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李 瑞芳

日英中 三 言語の話し手の 主観性

一 指示詞の 主観性と総称名詞の
一 人称化 -

1 話 し手 に よ る指示 詞 の 主観性

日 本 語 の 指 示 詞 は ｢ コ ソ ア ｣ の 三 種類 で あ る に 対 し て
､ 英 語 は

h e r e ( th i s) ,
t h e r e (t h a t) の 二 種 類で あり ､ 中国 語 は ｢ 返 zh e

, 那 n a ｣ の 二 種類 で

ある
o
｢ コ ノ ア｣ の 定 義は話 し手 を 中心 と し た もの で あ る

o 話 し手 を中心 に し
､ 話

し手 の 近 く に ある も の は ｢ コ ｣ で あ り
､ 話 し手 か らやや 離 れ た と こ ろ に ある もの

は ｢ ソ｣ で
､ 話 し 手 か ら離 れ た と こ ろ の あ るも の は ｢ ア｣ で あ る

D 英語 や 中国語

の 指示詞 の 定 義も ､ 話 し 手 を 中心 と し た も の で ある
｡
話 し手 の 近 く に あ る も の は ､

英語 で は h e r e ( t h i s) で ､ 中国 語 で は ｢ 迭 zh e｣ で あ る｡ 話 し 手 か ら離れ た と こ ろ

に ある も の は ､ 英語 は t h e r e (t h a t ) で ､ 中国 語 は ｢ 那 n a｣ で あ る｡

三 言 語 の 指示詞 の 定義は ､
い ずれ も話 し手 を中心 と した も の で ある｡ 話 し 手が

指 示 対象 の 遠近 を判 断する o 例え ば ､ 日本語 の 場合､ 指示 対 象が 話 し 手の 近 く に

ある の か ､ そ れ と もや や 離れ た と こ ろ に あ るの か
､ それ とも 離れ た と こ ろに あ る

の か は ､ 話 し手 の 主 観的な判断 に よる も の で あ るo 堀 口(1 9 7 8 b ) に よれ ば
､
｢ コ ソ

ア の 領域 は､ 常に 話 し手 の 主 観に よ っ て 設 定さ れ るも の｣ で あ る とい う｡
それ を

次 の よ う な例 文 で 説 明 して い る
｡

(1) A : 姐 花 は桜 だ ね
o

B : い や
､ 地 は 桃 だ よ

o

し か し ､
B の 応 答 が 場合 に よ っ て は ,

B : い や ､ 三並 は桃 だ よ
｡

或 い は ､

B : い や
､ 三 並 は 桃 だ よ

o

と逆ら っ た応答をす る こ と もあ りう る と い う｡

- 13 2 -



(2)

日本語 の 指示詞 の 領域だ けで は なく ､ 英語 の t hi s / t h a t の領域 も､ 話 し手 の 主

観 に よ っ て 設 定され る も の で あるo
こ の 事実 を Fi l l m o r e (1 9 9 7 : 1 4 - 1 5) は ､ 指示

詞 の 持 つ 距離の 遠近 の 対 立 が ｢ 中和 さ れ る( n e u t r a li z e d) ｣ と い う言 い 方を して い

る
o
そ の

一

例 と して ､ 患者が 痛む歯 を歯 医者に 示 し なが ら､ (2 a) の言 い 方も ､ (2 b)

の 言 い 方 もで き る と い う｡

(2) a
.

I t
'

s 埴iji O n e .

b
. I t

'

s t h a t o n e
.

また
､
千葉

･ 村杉(1 9 8 7 : 1 1 4) に よれ ば､ 今話題 に な っ て い る物 の 話 し手 か ら

の 距 離 の 違 い が 問題 にな ら な い 場 合､ 距離の 違い に 応 じて t hi s/ t h a t を使 い 分

け る とい うこ とが 必要 なく な る の で あ る｡ 例 えば
､ 話 し手 が

､ も し 示 され た も

の を手 で 触 れ な が ら ､ 質問す る場合, 次 の( 3 a) も(3b) も適格で ある と い う o

(3) a
.

W o u l d y o u l i k e 吐由 o n e?

b
.

恥 u l d y o u l i k e t h a t o n e?

(1 - 3) の 例文 は､ 同 じ指示 対象 に 対 し て
､
それ ぞれ 近く の 対象 と見 なす文 も適格

で あれ ば ､ 遠 い 対象と 見 なす文 も適格で ある ｡
い わ ば ､

｢ 距離 の 遠近 の 対立 が 中和

され る｣ 或い は ｢ 距離 の 違 い が問題 に なら な い｣ 文 で あ るo
こ の よ う な文 は

､ 話

し 手 に よる 主観的な操作の 結果で ある
｡
話 し手 には どの ような場 合,

｢ 距離 の 違 い

が 問題 に な ら ない｣ の で あ ろうo 次 の (4 -

6 ) は千葉 ･ 村杉(19 8 7 : 1 1 6) に よ る映画

か ら の 例文 で あ るo 見 て み ようo

(4) (1 0 0 万 ドル の 値打ち の ある S a r a c e n h o r s e ( 宝 石 をちり ば めた彫 刻 の 馬) を

ごみ の 中か ら見 つ け て
､

そ れ を手 に した 警官が)

w e l l
,

l o o k a t t h a t !

｢ ああ ､ すげえな あ
､

こ り や あ ! ｣

(M c C l o u d : m e M l

'

1 1 1

'

o J7 D o l l a r H o u n d (/b)

(5) (渡 さ れ た写 真を手 に し な が ら)

"

w h e r e d i d y o u g e t 迦 ?
' '

｢ どこ で 三並 を ? ｣

(K oj a k : B l a c k m o m )

例 文(4) で は
､ 警官が 自分の 手 の 中 に あ る ｢ 宝 石 を ちり ば めた彫 刻 の 馬｣ を t h a t
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で 指 して い るo 話 し手 の 警官 に と っ て ｢ 彫 刻の 馬｣ は
､ 手 の 中に ある の で

､ 近

く の も の で あ る に 違い な い
｡ そ れ に もか か わらず

､
t h i s で はな く

､
t h a t を用 い

られ て い る｡ 例文(5) も ､ 話 し手 の 手 の 中に あ る写 真を t hi s で は なく
､

t h a t で

指 し て い るo 同 じような こ とが
､ 場所 を示す t h e r e に つ い て も見 られ る.

