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1．は じめ に

　
一
般に販売 され て い る英和辞典を見て もす ぐに

気が つ くこ と で ある が 、 英語 の 前置詞 tO に は 実

に様々 な意味が ある こ と が分か る 。 リ
ーダーズ英

和大辞典で は 15 の 用法に 分類 され て い るほ どで

ある 。 しか し、英語学習者に対 して これ らの用法

を暗記 して覚 えな さ い とい うだ けで は、学習者の

学習意欲をそぐこ と に な り、 結果 と し て tO の 様々

な用法 を習得 させ る こ と は難 しい と言わざ る を得

ない 。

　話をわ か りや す くす るた めに 、 日本語の 「認め

る」 と い う語 句 に少 な く と も存在す る 3 つ の 用

例 ・用法に つ い て考 えてみ る。

（1）　 a．用例 lr 途中退室 は認め られ な い 」

　　　用法 lpermit

　　 b．用例 2 「特 に病歴 は認め られ ない 」

　　　 用法 2・find

　　 c ．用例 3 「自分の 落 ち度を認 め られ な い 」

　　　 用法 3　admit

こ の よ うに 「認 め る」 に は少な く と も 3 つ の 用法

が あるわ けだ が、こ れ らを記述 し、日本語の 学習

者に こ れ らの用法を暗記しな さい と言 っ て も、学

習者に と っ て は学びやすい と は到底言 えな い
。 そ

こ で 以下の ような 「用法の 条件」 を見て み る 。

（2）　 用法の条件

　　 「認め る」 の permitの用法 に は、目的語

　　 が 動作か 動作名詞 で な け れ ばな らな い
、

　　 とい う条件が あ る 。

　　 findの 用法に は 、 目的語が 「地 と対比す

　　 る もの 」 で なければな らない 、と い う条

　　 件が ある 。

　　 admit の 用法に は 、目的語が 命題 も しく

は それ を名詞表現 に し た もの で なけ れ ば

な らな い 、とい う条件が あ る 。

日本語 の 「認 め る 」 に は 用法 1 と し た permitの

用法が ある が、その 用法は 用法 2 ・3 が使わ れ る

条件下で は出て こ な い 。 その理由は （la）と （lb）

（lc）で は文脈が 違 うか らで あ る。 この よ うに用

法の 条件 を特定 し、さ らに なぜ その 様な用法が存

在す る の か に つ い て の 説明 を加 えれば、学習者に

と っ て 理解 しやす い もの に なるの は 間違 い ない 。

そ こ で 本稿で は こ の よ うな見地か ら、前置詞 匸o

に存在す る様々 な用法の条件を解明 し、 それ を英

語教育の 現場で 寄与 しうる形 で提示 す る こ と を主

眼に置 く。

　次節で は 、 前置詞 t・ に 関す る先行研究と それ

らの 問題点に つ い て取 り上げ、第 3 節で は本論 と

し て 、前置詞 to の 用法条件に つ い て 考察す る も

の とす る 。

2．先行研究 とその 問題点

前置詞 t・ の 意味 に 関 す る先行研 究に は 、大 き

く分け る と 3 つ の 流れが存在する 。

（3）　先行研究の 3 つ の 流れ

　　   到達点 （動 きを伴 う）

　　   方向

　　   tO は動きを持た な い

　こ の うち   の 立場を と る研究に は 、Ly・ ns （1977）

上野 （1995 ）、 Langacker （1987 ）、 岸本 （2001 ）、

小林 （2007）、 井上 （2008） などが存在する 。

（4）　 a、He 　sent　a　letter　tO　Susan，

　 　 b，He 　sent 　Susan　a　lctter．

［39 ユ

（・ 39）
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一
例 を挙げる と、Langacker（1987 ：39）に よれば、

