現 法 が 先 行 し て い る た め に 、 そ の あ と

に m u c h  l e s sが 続 く こ と が か な り 多 い 。 こ の 種 の 表 現 は 、 や や 誇 張 し て 言

え ば  ‘ n o t  t o  sp e a k  o f ’と い う 表 現 と 同 義 句 に な る ( J e sp e r se n 1 9 6 2 : 7 )。  

 

( 1 9 )   a .  Mu c h  I  c a r e .  =  ‘ I  d o n ’ t  c a r e  ( m u c h ) . ’  

b .  Mu c h  y o u  c a n  d o  t o  s t o p  ‘ e m ,  o l d  f e l l o w.  

 

 ( 1 9 )に も 、 「 極 端 を 表 現 す る 」 m u c hが 用 い ら れ 、 真 反 対 の こ と を 連 想 さ

せ る の で あ る 。  

 

6 .  l i k e  h e l lの タ イ プ  

池 田 （ 1 9 6 7 : 3 0） は 、 次 の よ う に 述 べ て い る ：  
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l i k e  h e l l  は 「 猛 烈 に 」 ( H e  w o r k s  l i k e  h e l l . )、 「 ひ ど く 悪 く 」 ( I  f e e l  l i ke  

h e l l . )の 意 味 で あ る が 、 ア メ リ カ 口 語 で は 強 い 否 定 の 意 味 を 表 す こ と が あ

る 。 例 え ば 、 “ D i d  y o u  g o ? ”  “ L i k e  h e l l  ( I  d i d ) . ”で あ る 。  

 

そ れ か ら 、 O E Dは l i k e  h e l lを 以 下 の よ う に 定 義 し て い る （ 例 文 は 、 本 章

の 研 究 範 疇 を 考 慮 し て 、 年 代 と 例 文 の み 引 用 す る ） 。  

 

1 8 5 5   I  t r i e d  e v e r y  p l a c e . .  a n d  p l a y e d  l i k e  h e l l .  

1 8 9 2   ‘ H i t ,  o l d  m a n ? ’  ‘ L i k e  h e l l , ’  h e  s a i d .  

1 9 2 2   ‘ A n d  I  s h a l l  m i s s  t h e e ,  J a c k . ’ . .  ‘ M i s s  y o u  l i k e  h e l l . ’  

1 9 2 5   M a r i a :  E n j o y i n g  t h e  c o n c e r t ,  W i l l i e ?  

        W i l l i e :  L i k e  h e l l !  

1 9 3 0   ‘ Y o u  c a n ’ t  s a y  t h a t . ’  ‘ L i k e  h e l l  I  c a n ’ t , ’  S p a d e  s a i d .  

1 9 4 1   ‘ I ’ v e  q u i t e  e n j o y e d  i t  h e r e . ’  L i k e  h e l l  I  h a v e ,  s h e  a d d e d  u n d e r  

h e r  b r e a t h .  

 

O E Dの 記 述 か ら 、 l ik e  h e l lは 、 1 8 5 5年 は 肯 定 の 意 味 で 、 そ の 後 、 1 8 9 2年

は 、 否 定 の 意 味 で 用 い ら れ た こ と が 明 ら か で あ る 。  

続 い て 、 C O B U I LD [改 訂 新 版 ]の 定 義 と 例 文 を 見 て み よ う 。  

 

a )  S o m e  p e o p l e  s a y  l i k e  h e l l  t o  e m p h a s i z e  t h a t  t h e y  s t r o n g l y  d i s a g r e e  

w i t h  y o u  o r  a r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  w h a t  y o u  s a y ;  a n  i n f o r m a l  

e x p r e s s i o n .  ‘ I ’ l l  g o  m y s e l f . ’― ‘ L i k e  h e l l  y o u  w i l l ! ’  

 

b )  S o m e  p e o p l e  u s e  l i k e  h e l l  t o  e m p h a s i z e  h o w  s t r o n g  a n  a c t i o n  o r  
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q u a l i t y  i s ;  a n  i n f o r m a l  e x p r e s s i o n .  I t  h u r t s  l i k e  h e l l …  I  m i s s e d  h e r  

l i k e  h e l l .  