(6) (契約 書の サイ ン す べ き 箇所 を指差 し なが ら)

Si g n 辿 ,
a n d t h e r e

,

｢ こ こ と ･ - -

三 三 で すね｡ ｣

(H a w a i i F i v e
-

0 : nh y W a l

'

t T l

'

l l U n c l e K e v l

'

n D l

'

e s 乃

例 文(2b)
,
(3 b)

,
(4 -

6) は い ずれ も 話 し手 に 近 い 指示 対象 を t h a t で 指示 して い

る例で あ る｡ 筆者は､ そ れが ｢ 距離 の 違 い が 問題 に な らな い｣ で は な く
､ 話 し

手 の 主 観的な領域の 操作に よる も の で ある と考 える｡ 話 し手 は自分の 領域 にあ

る対 象を領域外 の もの と して 取 り扱 い
､ 遠ざか る気 持 を表 す｡ 遠ざか る こ とで

､

指示 対象と話 し手 自身が心 理 的な対 立 状態 を作る
｡ 話 し 手 が自分の 領域 に t h a t

を用 い る こ と によ っ て
､ 嫌悪或い は忌避 の 気 持 を表す効果 が あ る と い う 説 明 は

､

L y o n s (1 9 8 1 : 2 3 5) に も 見られ る
｡
日 本語 訳 は千 葉･ 村杉(19 8 7) に よ る もの で あ る

｡

F o r e x a m p l e
,

i f a s p e a k e r i s h o l d i n g s o m e t h i n g i n t h e h a n d h e w i l l

n o r m a l l y u s e
`

t h i s
'

,
r a th e r t h a n

`

t h a t
'

,
t o r e f e r t o i t (b y v i r t u e o f

i t s s p a t i o
- t e m p o r a l p r o x i m i t y ) . I f h e s a y s 抱 a t

'

s t h a t ? i n s u c h

c i r c u m s t a n c e s
,

h i s u s e o f
`

t h a t
'

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

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

f r o m w h a t e v e r h e i s r e f
■

e r r i n g t o
.

( た と え ば､ も し話 し手 が 何 か を手 に 持 っ て い る な ら､ そ の 物 を指す の に 通

常は( それ が 空 間的 ･ 時間 的に近 距離に あ る た め) t h a t で な く ､
t h i s を用 い

るo も し , そ の よう な場面 で ､

``

w h a t
'

s t h a t?
"

と 言 っ た とする と､ そ の 場

合の t h a t は話 し手 の 持 つ 嫌悪あ る い は 忌避 の 気持を表す こ と に な る だ ろ

う｡ すな わ ち､ 話 し手 は 自分 が指示 して い る もの か ら気 持 の 上で ある い は

態度の 上 で 距 離 を置 こ う と して い る こ と に なる だ ろ う｡ )

話 し手 は 自分 の 領域 の 対象と豊国鞄に 距 離 を置 く こ と に よ っ て
,

指示対 象 と

対 立す る 気持 を表現する o そ の 対 立す る気 持 は
, 場合に よ っ て は嫌悪や 忌避と

な る
｡
中国語 の ｢ 迭 zh e / 那 n a ｣ の 領域も ､ 話 し手 の 主観 に よ っ て 設 定 され る も

の で あ る｡ 次 の よ う な発 話の 状 況 を設 定 しよ う
｡

例 えば､ 話 し 手 が聞 き 手 に 近

-
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い 距離に い る
｡

聞 き手 が 持 っ て い るは ずの 食券の 所在を確 認 する 場 面 で あ る ｡

次 の( 7 a) の ｢ 都 n a ｣ も ､
(7 b ) の ｢ 速 zh e｣ も 適格 で ある｡

(7) a . 坂票 不是 都在 俸 塑)し /il ?

食券 で は な い 全部 あ なた の 皇主 か

一 食券は全 部 あな た が 持 っ て い る ん で し ょ う ?

b
. 坂票 不 是 都在 俸 星)し ム?

食券 で は な い 全部 あ なた の 三三 か

一 食券 は全部 あな た が持 っ て い る ん で し ょ う ?

も ちろ ん
､

二 つ の 文 の 知 的意味は同 じで は あ るが ､ 微妙に ニ ュ ア ン ス が 違う の で

ある｡ ( 7 a) の 場 合､ 木村(1 9 9 2 ) の 言 い 方 を借 りれ ば ､ 話 し手 が 突き放 した感情 を

伴 っ て 聞き 手側 の 対 象を捉 える文 で ある ｡ そ の た め ､ 至近 距 離で あ っ て も ｢ 那 n a｣

が用 い られ る｡

一

方 ､ ( 7 b) の 場合､ 話 し手 が 聞き 手側 の 対象 を取 り込 む場 合で あ

り､

一

体感が ある と言 える ｡ 次 の 例 文 は､
｢ 返 z h e/ 那 n a ｣ が 同時に 用 い られ た 場

合で あ る｡

(8) 育

色?

あ り

う か

佑 迄J/21 牙 玩 笑的 ム , 体 型 是 牙 玩 笑

あ な た こ の よ う に 冗 談 を言 う か あ なた それ は 冗談 を言

一 三 旦 ように 冗 談 を言 う人 が い るか ? 地 は 冗 談 の つ もり か ?