（4a） で 前置詞 tO が使わ れて い る の は 、　 the・／etter

が通 っ て い る経路を強調 し、Susanを到達点 と し

て い るた め と い う こ とで あ る。 した が っ て、前置

詞 tO は 到達が 想定 され る文脈で 使用 され て い る

と主張 し て い る こ と に な り、別の 言い 方をすれ ば 、

t・ に 「到達点」 の意味が ある と考 え る立場 を取 っ

て い る
1
。

　次に   の 立場を と る研 究、す なわ ち t。 は 方向

を持 つ も の で あ る と す る 先行研究 に は 、松原

（1999 ）、Haspelmath （2003 ）、国広 （2005 ）等が

挙げ られ る。
一

例 を挙 げる と、国広 （2005 ）で は 、

（5）の よ うな tQ の 原 図形 を想定 して い る。

　最後 に   の 立 場 を と る 研究 、 す なわ ち to は動

きを持 た な い と す る 先行 研究 に は 、Tyler　and

Evans （2003）、田中 et　a1 （2006）、和田 （2009 ）

な どが 存在 する 。 例 を挙 げ る と、野ler　and 　Evans

（2003 ） に お い て は 、t・ の 原図形は （6）で ある と

い う立 場を と っ て い る。

（6）

ひ

（5）

●一一一一→ 一．．一一〉 ●
TR 　 　 　 　 　 　 　 LM

to の 現象素（原図形）

国広 （2005、318）に よれ ば 、 こ の 図は TR （トラ ジ ェ

ク タ ）の方向性、移動の 経路、含意と して の LM （ラ

ン ドマ ーク ） と の 接触 を示 し て い る 。 た だ し、必

ず しも t・ そ の もの の 中に 「到達」 の 意味 を読み

込ん で い るわけ で はな い こ と に注意 された い 。 例

えば 、 the　roo 皿 to　the 　back　of 　the 　houseと い うの は 、

「心 理 的 な 目 で 家 の 前 の 部分 か ら後 ろ の 方 へ た

どっ て い っ て 家の 後部 に た どり着 い た と こ ろ に あ

る部屋」 と い う意味に なるわ け で 、こ の よ うな例

の 場合に は 、心 の 目の 移動、すなわ ち tO 意味の

中に 「方向」 を想定 して い る訳で ある が、「到達」

はあ くまで も 「方向」 を想定 した結果 と し て 出て

くる含意で あ る と い う立場 を取 っ て い る
2
。

Tyler　and 　Evans （2003 ： 150）で述 べ て い るよ うに 、

経路 と動 きは tO の 意味の 中に は 含 まれ な い と い

う主張 を行 っ て い る 。 また 、 田中 et 　 al （2006 ：

103） で は、 t・ に は 移動 の着点や目的な ど と方向

性が 逆 と も と れ る 「原因」 な どの 意味を もつ 例が

存在 する こ と か ら、「移動」や 「方向性」 な ど の

概念 を排 した もの、すなわち 「向 き合 う」 の 意味

を想定 して い る。

（7）

tO

D G
　 x 　 　 　 　 　 　 　y

　以上 tO の 意味に関 す る 3 つ の主な先行研究 を

概観 した が、、い ずれ の立場を と っ て も説明で きな

い と思 われ る to の 用法が 存在す る。 以 下 の 例 を

見て欲 しい 。

1
こ の よ う な 言 い 方 を す る と、匸。 が 到 達点 を 含意 す

る の は、共に 使用 さ れ て い る動詞の send が 到達 を含

意す る動詞で あ る か らで あ り、 t・ 自体に は 到達 の 意味

が あ るわ け で は な い とい う反論が出 て くる と考 えられ

る 。 我々 自身も こ の よ う な疑問 を持 っ て お り、この こ

とは、後に独自の 主張を す る き っ か け に もな っ て い る。
2

こ こ で   の 立場 （到達 を想定 す る 立場） と   の 立

場 （方向の み を想定 す る立場） は 基本的 に 大差 な い の

で は な い か と い う疑問 が 生 まれ て く る と 考え られ る

が、こ の 疑問 も次節 で の 我々の 立場 が 生 まれ て くる背

景に な っ て い る こ と に注意 され た い 。な お、こ の 用法

に 対す る本稿 の 分析 は （12） の 説明 を 参照 され た い 。

（8） a．There　is　not 皿 uch 　to　i匸．（Lakoff　1987）

b．This　is　the 　handle　to　the 　broom ，（和田

　2009 ）

c．Am ア woke 　up 　to 匸he　sou ロd　of　her　doorbcll

ri・ gi・g．（C 。b・ild）

d．Ihad　a　twQ −door　Chevア that　got　15miles　to

　the　gallon．（COCA ）

e．Diana 　is　standing 　to　my 　lefし （Tyl巳r　and

　 Evans　2003 ）

順番に 見て い くと、（8a）の t・ には そ もそ も方向
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も動 き も感 じられ な い し、（8b）に つ い て も同様