 

こ の よ う に 、 l i k e  h e l lは 、 肯 定 の 意 味 を 強 め る 一 方 、 強 い 否 定 の 意 味 に

も 用 い ら れ て い る 。 な ぜ 、 l i k e  h e l l  は 、 文 を 強 め る 意 味 「 猛 烈 に 」 ( He  

w o r k s  l i k e  h e l l . )、 「 ひ ど く 悪 く 」 ( I  f e e l  l i k e  h e l l . )で 用 い ら れ な が ら 、

他 方 で は 、 強 い 否 定 の 意 味 「 ～ 絶 対 あ り え な い 」 ( “ D i d  y o u  g o ? ”  “ L i k e  

h e l l  ( I  d i d ) . ” )で も 使 用 さ れ る こ と が で き る の か ？   

l i k e  h e l lは 、 口 語 体 と し て 使 わ れ る の で 、 日 常 の 会 話 で は 、 文 語 体 よ り

使 用 頻 度 が 多 い の で あ る 。 そ れ ゆ え に 、 l i k e  h e l lの 仕 組 み を 探 る こ と は 、

非 母 語 話 者 に と っ て 、 会 話 の た め の 英 語 を 身 に 付 け る の に 意 義 が あ る 。 非

母 語 話 者 に と っ て 、 C o l l o q u i a l  や J o c u l a r （ 口 語 体 あ る い は 滑 稽 な 言 い

方 ） と い う の は Fo r ma l（ 形 式 ば る ） な 言 い 方 と 同 様 に 重 要 で あ る 。  

発 話 内 容 あ る い は 聞 き 手 に 対 す る 話 し 手 の 態 度 を 表 す モ ー ダ リ テ ィ の 表

現 は 、 英 語 で は 、 も っ ぱ ら イ ン ト ネ ー シ ョ ン な ど の 文 字 に あ ら わ れ な い 形

を と る 傾 向 が 強 い 。 日 本 語 の 場 合 は 、 慣 用 表 現 化 し て 文 字 通 り の 意 味 が 意

識 さ れ な く な り 、 英 語 で は 、 文 字 ど お り の 意 味 で も 同 じ 表 現 が 用 い ら れ る

の で 、 文 字 通 り の 意 味 が 意 識 さ れ う る 。  

「 猛 烈 に ,  必 死 に ,  や け に ,  ひ ど く 」 な ど を 意 味 す る 場 合 、 主 に 動 詞 ＋

l i k e  h e l lの 形 式 で 用 い ら れ 、 l ì k e  h é l lの よ う に ア ク セ ン ト が 付 く 。  

 

( 2 0 )  a .  r u n  l i k e  h e l l   

b .  d r o v e  l i k e  h e l l  

c .  w o r k e d  l i k e  h e l l   

d .  b u r n  l i k e  h e l l   

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%8C%9B%E7%83%88%E3%81%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BF%85%E6%AD%BB%E3%81%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%84%E3%81%91%E3%81%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%81%B2%E3%81%A9%E3%81%8F
http://ejje.weblio.jp/content/drove
http://ejje.weblio.jp/content/like+crazy
http://ejje.weblio.jp/content/worked
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e .  s t u d y  l i k e  h e l l  

 

日 常 使 用 さ れ て い る l i k e  h e l l  の 例 を 得 る た め に 、 s i t e : e du  と s i t e : u k 

を 検 索 し 、 そ こ か ら 例 を 集 め た 。 動 詞 ＋ l i k e  h e l l  形 式 で 使 わ れ る 動 詞

は 、 次 の よ う な 動 詞 な ど が あ る 。  

 

f e e l ,  d a n c e ,  l o o k ,  l a u g h ,  h o t ,  y e l l ,  f i g h t ,  p a d d l e ,  d a n c e ,  s o u n d ,  

o v e r p r i c e ,  t e r r o r,  i t c h ,  f a r t ,  g o ,  h u r t ,  l o v e ,  s o u n d ,  o ve r p r i c e ,  t e r r o r ,  

sm a sh ,  sh a k e ,  t r a n s l a t e ,  p a n i c ,  e t c .  

 

こ れ ら の 動 詞 に は 、 あ る 種 の 「 段 階 性 」 が 含 意 さ れ て い る 。 こ れ ら の 動

詞 の 「 段 階 性 」 は 、 l i k e  h e l lに よ っ て 、 そ の 度 合 い が 強 化 さ れ て い る 。  

言 い 換 え る と l i k e  h e l lは 、 「 程 度 の 高 さ 」 を 伝 え る 。 つ ま り 、 「 極 端 」

を 表 現 す る こ と が で き る 。 こ れ こ そ が 、 l i k e  h e l lが 皮 肉 表 現 と し て 、 用 い

う る 条 件 で あ る 。  

 

 ( 2 1 )  a .  “ D i d  y o u  g o ? ”  “ Li k e  h e l l  ( I  d i d ) . ”  

b .  “ I  j u s t  w e n t  o u t  t o  g e t  a  b r e a t h  o f  a i r . ”  “ Yo u  d i d ,  l i k e  h e l l . ”  

       c .  A n  O x f o rd  m a n !  L i k e  h e l l  h e  i s .   