こ こ で は ､
｢ 冗 談 が き つ い よ｣ と い う不満の 気持 ち を表 し て い る

｡
聞き 手 の 言 っ て

い る 内容 ､
つ まり

､ 聞き 手側 の 対 象に 文 の 前 半 で .｢ 返 z h e｣ が 用 い ら れ ､ 後半 で

は ｢ 邦 n a ｣ が用 い られ て い る
｡

こ こ ま で 見 た よ う に
､

三 言 語 は 話 し手 の 章図的操作 に よ り､ 領域内 の 対 象 を領

域外 の 対象と して 取 り扱う こ とが で きる
o
そ れ は ｢ 距 離の 違 い が問題 に なら な い｣

で は なく
､ 近 く に あ る対 象を遠い 対象の よ う に 取 り扱 っ て い る の で ある｡

こ の よ

う な現 象は指示詞 の 用 法 だ け に 現れ るの で はな く ､ 総 称名 詞 の
一

人 称化 に お い て

も 見 られ る の で あ る｡ 2 節 を見 よ う｡

2 話 し手 に よ る総 称名詞 の
一

人称 化

1 節で 見 た よう に , 英語 で は 話 し手 の 領域 の 指示 対 象を t hi s で は なく ､
t h a t
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で 指 し示 す場合が あ る
｡ それ に よ っ て 話 し手 は､ 指示 対象と自分の 間 に心 理 的

な対 立状 態を作り
､
自分の 様 々 な感情 を表す こ と が で き る

｡ 話 し 手 に よる 心理

的な対立状態を 作る よ うな興味深 い 現象は ､ 日本語 の ｢ ひ と｣ と い う言 葉の 使

い 方 に も表 れ て い るo
ただ ､ 指示詞 t h a t の よう に ､ 指示 対象 と自分の 間 の 心理

的な対立状態で は なく ､
｢ ひ と｣ で は ､ 聞 き手 と 話 し手 の 心理 的な対立 状 態を作

る の で あ る
｡

こ の よ う な ｢ ひ と｣ の 用 法 を詳 し く説 明 し た の は 鈴木(2 0 0 0) で あ

る
｡

2 . 1 総称名詞 ｢ ひ と｣ の
一

人 称化

(1) 立上 は 誰で も 死 ぬ
o ( 人間一般 を言う総称 的な用 法

o )

(2) 世間 に は 色々 な立上が い るo ( 人 は個別 化 さ れ
､

一 人 一 人の 人間 が強 調 さ

れ る 用 法o )

(3) お旦とよ し( 個人 の 持 つ 人 柄や 個性)

(4) 旦との こ と は構う なo (自分以 外 の 人間 ､
つ まり 他 人 を言 う用 法 o )

(5) う ちの 旦土(他者で ある が
､ 自分と特定の 関係 に あ る もの)

(6) 立上の 口 が うるさ い
o ( 自分以 外の 人 す べ て を 総称 す る用 法 ､

つ ま り 世 間 ､

世 の 中｡ )

( 7) 旦と様 に 顔向 けが で きな い
o (社会の 規範そ の も の)

(8) あな た
､

よ く も旦土を隔 した わ ねo (話者自分自身
､

私
､ 僕､

お れ な ど)

現代 日 本語 に は
､
｢ ひ と｣ と い う言葉 の 色 々 な使い 方 が ある

｡
例 えば

､ 例 文(1)

の よ う に
､

人間
一

般を言 う総 称 的な 用 法が 普通 で ある｡ ま た ､ 鈴木(20 0 0) に よ

れ ば ､ 例 文( 卜7) の よう な ｢ ひ と｣ の 使 い 方 は ､
｢ どれ が 最も基 本 的 で

､
どれ が

派生 的か を 明ら か にする こ と は
､

必ず しも容 易で は ない が
､

それ で も相 互 の 意

味の 関連は､ 無理 なく 説 明で き る自然 な も の｣ と い う｡ と こ ろが ､ 例 文(8) に 見

られ る ような ｢ ひ と｣ の 用 法 は
､

こ れ ま で 見 て き た も の とは 正 に 正 反対 で あ り ､

基本 的に は対立す るも の で ある
｡

と い う の は､ 例文(8) の よう な ｢ ひ と｣ は ､ 自

分 以 外 の 他者や ､ 人 間
一

般 で は な く
､ 話者自 身だ け の こ と を言 っ て い る か ら で

ある ｡ 例文(8) の よう な場合 の ｢ ひ と｣ は
､

｢ 私｣ ｢ 僕｣ ｢ おれ｣ と い っ た 自称 詞

の 役 割を果 た して い る の で あ るo 次 の (9) の 例文 は
､ 鈴木( 20 0 0) か らの 引 用 で あ

る が
､

い ずれ も(8) と同 じ用 法 で あ る と い う｡
い ずれ も

一 人称 と し て 使 われ て い

る ｡

(9) ひ と を か ら か う/ ひ と を ば か に す る/ ひ と を か つ ぐ/ ひ と を楽 し む/ ひ と を
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お だて る