の こ と が言 える と思 われ る。 さ ら に、（8らd） に

な る と 、

一
見 、 なぜ 匸・ が使われ て い るの かで さ

え説明が困難 な よ うに 見え る 。 最後 に （8e）で あ

る が、国広 （2005 ）で は 心 理的な 目の移動を想定

して い るが、こ の 例 に つ い て は そ もそ も移動 を想

定す る こ と に 問題な い か も含 めて次節で 検討する

こ と とする。

　 こ れ らの 例 か ら も分か る ように 、従来型の tO

の 意味記述で は to の 意味論を語 る に は 程遠 い こ

と が分か る し、仮に それ らの意味記述 を認め た と

して も、上述 の （8） の よ うな例 に つ い て は、例

外と して処理 せ ざる を得な い こ と に な り、
こ れで

は 英語学習者 が tO の 用法 を習得 する際に障壁 と

は な っ て も手助 け に は な らな い こ と は 明 らか で あ

る 。 そ こ で次節で は この よ うな問題 を解決す るよ

うな t・ の 意味論を展開 し、英語教育へ の 寄与の

可能性を探 りた い 。

3．本論

　 Tb の意 味の 考察で 最 も素朴な形は、　 ro を導 く

動詞等の 意味 を   の 意味 の 記述 に持 ち込ん で い

る 、
と い うも の で あ ろ う。 先行研究で は 、r・ の 意

味をそれ を導 く動詞等 と は切 り離 して考え る とい

う方向性は ある程度見 え て い る 。 し か し、t・ の 目

的語が 文中で 果た す役割 を to 自体 の意味 と切 り

離 して考 える、と い う方向性は先行研究で は 見え

て お らず、それ が （8） の よ うな問題 が 生 じ る直

接の原 因 とな っ て い る 。 本稿の 考え方の特徴 は、

tO 自体の意味 を、動詞等が表 す意味 と切 り離 して

考 え る の は 当然 と して 、 更に 、 t・ の 目的語が 文中

で 果た して い る役割を も tO 自体の 意味と は 明確

に切 り離して 考えて い る 、 と い うも の で あ る。 そ

の ような考 え方の もと で は、匸・ 自体 の意味は 「矢

印」で しか ない
S

。 本稿 の予定 する結論は 次の 通 り

で あ る 。

（9）　 a．tO の 語彙的意味は 「矢印」 で ある

3 「矢印」 に は多分に視覚的イ メ ージ が あ り、その 限

りに お い て 、「矢印」 は あ く ま で も 比喩的説明 の 感 が

あ り、分析が 比喩 に基 づ く もの で あ る限 り、本質論 に

は な らな い とい う趣旨の コ メ ン トを 匿名 の 査読者 か ら

い た だ い た が 、我 々 が 「矢印」 を視覚的 な イメ ージで

捉 えて い ない と い うこ と は、後 に 見 る図 4や図 5 か ら

明 らか で あ る こ と に 注意 さ れた い 。

b，解釈 は 次の 二 つ が決定する

　（i）矢印が どの よ うな意味領域 に 置か

　れ て い るの か （［ ］で表示す る）

　（ii）t・ の 目的語 が そ の 意 味領域 に お い

　て 何と し て 現 れ て い る の か （〈 〉 で

　表示 する）

c，辞書 にある 「用法」 は プ リミテ ィ ブな

　語彙的意味で は な く、 （b）に よ り決定

　 され る派生 的概念で ある

匸。 の意味は 「矢印」 で あ り、よ っ て t・ が ある時

には、そ こに何 らか の形で 「矢印」 が ある 。 ro の

目的語は 、
「矢印」 の先に あ る も の で あ り、場合

に よ っ て は 終着点、 場合に よ っ て は結果、場合 に

よ っ て は対象、場合に よ っ て は方向な どを表す こ

とがで きる。よっ て、tO の 目的語が到着点で ある

か どうか は 、to が決め るわ け で は な く、tO の 目

的語が何を表すと 理解され る か は 、 文の 内容 、 （9b）

の 言い 方で は tO が どの よ うな意 味領域 に 置か れ

て い る か 、に よ っ て 決定され る 。 次は、（g）の 考

え方の もと で の 、意味領域 と tO の 目的語が 表す

ものの対応を概略的に示 した もので ある 。

お よそ の意味領域

［移動］

［変化］

［進行］

［時間］

［働 きか け］

［加え る］

［比較］

［評価］

［位置取 りユ

［ペ ァ が ある もの］

［対応 （あわせ る）］

t・ の 目的語が 表す もの

〈着点〉

〈結果〉

〈結果〉

〈終点〉

〈対象〉

〈対象〉

〈尺度〉

〈評価者〉

〈方向 ・位置〉

〈ペ ァ の 片割れ〉

〈あわせ る対象〉

以下で は 、先行研究で 扱 っ て い る用例に 加 え、先

行研究で は 扱 い が 困難で ある と思われ る （8）の

ような用例 を、（9）の考え方で は問題な く扱 う こ

と が出来 る こ と を示 して い く。

3．1 空間

　本節で は 、 tO が空間的な意味領域に置かれ た用

例を見て い く。

（10）a．1　went 　to　New 　York。（COCA ）

　　 b．匚移動］、 〈着点〉

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The English Society of Japan 