 (  池 田 1 9 6 7： 3 0 )  

 

辞 書 こ と に l i k e  h e l lの 定 義 に 、 「 皮 肉 」 と い う 表 現 を 入 れ た り 、 入 れ な

か っ た り し て い る 。 こ れ は 、 l i k e  h e l lの 皮 肉 表 現 が 、 既 に 、 あ る 程 度 定 着

し て い た と い う こ と が 考 え ら れ る 。  

文 字 通 り の 意 味 で 用 い ら れ な く な っ た 表 現 に つ い て は 、 母 語 話 者 に は 派
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生 的 意 味 の 語 感 は ピ ン と く る が 、 文 字 通 り の 意 味 は 、 意 識 で き な く な っ て

い る 場 合 が 多 い 。 文 法 化 の 一 例 で あ る 。 こ れ は 、 心 理 言 語 学 の 言 語 理 解 の

実 験 に お い て 一 般 に 発 言 内 容 は 、 覚 え て い る が 細 か い 表 現 は 、 脳 が 処 理 し

た 後 は 忘 れ て し ま う と い う こ と と 関 係 が あ る 。  

l i k e  h e l lと 同 じ 仕 組 み で 、 l i k e  f u nの 「 皮 肉 」 を 伴 っ た 否 定 表 現 を 説 明

す る こ と が で き る 。  

 

( 2 2 )  “ E v e r y t h i n g  w o u l d  b e  a l l  r i g h t  t h e n . ”  “ Li k e  f u n  i t  w o u l d . ”  

                      （ 池 田 1 9 6 7 : 3 0）  

 

懐 疑 心 を 含 意 し て い る 皮 肉 表 現 の タ イ プ は 、 G r i c eの 言 う 〈 質 の 公 理 〉 と

真 っ 向 か ら 対 立 す る 。 こ の よ う な 公 理 違 反 を 話 し 手 が 意 図 的 に 犯 し た 場

合 、 通 常 の 談 話 で あ れ ば 、 発 話 が 伝 え る 文 字 通 り の 内 容 と は 異 な る 「 言 外

の 意 味 」 の 察 知 が 聞 き 手 に 求 め ら れ る の で あ る 。  

 

5 . 5  ま と め  

本 章 で は 、 懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 の 仕 組 み に つ い て 考 察 し た 。 本 章 の

「 懐 疑 心 」 は 、 “ あ る 事 柄 に 対 す る 発 話 者 の 疑 い 、 不 信 感 情 を い う 。 つ ま り 、  

“ I  d o n ’ t  b e l i e v e  w h a t  y o u  a r e  j u s t  s a y i n g . ”を 暗 に 意 味 す る ” と 定 義 つ け る 。

懐 疑 心 を 含 む 間 接 否 定 文 に は 、 修 辞 疑 問 文 （ あ る い は 反 語 ） 、 N e x a l疑 問

文 （ 非 難 の ネ ク サ ス ） 、 皮 肉 表 現 な ど が 含 ま れ て い る 。  

反 語 は 、 英 語 で 修 辞 疑 問 ( R h e t o r i c a l  Q u e s t i o n )と 呼 ば れ て い る 用 法 で あ

る 。 修 辞 疑 問 は 、 構 造 上 疑 問 形 で あ る が 、 強 い 主 張 の 力 を 持 っ て い て 、 一

般 に 答 え は 期 待 し て い な い 。 反 語 は 、 事 柄 の 「 当 然 さ 」 に 疑 義 を 抱 い て い

る 事 に な る 。 反 語 は 、 疑 問 文 に よ っ て 、 「 質 問 」 以 外 の 行 為 、 つ ま り 「 否
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定 」 を 行 な う 行 為 で 、 間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。 修 辞 疑 問 文 で 暗 示 さ れ て い