ひ と を困 らす/
′

ひ と に 世話 をや かす/ ひ と に 心 配 させ る/ ひ と がせ っ か く -

ひ と を悪者 にする/ ひ と を犬 こ ろ に する/ ひ と( の こ と) を コ だ っ て

ひ と の (楽 し み) 邪 魔 をする/ ひ と の 部屋 に 入 る/ ひ との 家 を勝手 に の ぞ く

ひ との 鼻先 に立 っ/ ひ と の 痛い と こ ろ を突く/ ひ と の 顔 ､ ジ ロ ジ ロ み て

ひ との 話を い い か げ ん に きく/ ひ と が話 し て い る の に

ひ とが 楽 しん で い る の に/ ひ とが 困 っ て い る の が お か しい が

鈴木 に よれ ば
､

い ずれ も話 し 手 が相 手 の 言 葉や 態度に 不快 の 念や 反発 ､ 或 い

は怒 り を感 じ
､
相 手 を答 め非発す る 調子 で 言 われ て い ると い うo も と も と

､
｢ ひ

と｣ は 話 し手 も 聞き 手 も含む 総称 的な 概念で あ る
o

と こ ろが
､ 話 し 手 の 豊国坦

卿 置き互に よ っ て ､ 話 し 手 自身の こ と を指 すo 話 し手 も 聞き 手 も含 まれ

て い る領域か ら
､ 話 し 手 自身 し か 含まれ ない 領域 とな る

o 聞 き手 と 距離 を置く

こ と に よ っ て
､

聞き 手 と対 立 状態 を作り
､

聞 き手 を非難する気 持 を表す o
あ る

意味で ､
｢ ひ と｣ を客観化する こ と で ､ 聞き 手 と 一

線 を引く 態度 を見 せ つ けて い

ると言 え よう
｡

こ の よ う に ､ 話 し手 に よ っ て
､

聞 き 手 と距 離を置く
､ 或い は

､

指示対 象 を客観化す る こ と は ､
｢ ひ と｣ の 使 い 方だ け で は ない D ほ か の 名 詞 の 使

い 方に も見 られ るo 次の 例 を 見よ うo

(1 0) a . 今年 は終戦 か ら 60 年 と い う節目 の 年に あた り ますo 終戦当 時2 0 歳だ

っ た董董が今年 80 歳と い う こ と に な り ますo 戦争 を知 る 人 た ちが 年 々
､

少 なく な る中､
｢ 語 り継 ぐ｣ をテ

ー

マ に お 送り して い きます,

b . 1 9 9 2 年 ? 今､ サ ラ ッ と書 い た け ど､ もう 13 年 も前だc 僕は ま だ 1 9 だ

っ た. あ の 当時 ､
ペ イ プ メ ン ト好き だ っ た董畳が 起業 し て 社名 を ｢ ペ

イ プ メ ン ト｣ に し た と し て も 何も 不思 議 で は な い
｡ あれ か らも う 13

年も経 っ た の だ
｡

(l l) a . 当時子供 だ っ た坐生少 女も父 母 に ! 中に は既 に お孫さ ん が い る 人 だ っ

て い る か も しれ ませ ん
o

b . 私 の 記憶 で は ､ 最初の タ イ トル で ミイ ラ が夜 の 街をさ ま よ い 歩く シ
ー

ン で し た が
､

バ ッ ク の 曲 と共 に 当時 小 学生 だ っ た堂生 に た っ ぷ り と恐

怖感を 味あわ せ て く れ た も の で した
｡ 白黒 画 面 で した け ど

､ 私 の 怖 い

もの 見 たさ 的怪奇映 画 フ ア ン に なる き っ か け と な っ た 作品 で し たね

(1 2) a . 社会部の重畳に と っ て 大切 な仕事 の
一

つ が
､ 夜 回り と い う取材 で す｡

b . こ の 冬 と っ た 1 週 間ほ どの 休暇 に ワ ン ピ
ー ス や ハ ガ レ ン を借り まく っ た

重畳に と っ て も ､
こ の 優待は真剣に 魅力的で すo

5 本 10 0 0 円 キ ヤ ン ペ -
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(7)

ン も 半額で 5 00 円 に な る っ て い う な らか な りヤ バ イ で すo

(1 0
-

1 2) の ｢若 者｣ ､
｢ 少 年｣ ､

｢ 記者｣ は
､

a グ ル
ー プ が普通の 総称名詞 の 用 法

で あり
､

b グ ル ー プは 話 し手 自身を指す､
つ ま り 一

人 称 の 用法 で あ るo こ の よ

う に
､

｢ ひ と｣ ､
｢ 若者｣ ､

｢ 少 年｣ ､
｢ 記者｣ な どの よ うな 総称名 詞 は ､ 話 し手 の 基

層的 郷 に よ り､

一

人称 と し て 用 い られ る
o

そ の
一

人称 と し て 用 い られ る文

は
､ 様 々 な表 現効果が ある G

｢ ひ と｣ の
一 人称 化 は

､ 聞き 手 に 不快の 念や 反 発
､

非難な どを表す効果が ある
o

ま た
､
｢ 若 者｣ ､

｢ 少年｣ ､
｢ 記 者｣ の

一

人 称化 は
､ 話

し手 の 主 観的な事情を 聞き 手 に 客観的な印象を与 える効 果 が あ る｡ 聞 き 手 に 非

難を表すの も､ 聞 き 手 に客観的 な印象 を与 え るの も ､ 話 し手 に 墓園卑な整理に

よ る もの で ある ｡ 話 し手 自身 も総称 に 含まれ て い る が
､ 総称 の 中の 自分 を あ え

て 強 調 し て い る D あ えて 自分 の 領域を強 調 し て い る と も言 えるo そ の 強 調 に よ

り ､ 聞 き 手や 総称 の ほ か の もの の 領域 と一線 を引 く こ とに な る｡
こ の よ うな 現

象は､ 英語 にも中 国語 に も現 れ る
o

2 . 2 と 2 . 3 節 で 見 て み ようo

2 . 2 総称名詞 a m a n の
一

人称 化

日 本語 の ｢ ひ と｣ と 同 じよ う に
､

a m a n も総称 名詞 で あ る｡ 総称 名詞 a m a n

は個人 , 或い は三 人称 と し て 使わ れ る こ と も あれ ば
､ 話 し 手自分自身 を指 し て ､

一

人称 と し て 使われ る こ と も あ る
o

まず､ 総 称 名詞 と して の 用法 を見 ようo

(1 3) W e c a n

'

t j u d g e 旦_ 堅旦 b y h i s a p p e a r a n c e
.

( 人 はみ か け に よ らな い 者だ な｡ )

K i n- n o s u k e N a t s u m e
,
B o t c h a n (M a s t e z

I

D a z
･

1 )

'

n g)

(坊 っ ちや ん / 夏目 淑石 著 / Y a s o t a r o M o r r i 訳)

(1 4) H e w a s g o o d a t e v e r y t h i n g 生壁 旦 C a n d o ; h e c o u l d p l o u g h ,
a n d b u i l d h o u s e s

,

a n d m a k e s h i p s .