NII-Electronic Library Service 

The 　English 　Sooiety 　of 　Japan

42 （242 ） 加 藤 鉱 三
・花 崎

（10） で は 動詞 が移動 を表すた め 、 ro は ［移動］

と い う意味領域 に置かれた矢印で ある。 その 矢印

は く着点〉 に向か っ て い る 。

（ll） aHe 　stands 　te　the　side 　of 　the　panel．（COCA ）

　　 b．［位置取 り］、〈位置〉

（11）で は 動詞が 位置 の 指定 を要求 す る た め 、tO

は ［位置取 り］ と い う意味領域に置か れた矢印で

ある。そ の 矢印は 〈方向〉 に向か っ て い る。こ の

用法で は 、t・ の 目的語は left、　righ 匸や eaSt 等、の 「方

角 ・方向」 その もの を指すか 、 また は （11）の

side や frontや backの よ うに 「位置」 その もの に

限 られ る と い う条件が課され て い る 。 先行研究で

こ の 用法が うま く扱 えない の は、ひ と え に、こ の

用法 は t・ の 目的語が 「位 置 ・方角 ・方向」 そ の

もの で なければな らな い 、と い うこ の条件 を見落

と して い るか らで ある。本稿で は、tO 自体 の意味

を、t・ の 目的語の 果た す役割 と は明確に切 り離 し

て考 えて い るため、こ の よ うに、to 自体の意味は

「矢印」 で しか な い 、と い う扱い が 可能に な る
4

。

しか し先行研究で は tO 自体 の 意味 を tO の 目的語

の 表す役割 と混同 し て い るた め 、「位置 ・方角 ・

方向」 が位置取 り動詞 と 共起す る際 の 条件 で あ る

と い う観察 に至 らな か っ た もの と思 われ る 。 こ の

点は次の （12）に も当て は まる。

　 こ こ で 「条件」 と い う言 い 方を して い るが
、

こ

れに は少 し解説が必要で あ ろ う。 本稿の立場で は、

（11）で 言えば、［位置取 り］ と い う意味領域に 置

か れた矢印が 意味的 に整合す る た め に は 、tO の 目

的語が 「位置 ・方角 ・方向」 その もの を表すもの

で な ければ な らな い 、と い う意味で 言 っ て い る 。

従来の言 い 方で は、この用法 は、rt・ には位置 ・

方角 ・方向の意味が ある」 と い うこ と に な る。そ

の言 い 方で は 、 例えば he　stands 　t。　T。kyo と い う組

み合わせが 、 ど うして 「彼は東京の 方に向か っ て

立 っ て い る 」 と い う解釈に な らな い の か が分か ら

な い 。 しか し本稿の考 え方で は 、rt・ 自体 に位置 ・

方角 ・方向の 意味が あるの で は ない 。 t・ T・ky・ で

は tO の 目的語が 位置 ・方角 ・方向そ の もの で は

な い ため その 解釈は得られ ない 」 と正 し く記述す

气 Q の 意味は 「矢印」 で ある と考 え る こ とで 、 動詞

や TR や LM が文全体の 中 で 果 た して い る 役割 に 目が

行 く こ と に な り、そ の段階 で 初 め て 用法 の 「条件」 の