る 否 定 の 意 味 は 、 様 態 の 公 理 ( M a x i m  o f  M a n n e r )、 つ ま り 、 「 わ か り に

く い 表 現 は 避 け る 、 曖 昧 な 表 現 は 避 け る 、 で き る 限 り 簡 潔 に 表 現 す る 、 秩

序 立 っ た 表 現 を す る 」 、 を 破 っ て い る と 思 わ れ る 。 反 語 表 現 で 、 中 心 的 な

働 き を す る の は 、 話 し 手 の 意 図 1、 つ ま り 、 「 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 否 定 意

志 を 伴 う 懐 疑 と い う 行 為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と 」 で あ る 。  

非 難 の ネ ク サ ス は 、 問 題 と な っ て い る 主 語 と 述 語 と の 結 合 が あ り 得 な い

も の と し て 、 拒 否 さ れ る べ き も の で あ る こ と を 示 し て い る 。 逆 に 言 え ば 、

主 語 ・ 述 語 の 結 合 は 、 概 念 上 あ り 得 な い こ と と し て 拒 否 さ れ る た め に 提 示

さ れ る の で あ る 。 “ I  c a n ’ t  b e l i e v e … ”は 、 「 ～ な ん て 信 じ ら れ な い 」 と い

う 驚 き ば か り か 、 不 信 の 念 を 表 明 す る た め に も 用 い ら れ る 。 従 っ て 、 こ の

表 現 が 「 感 情 表 出 」 と み な さ れ る た め に は 、 何 よ り も ま ず 、 当 の 話 し 手 が

し か る べ き 意 図 を 持 っ て い な け れ ば な ら な い 。 聞 き 手 の 側 か ら 見 る と 、 発

話 解 釈 の 際 に 最 も 重 要 と な る の は 、 話 し 手 の 意 図 を 正 し く 推 測 す る こ と で

あ る 。 現 実 の 会 話 に お い て は 、 こ う し た 公 理 は 、 守 ら れ て い な い こ と の 方

が 多 い し 、 と き に 、 わ ざ と 、 こ う し た 公 理 に 違 反 し た 表 現 を 用 い る 事 例 、

す な わ ち 公 理 の 逆 用 と も い う べ き 用 法 が あ る 。  

「 偽 で あ る と 考 え ら れ る こ と は 言 わ な い 。 」 と い う 質 の 第 一 公 理 を 犯 し

て い る の が 「 皮 肉 」 で あ る 。 皮 肉 と 虚 言 は 、 と も に 真 で な い こ と 、 つ ま り 、

偽 の 発 言 を し て い る の で あ る が 、 話 し 手 の 意 図 に お い て 大 き く 異 な っ て い

る 。 虚 言 で は 、 話 し 手 は 、 偽 の 表 現 を 相 手 に そ の ま ま 信 じ て も ら い た い と

思 っ て い る 。 皮 肉 で は 、 話 し 手 は 、 偽 の 表 現 を 相 手 が 逆 の 意 味 に 捉 え て く

れ る こ と を 期 待 し て い る 。  

皮 肉 表 現 は 、 極 端 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 反 対 の 意 味 を 匂 わ す も の で

あ る 。 ゆ え に 、 皮 肉 の 場 合 は 、 通 例 程 度 の 高 い 形 容 詞 や 副 詞 な ど が 用 い ら
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れ る 。 た だ し 、 独 特 の 口 調 が 伴 う 。 l i k e  h e l lは 、 「 程 度 の 高 さ 」 を 表 現 す

る 。 つ ま り 、 「 極 端 」 を 伝 達 す る こ と が で き る 。 こ れ こ そ が 、 l i k e  h e l lが

皮 肉 表 現 と し て 、 用 い う る 条 件 で あ る 。 懐 疑 心 を 含 意 し て い る 皮 肉 表 現 の

タ イ プ は 、 G r i c eの 言 う 「 質 の 公 理 」 と 真 っ 向 か ら 対 立 す る 。 こ の よ う な

公 理 違 反 を 話 し 手 が 意 図 的 に 犯 し た 場 合 、 通 常 の 談 話 で あ れ ば 、 発 話 が 伝

え る 文 字 通 り の 内 容 と は 、 異 な る 「 言 外 の 意 味 」 の 察 知 が 聞 き 手 に 求 め ら

れ る 。  
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第 6章  ま と め  

 