( 人 の や る こ と な ら な ん で も上 手 で ､ 耕す こ と も ､ 家を建 て る こ と も
､ 船 を

作 る こ と も で き た
｡ )

(A n d r e w L a n g ,
T a l e s o f T T O y : I /1 y s s e s th e S a c h e t O f C l

'

t l
'

e s)

次の 例文(15) は 個人 を指 す用 例 で あ る｡ a m a n は総称 名詞 で は なく ､ 僕 た ち

の
一

人
一

人 を指 して い る｡ ( 16 ) は三 人称 と し て の 用 例 で あ り
､

a m a n は フ ォ ツ

グ氏 に 近 づ こ うと し て い る フ ィ ッ ク ス 氏 を指 して い る
o

(1 5 ) N o t 旦｣ 堅堅 a m O n g u S m o v e d
.

- 1 2 6 -



(8)

(僕た ち の うち誰
一 人 と して

､ 身動 き を し な か っ た
. )

(R o b e r t L o u i s S t e v e n s o n
,

Tl
-

e a S u Z
･

e ( s l a n 功

(1 6) A t t h i s m o m e n t 旦
_
塑旦 W h o h a d b e e n o b s e r vi n g h i m a t t e n ti v el y a p p r o a c h e d .

I t w a s F i x
,

w h o
,

b o w i n g ,
a d d r e s s e d M r . F o g s :

( そ の と き
､

フ ォ ツ グ氏 を 見 つ めて い た男 が丁 寧な感 じで 近 づ い て き たo そ

の 男 ､ フ ィ ッ ク ス は､ お じぎを して ､ フ ォ ツ グ氏 に 話 し か け た
｡ )

(J u l e s V e r n e
,

A r o u n d tムe W o z
･

1 d 1

'

n E I g h t D a y s)

次は話 し手 の D r . D r u r i n g が a m a n で 自分 自身の 事を指 し て い る｡
a m a n は

話 し手 の 意図 に よ っ て ､

一

人称 と し て 使 われ て い るD

(1 7) D r . D r u r i n g a n d h i s w i f e s a t i n t h e l i b r a r y .
T h e s c i e n t i s t w a s i n r a r e

g o o d h u m o r
.

■-
I h a v e j u s t o b t a i n e d

,
b y e x c h a n g e w i t h a n o t h e r

c o l l e c t o r
,

t■
h e s a i d

,

‖
a s p l e n d i d s p e c i m e n o f t h e O ph i o p h a g u s

.

‖

‖
A n d w h a t m a y th a t b e?

‖

t h e l a d y i n q u i r e d w i t h a s o m e w h a t l a n g u i d

i n t e r e s t .

‖

W h y ,
b l e s s m y s o u l

,
w h a t p r o f o u n d i g n o r a n c e! M y d e a r

, 旦｣ 些 W h o

a s c e r t a i n s a f t e r m a r r i a g e t h a t h i s w i f
-

e d o e s n o t k n o w G r e e k
,

i s

e n t i t l e d t o a di v o r c e . T h e O p h i o p h a g u s i s a s n a k e w h i c h e a t s o th e r

s n a k e s .

--

( ドラ
ー

リ ン グ博士 夫妻が 書斎 に 座 っ て い た
｡ 博士 は珍 し く上 機嫌 だ っ た｡

｢ ち ょ う ど手 に 入 れ た ん だ
､ 別 の コ レ ク シ ョ ン と交 換に ね｣ と､ 彼 は言 っ た

D

｢ o p h i o p h a g u s の み ごと な標 本だ よ｣

｢ そ れ っ て 何 で すの ? ｣ と
､ 夫人 は 尋 ねた が

､ 熱意あ る態度と は 言 い がた か

っ た
｡

｢ な ん だ っ て
､

なん て 恐 る べ き無知 さ加 減な ん だ ろう ! ね えお ま え
､

ギリ シ

ャ 語 を 知 ら な い 妻 を 撃 っ た 男 は 離 婚 に 踏 み 切 る 資格 が あ る ん だ よ
｡

o p h i o ph a g u s と は蛇 を食う蛇 と い う意味 だ｣ )

(A m b r o s e B i e r c e
,

m e M a n a n d t h e S n a k e)

例 文(17) に お い て
､

話 し手 が a m a n で 自分自身 の こ と を指す こ と で ､ どの よ

う な効 果が生 ま れ た か を考え よう｡ 話 し 手 の D r . D r u r i n g は ､
｢ お ま え は ギリ シ

ャ 語 を知 ら ない か ら ､ 私 は お ま えの 主 人 と し て ､ 離婚する 資格が あ る よ｣ と い

う意味を伝 えた い
｡

し か し ､
こ の よう に 話 し た ら､ あ まり に も自分の 主 観的な

意見と な る｡
a m a n を使 う こ とに よ っ て , 事態 を客観化 する こ と がで き る｡

｢ 私
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(9)

の 主観的な判断だ け で はな く ､ 誰で もが お ま えの ような 妻と離婚す る資格が あ

る｣ とい う こ と を含意する
c 自分の 不 満を客観的な事実と して 相 手 に伝 える

｡

さ ら に
､

a m a n だ け で は なく ､
ほ か の 総称 名詞 に も類似す る 用 法 が あるo

つ ま

り
､ 総称名詞 で 自分自身の こ と を指す こ とが で き るo

(1 8) a . A f i v e
-

y e a r
-

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

,

h u r t th e m s e l v e s .

b . M y f i r s t h i n t t h a t t h e r e w a s a c i t y t h a t e x i s t e d a t t h e s a m e t i m e

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

s e e : m r e e C o i n s l

'

n th e F o u n t a l

'

n . W h y m y p a r e n t s c h o s e t h i s a s m y

f i r s t f i l m
,

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

'

s pi c t u r e
- ･

i s a

q u e s t i o n l c a n
'

t a n s w e r
.

m z
･

e e C o 1

'

n s l n th e F o u J7 t a l

'

n w a s n o t a n

e n t i r e l y a p p r o p r i a t e f i l m t o t a k e a f i v e
-

y e a r
-

o l d t o s e e .