抽出が 可能に な る 。 こ の こ と こ そ 、 我々 が 第
一

義的 に

主張した い 点で ある こ と に注意 され た い
。

夫
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る こ と が で き る 。

一
方 、 （11） と 同 じ よ うな he

goes　tO 　Tokyo で は、　 tO の 目的語に課 され る条件は、

「着点とな り得る」 とい うよ うに とて もゆ るい 条

件で あ り、 To　kyo は着点と な り得るため 、 意味が

整合する 。

　次は 、動詞の 意味や t・ の 目的語で は な い 要素

が用法 の 条件 に な っ て い る例で ある 。

（12）　a．Theアlive　ncx 匸door　to　us ．

　　　　　　　　　　　　（研究社英和中辞典）

　　 b．［位置取 り］、〈LM ＞

こ こ で は動詞が位置指定を要求し、 その ［位置取

り］ と い う意味領域 に ある neXt が 「何 の 次で あ

る の か 」 と い う更な る位置指定を要求 して い る
5

。

t・ は そ こ に 置か れ た 矢印 で あ り、 その 矢 印は

〈landmark＞ に向か っ て い る 。 こ の用法で は、　 neXt

の よ うな相対的位置取 りを言 う表現が ある こ と が

条件 に な っ て お り、tO の 目的語は その相対的位置

取 りの基準点 と なる LM を表示 す る 。 こ こで は、

t・ の 目的語が LM で あ り得る も の と い う条件 もあ

るが 、 それ よりも、 next の ような相対的位置関係

を表す表現が より強 い 条件 と なっ て い る 。

3．2 同時

　本節で は、tO が時間 と い う文脈 に置か れ た用例

を見て い く。

（13） a．He　weke 　up 　to　the 　alarm ．（COCA ）

　　 b．［対応］、 〈対象〉 ＝音

何か と何か の ［対応］ を言 う意味領域に お い て 、

矢印は動詞の表すイ ベ ン トが く対象〉に対応 して

い る こ とを表示する。動詞部分は瞬間的なイ ベ ン

トを表 し、tO の 目的語は そ の イ ベ ン トと時間的に

匚対応］す る 、
つ ま り 「同時」 に生 じる、突発的

な音で あ る 。

5They
　live　next 　doorは亡o　us が な くと も正 しい 文な の で、

少な く と も 「要求す る」 は 表現 と して 言い 過 ぎか も し

れ ない と い う趣 旨の コ メ ン トが 匿名 の 査読者 か ら寄せ

られ た が、その 指摘 は 妥当で は ない 。なぜ なら、tO　us

の な い They　！ivc　next 　doerの ような文が発話され た と し

て も、それ は ど の 部屋 の 隣で あ る か を言わ な くて も了

解 さ れ て い る 時 の み で ある か らだ 。
つ ま り、こ こ で は

明 らか に 「要求 」 され て い る と言 わ な けれ ば な ら な い 。
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図 4　い わ ゆ る 「同時」 用 法