間 接 否 定 表 現 と は 、 否 定 辞 を 用 い ず に 、 間 接 的 な 、 あ る い は 遠 回 し 的 な

方 法 に よ っ て 否 定 の 概 念 を 表 す 否 定 表 現 を い う 。 否 定 に 関 す る 研 究 は 、 か

な り 存 在 す る が 、 間 接 否 定 の 仕 組 み に 関 す る 研 究 は 殆 ど な い 。 英 語 母 語 話

者 は 、 間 接 否 定 の 意 味 を 瞬 時 に 把 握 す る こ と が で き る が 、 非 母 語 話 者 は そ

う は い か な い 。 本 論 で は 、 幾 つ か の 間 接 否 定 表 現 を 詳 細 に 検 討 し 、 間 接 否

定 表 現 の 仕 組 み に つ い て 、 体 系 的 な 考 察 を 試 み た 。 間 接 否 定 が 生 成 さ れ る

こ と と 理 解 さ れ る こ と に は 人 間 が 所 有 し て い る 比 較 能 力 が 関 わ っ て い る 。  

否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文 は 、 ２ つ の 事 柄 の 間 の 境 界 線 に 焦 点 を

置 き な が ら （ あ る い は 、 意 識 し な が ら ） 、 そ の ２ つ の 事 柄 を 比 較 す る こ と

を 通 じ て 否 定 の 意 味 を 伝 達 し て い る 。  否 定 の 意 味 を 含 意 し て い る 比 較 文

は 、 境 界 線 を 越 え た り 、 離 れ た り 、 到 達 で き な か っ た り 、 ス タ ー ト 点 か ら

数 え て 最 後 に な っ た り と い う こ と に よ り 、 否 定 の 概 念 を 位 置 つ け て い る 。  

G o d、 d e v i l、 h e l l、 p o x、 ( t h e )  d e u c e、  s o r r o wな ど は 、 人 間 に よ っ て 認

知 さ れ な い 領 域 で あ る 。 こ れ ら の 語 は 、  ‘ f a r  f r o m  p e o p l e ’の 意 味 を 含 意

し て い る と 考 え ら れ る 。 こ れ ら の 語 （ 句 ） は 、 間 接 否 定 文 中 で 、 否 定 辞 の

役 割 を 担 っ て い る 。  G o d、 d e v i l、 h e l l lな ど の 語 は 、 否 定 辞 n o tな ど の 語

よ り は 、 は る か に 発 話 者 の 感 情 を 含 ん で い る の で 、 否 定 辞 n otな ど の 語 は

“ 理 性 的 否 定 辞 ” 、 d e v i lな ど の 語 は “ 感 性 的 否 定 辞 ” と 呼 ん で 、 区 別 す

る こ と が で き る 。 de v i l 、 h e l l 、 p o x 、 ( t h e )  d e u c e 、  s o r r o w な ど の 表 現

は 、 人 間 認 知 能 力 の 領 域 の 中 と 人 間 認 知 能 力 の 領 域 の 外 と の 比 較 を 通 じ

て 、 間 接 否 定 の 意 味 を 伝 達 し て い る 。  

仮 定 す る こ と に よ っ て 否 定 の 意 味 を 表 現 す る 文 は 、 発 話 者 が 自 身 を の の

し る こ と 、 あ る い は 聞 き 手 と あ る 事 柄 に 対 し て 賭 け る こ と 、 ま た 聞 き 手 を
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脅 迫 す る こ と な ど を 仮 定 す る こ と に よ っ て 、 否 定 の 意 味 を 伝 え て い る 。 こ

の 種 の 間 接 否 定 は 、 仮 言 的 三 段 論 法 、 つ ま り 、 「 大 前 提 の 後 件 が 小 前 提 で

否 定 さ れ る と き 、 結 論 に お い て 前 件 は 否 定 さ れ る 」 に 違 反 し て い な い 。  

否 定 的 含 意 動 詞 は 、 あ る 性 質 の 非 存 在 を 示 す 概 念 、 消 極 的 概 念 、 欠 如 概

念 、 こ の ３ つ の 概 念 を 含 意 し て い る 。 否 定 的 含 意 動 詞 は 、 反 対 概 念 、 あ る

い は 矛 盾 概 念 で あ る も う 一 方 の 、 存 在 を 示 す 概 念 、 積 極 概 念 、 非 欠 如 概 念

と 比 較 さ れ 、 そ の 内 在 的 な 否 定 の 意 味 を 暗 示 し て い る 。  

G o dは 、 山 梨 ( 2 0 0 0 )  が 述 べ て い る 「 外 」 、 「 越 え る 」 、 「 ほ ど 遠 い 」 と

い う 空 間 表 現 と は 関 連 が な い よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 人 類 全 体 を 容 器 に