(M ar y C o r d o n
"

R o m e : T h e V i si b l e C i t y
"

: 6 7)

(1 9) a . J a p a n i s a b e a u t i f u l c o u n t r y ,
b u t w h y ( d o n

'

t p e o p l e) l e n d a h e l p i n g

h a n d t o a p e r s o n w h o h a s f a l l e n o n t h e s t r e e t?

b ･ F o r t h e f i r s t t i m e I r e a d a b o o k a b o u t t h e V i e t n a rn W a r
.
F o r a p e r s o n

w h o di d n
'

t k n o w t h e f a c t
,

t h e c o n t e n t s o f t h e b o o k w e r e v e r y

s h o c k i n g .

(1 8 b と 1 9 b の 例文 は K o i c h i N i s h i d a (2 0 0 2 : 2 6 7/ 2 7 8) か ら の 引用)

(20) a . A s k i l l e d r e p o r t e r w i l l a s k t h e t o u g h q u e s t i o n s a n d o f t e n u s e s o m e

t e c h n i q u e s t o k e e p y o u t a l k i n g .

b . A s a s ki l l e d r e p o r t e r
_

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

m y r e l i a b l e c o n n e c t i o n s a t t h e T i m H o r t o n
'

s
し1 )

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

日本 語 訳 は 次で あ る
｡

(1 8)
′

a . 五 歳の 子 供は
､

も う赤 ちや ん で は な い の で
､ 火 事を起 こ す こ とが あ

る し ､ 怪 我 をす る可 能 性 も ある
｡

b . 私 が生 活 し て い た 頃 と 同 じ 時期 に
､ 存在 し て い た 町 が あ っ た と い う

最初の 暗示 は､ 私 が見 に連れ て い か れ た最初 の 映 画 か ら 来 て い る :

それ は ､

.
愛の 虜

こヱ}

と い う映 画 で ある
o

健 全 な子 供 向 け の 映 画で は な

く ､
こ の 映画 を私 が 見 る最初 の 映 画 と し て 両 親が選 ん だ の は なぜ か ､

と い う問 い に 私 は 答 える こ とが で き な い
o 愛 の 虜は ､

五 歳 の 子供 を

見 に 連れ て い く に は ､ 必ず しもふ さ わ しく な い 映画 だ っ た
0
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(1 9)
′

a
. 日 本は美 しい 国な の に

､
なぜ 道 に倒れ て い る△ に 手 を貸そ うと し な

い の か
｡

b . 私 は 初め て ベ トナ ム 戦争 の 本を読 ん だ o 事実 を知 ら なか っ た畳
;'3;

.

Eこ

と っ て は､ 衝撃 的 な 内容 だ っ た
｡

(2 0)
~

a .
ベ テ ラ ン 記者 は､

い つ も厄介 な質問を し､ あ る種の テ ク ニ ッ ク を使

っ て ､ あな た に 話 し を続け させ る だ ろ う｡

b .
ベ テ ラ ン 記者 と して

､
私 は

､ 図書館 の そば に あ るテ ィ ム ホ
- トン ズ

の 信 頼で き る コ ネを通 じて
､

こ れ ら の うわ さ を確 か め る こ とが で き

るo

上 の a fi v e
-

y e a r
-

o l d
,

a p e r s o n
,

a s k i l l e d r e p o r t e r の 用法 に お い て
､

a グ

ル
- プ は総称 名詞 の 普通 の 用 法 で あ り

､
b グ ル

ー プ は話 し手 自身 を指す
一

人 称 の

用法 で あ る
｡

2 ･ 3 総称名 詞 ｢ 人 家 r e n j i a ｣ の
一 人称 化

日 本語 や 英語 と 同 じよう に
､
中国 語 に お い て も総称名詞 の

一 人称 化 が見 られ

る
o 例 えば

､
日本語 の ｢ ひ と｣ と似 たよ うな意味 の 単語 ｢ 人 家 r e n j i a｣ がそ う

で ある
o

(2 1) △塵 是 △塵 , 我 是 我｡

ひ と は ひ と 私 は 私

一 旦とは旦_と
_

､ 私 は 私o

例 えば ､ 子 供が親 に ｢ 普通 の 人 の よ うに｣ 行動 を しな さ い
､ 言 い な さ い とか

言 われ た りする
o

上 の よう な返事 をする こ と で ､ 自分が 人 と同 じ ような こ とを

し な けれ ば な らな い 発想 - の 反発 を表す｡
こ こ で の ｢ 人 家 r e n ji a ｣ は ､ 総称名

詞 の 用 法 で ある
｡

次 の 例文(2 2) も総称名 詞 の 用法 で ある｡

(2 2) △塵 咋着 , 噌 咋 着｡

ひ と どの よう に する 私 た ちも そ の よ う に する

一 旦と の や り 方 を見 て
､ 私 た ち もそ の 通 りに す る

｡

それ 以外 に , 複数 系 を表 し
､

｢ 家族｣ の 意味 も あ る
｡
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(2 3) 多 好的 △基!