対応関係 を表示 する用例を見て い く。

（15）　a．the　keア匸o　the　door！an 　answer 　to　the　question

　　　　　　　　　　　　　　　　 （COCA ）

　　 b．［ペ ア の 存在］、〈ペ ァ の残 りの 片割れ〉

本稿の 立場で は 、t。 自体に 「同時」 と い う意味 を

認 め るの で は な く、to の 目的語が音 また は 音源 と

な る もので ある と い う条件が成立する時に 、矢印

で ある t。 の 意味が 対応関係を結ぶ も の と し て 意

味的に 整合す る 、 と考える こ と にな る 。

　
一
方、 もし t・ に 「同時」 と い うプ リミ テ ィ ブ

な語彙的意味が あ っ た と した ら、例 えば Shc　was

singing 　to　him．に 「彼 と同 時に歌 っ て い た」 とい

う解釈が な い 理 由を説明 しな け れ ばな らな い 。ま

た 、 もし 「同時」用法に条件を設定 した と して も 、

「同時」 が プ リミ テ ィ ブ な語彙的意味で ある と す

る立場で は 、なぜ そ の ような条件が ある の か が分

か らな い
。 しか し、 本稿の立場で は 、 瞬問的な イ

ベ ン トが あ り、 突発的な音が それ と t・ で 結ばれ

て い れ ば 、 その 二 つ が時間的に ［対応］し て い る 、

と い う解釈が得 られ る。 しか し She　was 　singing 　t・

him ．で は t・ の 目的語が 音 で な い た め 、時間 的に

対応す る と い う解釈は得 られ ない
。

「同時」 用法

は t・ の 語彙的意味で は な く、動詞 、tO の 目的語

と 「矢印」 の 3 者の 組み合わ せ か ら派生的に得 ら

れ る概念で ある。

　 （13）は
一

つ の イ ベ ン トと音が対応 す る と い う

内容で あるが 、（14）の ように それが切れ 目な く

連続的に起 こ る時に も使 うこ と が で きる 。

（14） a．The　crowd 　danced　to　rhe　music ．（COCA ）

　　 b．［対応］、〈対象〉＝音

（14） で は、何か と何か の ［対応］ を言 う意味領

域に お い て、矢印は動詞の表す イベ ン トが 〈対象〉

に 対応 して い る こ と を表示 す る。 （13）で は 、 音

と イベ ン トが 同時で ある こ と か ら、音が動作の タ

イ ミ ン グ、つ まりきっ か け で ある、 と い う解釈が

得 られ る。一方 こ の （14）で は、手足の 動 き
一

つ

一
っ が 音楽の ビー

トに連続的に対応す る と い うこ

と か ら、ビー
トにタ イ ミン グ を合わ せ て踊 る と い

う解釈が得 られ る 。

3．3 所属

　本節で は 、 矢印が 「A が B に所属する」 と い う

（15）で は、［名詞 At ・ 名詞 B］ と い う構造で ［ペ

ァの 存在］ と い う意味領域が成立 して お り、 矢印

は 、ペ ア の 片割れが 匸。 の 目的語で あ る 〈ペ ア の

残 りの片割れ〉 に対応 し て い る こ と を表示 して い

る。 こ こ で は A と B が ペ ァ を構成 して い る こ と

が用法の条件とな っ て い る 。

図 5　 い わ ゆ る 「所属」用法

t・ に 「所属」 と い う語彙的意味 を認め る立場で は、

例 えば the 　person　to　the　society で 、
「その 社会に属

する その 人物」 と い う解釈が得 られ ない こ と は説

明 さ れ な い
。

一
方 、 本稿の 立場で は 、

一
個人 と社

会で は ペ ァ に ならない ため ［ペ ァ の存在］が成立

せず、その結果 「所属」 の 解釈が得 られ な い と い

うこ と が正 し く帰結す る 。

　 （15）で は、ペ ァが名詞句の 内部に存在 して い る 。

しか し次の よ うに文 レ ベ ル で ペ ァ の対応関係 を言

うこ と もで きる 。

（16） There　is　not 　much 　to　it，（＝ （8））（Lakoff1987）

　　 それ に対応す る ものが多 くな い

　　 ＝「それ に つ い て 言 うべ き こ と が あ まり

　 　 　 ない 」

（17） There　is　a　certain 　coldness 　to　him．（ジー
ニ ァ

　　 ス 英和辞典）

　　 彼 と あ る冷た さが対応す る

　　 ＝ 「彼 に は ど こ と な く冷 た い と こ ろが あ

　 　 る」

（16）（17）の よ うに、tO を使 っ て文 レ ベ ル で対応

関係を言 う場合には、文は there 構文 （＝存在文）

に限定 6 れ るよ うで あ る 。 そ うい う条件が こ の用

法に課され る と い う事実は 、 tO 自体に 「所属」 と

い う語彙的意味を認 め る立場で は 説明で きな い も

の と思われ る 、 しか し本稿の立場で は、それ は容
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易に 説明 され る 。 と い うの は、本稿の立場で は、