喩 え た 場 合 、 G o d  (go d )は 、 そ の 容 器 の 「 外 」 の 存 在 で あ り 、 そ の 容 器 を

「 越 え た 」 存 在 、 あ る い は 、 そ の 容 器 か ら 物 理 的 に 「 ほ ど 遠 い 」 と こ ろ に

い る 存 在 で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 意 味 で 、 間 接 否 定 の 意 味 の 発 現 に 関 わ

る 山 梨 ( 2 0 0 0 )の 指 摘 は 、 間 接 的 に で は あ る が 、 G o d  k n o w sの 間 接 否 定 の 意

味 の 成 立 に も 関 与 し て い る と 考 え ら れ る 。  

断 定 的 述 語 で あ る k no wは 、 主 節 に よ り 重 要 性 が あ る か 、 補 文 に よ り 重 要

性 が あ る か に よ り 、 ２ つ の 読 み を 持 つ 。 G o d  k n o w s  +  t h a t節 の 場 合 は 、

補 文 が 真 で あ る 解 釈 で 、 目 的 語 節 を w h a tで 問 う 疑 問 文 に 対 す る 答 え が 優

勢 で あ り 、 補 文 の 方 に 主 要 な 断 定 が あ る 。  

k n o wは 、 ま た 叙 実 的 述 語 で も あ る 。 叙 実 的 動 詞 に お い て は 、 話 者 は 補 文

( C o m p l e m e n t )  の 内 容 を 事 実 で あ る と 認 め て い る と い う （ 話 者 が 補 文 の 内

容 を 真 で あ る と 信 じ て い る こ と ） 前 提 に 立 っ て い る 。 真 の 叙 実 的 述 語 は 、

補 文 前 置 が ( C o m p l em e n t  Pr e p o s i n g )が 適 用 で き な い の に 対 し 、 半 叙 実 述

語 は 、 適 用 で き る 。 こ れ は 、 補 文 前 置 が 補 文 の 命 題 を 文 の 主 要 な 断 定 に

し 、 元 の 主 節 を 挿 入 節 ( Pa r e n t h e t i c a l  C l a u se )あ る い は ２ 次 的 な も の に す

る 性 質 を 持 つ か ら で あ る 。  
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“ We  w e r e  h a p p y  t h e n ,  I  t h i n k . ”  “ G o d  ( o r  H e a v e n )  k n o w s  w e  w e r e ! ”  s a i d  I .

の 例 で み ら れ る よ う に 、 非 叙 実 的 ・ 弱 断 定 的 述 語 で あ る  t h i n kに 対 し て 、

叙 実 的 ・ 断 定 的 述 語 k n o wで 答 え る の で 、 相 手 の 発 話 に 対 し て 、 G o dの み

な ら ず 、 話 者 も  “ We  w e r e  h a p p y  t h e n . ”で あ る こ と を 認 め て い て 、 強 い

同 感 の 意 、 つ ま り 肯 定 の 意 味 を 伝 え る の で あ る 。  

H o o p e r - Th o m p so n ( 1 9 7 3 ) と H o o p e r ( 1 9 7 5 a )は 、 断 定 が ど の よ う な と こ ろ

で 制 限 さ れ て い る か 述 べ て い る 。 ま ず 、 動 名 詞 や 不 定 詞 な ど の 縮 約 さ れ た

節 に は 断 定 が 生 じ な い し 、 逆 に 、 断 定 の あ る 節 は 縮 約 さ れ な い 。 他 に 、 制

限 的 関 係 詞 節 ( R e s t r i c t i v e  R e l a t i v e  C l a u se )や t h e  f a c t  t h a t …な ど の 同 格

節 ( A p p o s i t i v e  C l a u s e )、 w he n ,  b e f o r e ,  a f t e rで 導 か れ る 時 の 副 詞 節 に も 断

定 が 生 じ な い 。  

従 っ て 、 G o d  k n o w s  w h e n  h e  c a m e .  の w h e nが 導 く 節 に は 、 断 定 が 生 じ

な い の で 、 前 置 が で き な い 。 ゆ え に 、 主 節 の 主 語 G o dに だ け 、 w hoで 問 う

疑 問 文 に 対 す る 答 え に し か な り 得 な い 。 つ ま り 、 Go d  k n o w s  w h e n  he  

c a m e .と い う 答 え を 得 よ う と す る の な ら 、 Wh o  k n o w s  w h e n  h e  c a m e ?で 質