どん な に 素敵な ひ とび と

- どん な に素敵な基盤だ ろう｡

さ ら に
､

三人 称の 用 法 も あ る
｡

(2 4) 体イロ 瞳 △産, 多 聴 明｡

あ なた た ち 見 る ひ と どん な に 賢い

- あな た た ち
､ 皇旦△ を 見 て ごら ん な さ い

｡
どん な に 賢 い こ と だ ろうか

a

(2 5) 咲, △屋 不要o

ふ うと た め息 を つ く ひ と い ら ない

- ふ うと た め息 を つ い て 言 っ た
o

｢ ( その M は) い らな い っ て｣

見 て き た ように
､
｢ 人 家 r e n j i a｣ の 用 法 は

､
日 本 語 の ｢ ひ と｣ と類似 して い るo

｢ 人家 r e nj i a｣ も ､
人 間

一

般を言 う総称名詞 で あ るが ､ 派 生的な 用法 も様々 で あ

るo 人 間
一

般 を指す普通の 用 法 と 正反 対な用 法 ､
つ まり 話し手 自身 の こ と を表す

一

人称 化 の 用 法も あ る
｡ 次の 例文 を見 よう

｡

(2 6) △基 和 体 悦 正 負的 堀 ｡

私 と あな た 言 う 真面 目 な話 (感嘆詞)

一 旦土は真面 目 な話 を し て い る の に o

(2 7) △塵 好心 好意, 其 不知 好夕D

私 好意 ほ ん と う に よ しあ し を知 ら な い

一 旦との 好意を無に して ､
ほ ん と によ し あ し を知 らな い ん だ か ら

o

(2 8) 佑 放牙 我 把 , △基 要 起不上 車 了｡

あ な た 放 し て 私 (感嘆詞) 私 w i l l 間 に 合わ な い (語 気

詞)

- 放 して
o

(塾 が) 電車 に 間 に 合わな く なる よ D

(2 9) △塵 不想 喝 了冴
｡

私 し たく な い 飲む (語 気 詞)

- (塾は) も う飲み た く な い ( と言 っ て い る の に)

(2 6
-

2 9) の 例 文 は 自分以 外 の 他者や ､ 人 間
一

般で は な く､ 話者自身 の こ と を言

っ て い る の で あ る｡
｢ 私｣ の よ う な自称 詞 の 役割 を果 た し て い るの で あ る

｡
｢ 人

家 r e n j i a ｣ が 一

人 称 と して 用 い られ る場 合､ 日 本 語 の ｢ ひ と｣ と 同 じよ う に ､
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話 し手が 相手 の 言葉や 態度 に不快 の 念や反 発 ､ 或 い は怒り を感 じ
､
相手 を答 め

非難する調 子 で ある｡
し か し

､
｢ ひ と｣ と微妙に 違う と こ ろ も少 しあ る

｡
それ は

､

話 し手 が 自分の わが まま を い う こ と もで き る こ とで あ る
｡ 例 えば

､
(2 9) に お い

て は次の ような場面 が考え られ る｡ 彼が飲 み物 を彼女に 勧 め て い るが ､ 彼 女は

も うそれ 以上飲 めな い
｡ 彼女が 断る に もか か わ らず､

なお 進 め る
｡

半分き れ て

半分 わ が ま まで ､ 自分 の 気持 を強 く言 うo
こ の わが ま ま を言 う の も ､ 結果 と し

て
､ 相手 に 不 満や 不快の 気持 を表す こ と に つ なが っ て い るo

｢ 人家 r e n ji a ｣ は もと も と総称的 な概念で あ り
､

基本 的 な と こ ろは ｢ ひ と｣

I 1= =a .l O L II

_
1 ､ - 1

.
1 >

h
エ

L

_
･
′ 壬 1 二 1 二 亡: / T ､ 血 rこてコ , L F ..

. } ､ 臼一= Tal .J F . 丁 ヽ 旦 セーーL l ー t -

_
- r 三 工 1 コニ

こ IFIJ し J ､ フ /i: ､ _ こ が 看 ス
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J
D o 自白 し 十

V ノ
ー 脚 叩邑

_
宇
_

′リ
_

V J J ､

'

) し ､ ij tj レ †

自身の こ と を指 すこ と がで き るo それ に よ っ て
､ 聞き 手 を 非難する 気持 を表す

こ と がで き るo あ る意味で ､

｢ 人家 r e n j i a｣ を客観化 す る こ と で ､ 聞 き 手 と
一

線を引く 態度を見せ つ けて い る とも 言 え る
o 総称名詞 で 自 分自身 の 事を 指す､

つ ま り自分自身と い う指示 対象を客観化 す る こ と は ､
｢ 人 家 r e nj i a ｣ 以 外 に も

見 られ る. 確認 し ようD

( 3 0) a . 今天我不 表演,
主 要 看生藍△的｡

b . 国力我知道, 対干
-

十剛剛升 始他的駅 北 生涯的生監△来悦, 能移有事在

像体迭 梓的人的指揮下仇事 工 作, 真的非常有併値o

(3 1) a
. 填及最后

一

任国王 法魯克在 19 3 6 年登 基 , 当 吋他只 是
-

十 1 6 歩的全室,

b
. 返対干 当吋我

- - 一 -

十剛上 高中又濃 久住在小胡同里 的全室 , 元 男子是
-

如J
l

~陶的自由天 地｡

(3 2) a . 如果有人 向我, 対 干
-

十立畳来 悦什 J/
21 作重要 , 那 J/21 我要 悦 是 良 心

b . 重量対新加披可 頂向往 己久 , 井非因 カ モ是
-

十美蘭 的花 園城市 , 而 是 国

力祈脱法 十城市仇来不堵辛o
対 干

-

十仇 事汽 車和 交通扱道的立畳来悦 ,

返梓的誘惑実在太大｡

日本語 訳 は 次の よう にな る
｡

(3 0)
ー

a . 今日 は ､ 私 は 出な い よ
｡ 畳畳の 演技 を見 に 来た の

o

b . 私 に は分か っ て い ま す｡
( 私 み た い な) 仕事 を始 め た ば か り の 董畳に と

っ て
､

あ なた の ような方 の 指導 の も と で 仕事が で き る こ と は ､ どれ だ

け価値の ある こ とか
o

( 3 1)
′

a .
エ ジ プ ト最後の 国王 フ ァ ル ー

ク は､
1 9 3 6 年に 即 位 し た

｡
当時の 彼 は

16 歳 の 坐生に す ぎな か っ た .