こ の用法が成立す る意味領域が ［ペ ァ の存在］で

あるた め 、 文の 内容が 、
rB に 対応す る A と い う

主語が存在す る」 と い うもの で なければな らない

か ら で あ る 。

3．4　目的

　本節で は 、あた か も t・ 句が 目的 を表示 して い

るか の ような用例 を見て い く。

（18） a，He   e　to　my 　rescue ．1　We 　sat 　down　to　dinner．

　　　　　　　　　　　 （研究社英和中辞典）

　　 b，［動作の 連鎖］、〈2 つ め の 動作〉

（18） で は、［動作の 連鎖］ と い う意味領域 に お い

て 、 矢印は 、 1 つ め の動作か ら tO の 目的語で ある

〈2 つ め の 動作〉 に 移行 す る こ と を示 して い る 。

こ の用法で は 、t ・ の 目的語 は rescue の よ うな動作

名詞 また は dinnerの ような動作 と密接に結 び付い

た 名詞で ある こ と が条件 と な っ て い る 。 矢印で あ

る tO は 、意図的な動作 か らそ の 次の 動作 に移行

す るこ とを表す。 このメ カニ ズム は、te 不定詞の

「目的」 用法 と基本的に は同 じ もの で あろ う。

3．5 結果

　最後 に、本節 で は 匸o 句 が動作 の結果 を表す用

例を見て い く。

（19）　a．He 驚rreted 　out 　the　secret　to 　his　cost ．

　　　 彼 は その秘密 を探 り出 して ひ どい 目に

　　　 あ っ た　　　　　 （研究社英和中辞典）

　　 b．匚イベ ン トと その結果コ、 〈結果〉

（19） で は、［イベ ン トと そ の 結果］ と い う意味領

域に お い て 、矢印は、イ ベ ン トの 帰結が tO の 目

的語 で 表示 され る 〈結果 〉で ある こ とを示 して い

る 。 こ こ で は 匚イベ ン トと その 結果］のイ ベ ン ト

は 、
「彼が 秘密を探 り出した」 と い う、文で 表示

され て い るイ ベ ン トその もの で あ り、そ の結果は

「彼の 損失」 で ある 。 しか し、こ の 用法は 、 次の

よ うに イ ベ ン トが表面 に現れて い ない 形の 方が は

るか に生産性が高 い よ うで ある。

（20） a．To　my 　surprise ，　I　wQn ．　　　　　 （COCA ）

　　 b．［イ ベ ン トと その 結果］、〈結果＞

　　 c．・1・LEARNED ・ir （− Iw ・n ）・・ m ア・u ・p・i・e．

イ ベ ン ト 結果

（20） は tO 句 自体の 意味構造 は （1g） と同 じで あ

る が、 し か し こ こ で は 〈結果〉をもた らすイ ベ ン

トは文 申に 現れ て い る IW ・ n で は な く、文中に現

れ て い な い ILEARNED で あ る。 こ の 用法の 条件

は 次の よ う に ま と め られ る 。

（21） こ の用法の条件

　　 1．t・ の 目的語が 感情表現 で あ る

　　 2．tO 句は離接詞で あ る （（19）で は付加詞 ）

条件 1 は 、イベ ン ト LEARN の 主語 が感情 を持 つ

人闇で あ り、イ ベ ン トを観察 した結果ある感情が

沸き起 こ る、 と い う事態が 非常に 自然だか らで あ

ろう。 条件 2 は 、 tO 句は 「主節」 で ある Iwon を

直接的 に は 修飾 して い ない こ と に よ る もの で あ

る 。 も し 「結果」 の 意味が t・ 自休 に あ る と す る

な らば、例 えば he　 wrote 　 some 　 stories 　 to 　 a 　book と い