問 し な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 J . R . R o ss ( 1 9 6 7 a )  と C h o m sk y ( 1 9 7 7 a )の w h島 制 約 が Go d  k n o w s +  

w h節 の w h節 が 断 定 に な り 得 な い 理 由 を 証 明 し て い る 。 従 っ て 、 w h節 か ら

は 、 抜 き 出 し 操 作 が で き な い の で あ る 。  

G o d  k n o w s + t h a t節 の 場 合 も 、 G o d  k n o w s + w h節 の 場 合 も 、 イ デ ィ オ ム 化

の 定 義 に 当 て は ま る 。 ゆ え に 、 両 方 の 場 合 と も に イ デ ィ オ ム 化 し た と 考 え

ら れ る 。 そ れ に 対 し て 、 補 文 な し で 使 わ れ る Go d  k n o w sは 、 文 法 化 の 流 れ

に 沿 っ た 用 法 で あ る と 考 え ら れ る 。  

C O B U I LD (改 訂 新 版 ) b )の 説 明 が 示 す よ う に 、 Go d  k n o w sは 、 質 問 に 対 し

て 答 え る と い う 限 ら れ た 文 脈 内 で 用 い ら れ 、 な お か つ 、 本 来 必 要 と さ れ る



 158 

要 素 を 省 略 し て い る に も か か わ ら ず 、 ｢返 答 ｣と し て の 機 能 を 十 分 に 担 っ て

い る 。 具 体 的 な 文 字 通 り の 意 味 内 容 を 伝 え る 言 語 表 現 か ら 、 会 話 を 構 築 す

る と い う 文 法 的 な 機 能 を 担 う 要 素 へ と 変 化 し て い る 。  

例 え ば 、 “ Th a n k  y o u . ”に 対 す る 決 ま り 文 句 と し て 、 “ Yo u ’ r e  we l c o m e . ”と

答 え る 場 合 で あ る 。 さ ら に 、 「 神 は 知 っ て い る 」 と い う 具 体 的 な 意 味 で は

な く 、 そ こ か ら 推 論 さ れ る 「 誰 も 知 ら な い 」 と い う 話 し 手 の 強 い 否 定 を 表

す 言 語 表 現 へ と 変 わ っ て い る と い う 点 で 、 T r a u g o t tの 言 う 第 3の 主 観 化 の

事 例 で あ る と も 言 え る 。 そ れ に 対 し て 、 肯 定 の 意 味 で は 、 G od  k n o w sは ２

次 的 な も の で 、 省 略 し う る の で 、 補 文 な し で 、 単 独 に 用 い る こ と は で き な

い の で あ る 。  

反 語 は 、 英 語 で 修 辞 疑 問 ( R h e t o r i c a l  Q u e s t i o n )と 呼 ば れ て い る 用 法 で あ