b . こ れ は 当時の 私 - 高校生 に な っ た ば か りで
､ 長 い 間 ､ 胡 同 ( 中国
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庶 民 の 伝 統 的 な住 居) に 住ん で い た坐生
一

に と っ て は､ 広 大な 自

由な 天 地 に 来た と感 じた に 違 い な い
b

( 3 2)
ー

a ･ 重畳に と っ て 最も大 切 な こ とは何だ と 聞か れ たら
､ 私 は 良心 だ と答え

るだ ろう｡

b ･ 重量 ( の 私) は シ ン ガ ポ ー ル に ず っ と憧れ て い た
｡ 美 し い 花 園 の よう

な都市で ある だ けで は なく
､ 渋 滞 し ない 都市で も ある か ら

｡ 自 動車 と

交通 の 報道に 従事する壷畳 ( の 私) に と っ て ､
こ の 上 な い 魅力 が ある

と言 えよ う｡

上 の ｢ 年青人｣ ､
｢ 少 年｣ ､

｢ i己者｣ の 用法 に お い て
､

a グル
ー プ は 総称名 詞 の 普

通 の 用 法 で あ り
､

b グ ル
ー プ は話 し 手 自身を指 す､

一 人称 の 用法 で あ る0

日 本語 の ｢ ひ と｣ ､
｢ 若者｣ ,

｢ 少年｣ ､
｢ 記者｣ に せ よ

､ 英語 の a m a n
,

a 一i v e
-

y e a r
-

o l d
,

a p e r s o n
,

a s k i l l e d r e p o r t e r に せ よ ､ 中国語 の ｢ 人 家 r e nj i a ｣ ､
｢ 年青人｣ ､

｢ 少

年｣ ､
｢i己者｣ に せ よ､ 総称 名 詞 で あ る o それ に も か か わ らず

､ 話 し手 の

盈佳に より ､ 一人 称 と し て 用 い られ る こ と が あるo そ の 一 人称 の 用 法 は文 の 表現

に 様 々 な 効果 が生 ま れ るo 主 な効果 は
､ 聞 き手 - の 非難の 気持 ちな どを表 し た り ､

話 し手 自 身を客 観化 し た りす る こ と で あ る ｡ 日英申それ ぞれ 四 つ ず つ 総称名 詞 を

挙 げ て 考察 して き た が
, ほ か の 総 称名詞 も類 似 する よ うな用 法 が ある と 思 われ る

o

3 ま と めに

本稿 は 話 し 手 の 主 観性 を中心 に
､ 日 英中 三 言 語 の 指 示詞 と総称 名詞 を考察 し た｡

話 し 手が 距離の 遠近 を判断 し て
､ 近 く の 対 象に 近 称 の 指示詞 を用 い

､ 遠 い 対 象 に

遠称 を用 い る の は 普通 で あ る
｡

し か し
､ 話 し手 の 近 く､ 或い は話 し手 の 領域 に あ

る 対象を近称 で 指 示 す る の で は な く
､ 遠称 で 指示す る 場合 も あ る｡ 本稿 は英語 の

例 t hi s / t h a t を多用 し た が ､ こ の ような 現象は 三 言 語 と もに 現 れ て い る｡
い ずれ

も話 し手 に よ る意図 的な操作で あ るo 話 し 手は自分 の 近 くに ある 対 象を意図 的 に

遠称 の 指示 詞( t h a t) を用 い
､ 提示 卿 圭

旦身 卿 忌避

匡室∃室⊆

総称 名詞 の
一

人称 化 も
､

話 し手 の 意図的な操作で あ るo 話 し 手 と 聞き 手 を含 む

総 称名詞 が
､ 話 し手 自身(

一

人 称) を表す の で ある 0 日 英中の 総 称名詞 はそれ ぞれ

｢ ひ と｣ ､
a m a n

,
｢ 人家 r e n j i a ｣ をは じ め

, 数多く あ るo

一

人 称化 に より
､ 産土

手性自

伸 長持を表 し たり ､ 草し手旦度 数
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注

(1) T i m H o r t o n

'

s と は カナ ダ版 ス タ ー バ ッ ク ス
､

カナ ダで は有名な カ フ ェ の チ ェ

ー

ン 店で あ る
｡

(2) 背を 向け て 願 をか け コ イ ン を放る と望 み が 叶 うと 言 われ る ロ
ー

マ の ト レ ビ

の 泉を
一

躍 有名 に した ､
5 0 年代 ハ リ ウ ッ ドお得意の 観光映画 ｡ 監督 はそ

も そ もは 画家で ､ 美術出身 の J ･ ネ グ レ ス コ
｡ そ の 画面設 計に は 定評 が あ

.

る
o お 話 は ごく 可愛 ら しく ､

ロ
ー

マ で 働く こ と に な っ た 三 人 の 米国娘 ( ど

ー

タ ー ス
､

マ ク ガイ ア
､

マ ク ナ マ ラ) が 共 同 生活 を始 め､ それ ぞ れ の 職場

で 芽生 えた ロ マ ン ス の 道の り を軽 い タ ッ チ で 綴 る ｡ 泉の 前で 三 組 の 男 女が

結ばれ る ハ ッ ピ ー エ ン ドま で には
一

波乱 あ る が
､ そ の 辺 り ､ 実に ツ ボ を押

さ えた 演出が 心 地 良く
､

F ･ シ ナ トラ の 主題 歌と も ども酔 わせ て くれ る o

同監督に よ り ｢ マ
.
ドリ ー ドで 乾杯｣ と し て 後 にリ メ イ ク

｡

(3) K o i c h i N i s h i d a (2 0 0 2) に よ ると
､ 話 し手自 ら が主 人公 で

､ 話 し手 がそ の 自

己 を客体化 して 記 述 する
一

人 称 の 文 体で は
､

自 己 の 記 述 に ｢ 者( もの) ｣ を

使 い
､

｢ 人( ひ と) ｣ は使う こ とが で き ない と い うo
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