う文が 「彼 は い くつ か の 物語 を書 い て 本に した 」

と い う解釈を得 られ な い の か 、とい う疑問に答 え

るこ とはで きない で あろ う。 しか し本稿の立場で

は 、t・ 自体に 「結果」 と い う意味が あ るの で はな

く、 （明示 されて い な い ）イ ベ ン トと感情表現の

両方が ある 時に 、矢印は 両者 をつ な ぐもの と して

意味的に 整合す る、と考 える た め 、「b・ ・k は 感情

表現で は な い た め意味が整合 しな い 」 と容易に答

える こ と が で きる。

4． まとめ

　以上 、 本稿で は 、 t・ に様々 な意味が ある と す る

立場は 、 tO の 意味と tO の 目的語が文中で 果 た し

て い る役割を混同 し て い る の で あ り、その よ うな

立場で は説明で きな い 事例が 多 く存在す る こ と を

確認 した 。 次 い で、te 自体の意味は 「矢印」 で し

か な く、様々 な用法 は、実は to の 意味で は な く、

t・ の 目的語が 文中で果た して い る役割 な の で あ

る、と い う立場で は 、そ うで な い 立場で は 説明で

きな い 事例 も容易に説明され る、と い うこ と を見

て きた 。

　 tO の 目的語が果 た さな け れ ば な らな い 役割は 、

それ が ど の よ うな 意味領域に 置か れ て い る か に

よ っ て決 ま っ て くる 。 例 えば 、移動 と い う文脈で

は移動先が求 め られ、対応関係 と い う文脈で は対

応先が 求め られ る 。 だ か ら、例えば移動 と い う意
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味領域に お い て 矢印が あれ ば、 その矢印の先には

「移動先」 と み なす こ と が で きる もの が置か れて

い なけれ ばな らな い
。本稿で しば しば言及 した 「条

件」 とは まさにそれで あ る 。

　 こ れ を英語学習 と い う文脈で と らえ直す と 、t。

の 諸 「用法」 の 学習 に お い て は 、 従来の 英和辞典

に 出て い るよ うな 「用法」 を覚 える、 と い うア プ

ロ
ー

チ で は な く 、 典型的 な例文で 動詞 と 匸o 句 を

セ ッ トで記憶す る、とい う学 び方に なろ う。 教室

で は上で 見て きた よ うな条件を暗記 させ る こ と が

現実的で はない 。 しか し、典型的な例文に お い て

は、その ような条件が 当然なが らそろっ て い るた

め
、 実は条件込 みで記憶す る こ と に なる。

　現状で は 、 学習者は tO の諸 「用法」 を tO の意

味と して 認識 して い る。 そ の た め、英作文と い う

場 に お い て 、3，1 節で 触れた he　Stands 　tO　Toky。．の

ようなエ ラ
ーが頻出す る こ と に なる 。 これは 英語

教員な ら誰 もが 直面す る課題で は な い だろ うか 。

　 しか し本稿 の 立場の よ うに 、
「〜に 向か っ て 」

と い う意味に な る た め に は 匸o の 目的語が く位置 ・

方角 ・方 向〉 を表すそ の もの の 単語で なけれ ばな

らな い と い うこ とを踏 まえて、典型的な例文 に

よ っ て 用法 を 理解 さ せ る こ と で 、 こ の よ うな エ

ラ
ーを少 し で も減 らす こ と が で き る と い う方向性

を提示で きて い る と した ら、本稿の 目的は達成 さ

れ た こ と に な る 。
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