る 。 修 辞 疑 問 は 、 構 造 上 疑 問 形 で あ る が 、 強 い 主 張 の 力 を 持 っ て い て 、 一

般 に 答 え は 期 待 し て い な い 。 反 語 は 、 事 柄 の 「 当 然 さ 」 に 疑 義 を 抱 い て い

る 事 に な る 。 反 語 は 、 疑 問 文 に よ っ て 、 「 質 問 」 以 外 の 行 為 、 つ ま り 「 否

定 」 を 行 な う 行 為 で 、 間 接 的 発 話 行 為 で あ る 。 修 辞 疑 問 文 で 暗 示 さ れ て い

る 否 定 の 意 味 は 、 様 態 の 公 理 ( M a x i m  o f  M a n n e r )、 つ ま り 、 「 わ か り に

く い 表 現 は 避 け る 、 曖 昧 な 表 現 は 避 け る 、 で き る 限 り 簡 潔 に 表 現 す る 、 秩

序 立 っ た 表 現 を す る 」 、 を 破 っ て い る と 思 わ れ る 。 反 語 表 現 で 、 中 心 的 な

働 き を す る の は 、 話 し 手 の 意 図 1、 つ ま り 、 「 話 し 手 Sが 聞 き 手 Aに 否 定 意

志 を 伴 う 懐 疑 と い う 行 為 を 遂 行 さ せ る こ と を 意 図 す る こ と 」 で あ る 。  

非 難 の ネ ク サ ス は 、 問 題 と な っ て い る 主 語 と 述 語 と の 結 合 が あ り 得 な い

も の と し て 、 拒 否 さ れ る べ き も の で あ る こ と を 示 し て い る 。 逆 に 言 え ば 、

主 語 ・ 述 語 の 結 合 は 、 概 念 上 あ り 得 な い こ と と し て 拒 否 さ れ る た め に 提 示

さ れ る も の で あ る 。  

“ I  c a n ’ t  b e l i e v e … ”は 、 「 ～ な ん て 信 じ ら れ な い 」 と い う 驚 き ば か り か 、
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不 信 の 念 を 表 明 す る た め に も 使 わ れ る 。 従 っ て 、 こ の 表 現 が 「 感 情 表 出 」

と み な さ れ る た め に は 、 何 よ り も ま ず 、 当 の 話 し 手 が し か る べ き 意 図 を 持

っ て い な け れ ば な ら な い 。 聞 き 手 の 側 か ら 見 る と 、 発 話 解 釈 の 際 に 最 も 重

要 と な る の は 、 話 し 手 の 意 図 を 正 し く 推 測 す る こ と で あ る 。 現 実 の 会 話 に

お い て は 、 こ う し た 公 理 は 、 守 ら れ て い な い こ と の 方 が 多 い し 、 と き に 、

わ ざ と 、 こ う し た 公 理 に 違 反 し た 表 現 を 用 い る 事 例 、 す な わ ち 公 理 の 逆 用

と も い う べ き 用 法 が あ る 。 「 偽 で あ る と 考 え ら れ る こ と は 言 わ な い 。 」 と

い う 質 の 第 一 公 理 を 犯 し て い る の が 「 皮 肉 」 で あ る 。  

皮 肉 と 虚 言 は 、 と も に 真 で な い こ と 、 つ ま り 、 偽 の 発 言 を し て い る の で

あ る が 、 話 し 手 の 意 図 に お い て は 大 き く 異 な っ て い る 。 虚 言 で は 、 話 し 手

は 、 偽 の 表 現 を 相 手 に そ の ま ま 信 じ て も ら い た い と 思 っ て い る 。 皮 肉 で

は 、 話 し 手 は 、 偽 の 表 現 を 相 手 が 逆 の 意 味 に 捉 え て く れ る こ と を 期 待 し て

い る 。  

皮 肉 表 現 は 、 極 端 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 反 対 の 意 味 を 匂 わ す も の

で 、 通 例 程 度 の 高 い 形 容 詞 や 副 詞 な ど が 用 い ら れ る 。 た だ し 、 独 特 の 口 調

が 伴 う 。 l i k e  h e l lは 、 「 程 度 の 高 さ 」 を 表 現 す る 。 つ ま り 、 「 極 端 」 を 伝

達 す る こ と が で き る 。 こ れ こ そ が 、 l i k e  h e l lが 皮 肉 表 現 と し て 、 用 い う る

条 件 で あ る 。 懐 疑 心 を 含 意 し て い る 皮 肉 表 現 の タ イ プ で は 、 G r i c eの 言 う

「 質 の 公 理 」 を 破 っ て い る 。 こ の よ う な 公 理 違 反 を 話 し 手 が 意 図 的 に 犯 し

た 場 合 、 通 常 の 談 話 で あ れ ば 、 発 話 が 伝 え る 文 字 通 り の 内 容 と は 、 異 な る

「 言 外 の 意 味 」 の 察 知 が 聞 き 手 に 求 め ら れ る 。  

一 般 的 に 、 人 は 言 い に く い こ と を 伝 え た い と き は 遠 回 し の 言 い 方 を す る

傾 向 が あ る 。 間 接 否 定 表 現 の 心 理 的 理 由 は 、 遠 回 り ( d e t o u r )が 聞 き 手 の 精

神 力 を 弱 め る と と も に 、 話 し 手 側 で は 率 直 で ぶ っ き ら ぼ う な 表 現 に は 欠 け

て い る と こ ろ の 躊 躇 と 言 っ た よ う な 意 味 を 含 ん で い て 、 人 間 全 体 が 平 等 の
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立 場 に 置 か れ て い る と い う 心 理 的 安 心 感 も あ る と 思 わ れ る 。  こ う い う と

き は 得 て し て 人 は 「 言 わ ず 語 ら ぬ 我 が 心 」 式 の し ゃ べ り 方 を す る 。  
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