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On ・masi ・1・gicalな観点か らの 前置詞 F・r の 意味論
＊

花 崎 美 紀 ・花 暗
一

夫

1． は じめ に

　前置詞の 多義研究は 、 1語の 多義を扱 う semasi −

・ 1・gicalな研究 （例 ：fruitは 果実 ・結果 …
　　 と

い う意味が あ る とす る研究）が中心 と なっ て い る

傾向が あ るが 、本研究で は、それ に近似義語 を扱

う・ n ・ masi ・1・gicalな視点 （例 1 果実を表 す語 には

fruit・nut
… ・が ある と す る視点）を加 え、そ の

近似義語問に 見 られ る意味の重 な りの 緊張関係が

意味拡張を阻止する と考 え る 。 先行研究 に は 、2

語以上 を扱 う研究 もあるが、それ らの違 い を述 べ

る に と どま り、 その 違い が意味拡張を制限す ると

い っ た ような 「動的」 な研究 は まだ な い 。 我々は

以前、前置詞 の 多義 を従来の意味論 で しば しば行

わ れ る ように semasiological な視点で研究して きた 。

しか し、その
一

連の 研究で 、従来の メ タ フ ァ
ー ・

メ トニ ミーに よ っ て 意味拡張 を説明 し ようとする

理論は、（1）意味が 際限な く広が る こ と を阻止す

る こ と は で きず、（2）新 しい 意味の 予測が不可能

で あ る こ と が わ か っ た 。 そ こ で 、意味拡張は、複

数の可能性が緊張関係の中に存在 した後 、 それ ぞ

れ の 語の 弁別的意味要素に よ り取 捨選択 され る こ

と を通 し て 行 われ る と い う見解 、
つ ま り、 prag−

matic 　strengthening を中心 と した行為理論 に よ っ て

意味 「用法」 の 拡張 の 可 能性 を探 り、 さ ら に 、

onomasiorogical な視点に た ち、近似義語 の 中心義

が意味拡張を制限す る と い う立場 をとれば、上述

の 問題 は解決され る こ と に気が つ い た。さ らに 、

その緊張関係の中で 、意味拡張の可能性 を阻止 さ

れ た もの は、慣用表現 と して の み存在 しう る と い

うこ と がわ か り、 こ の 考え の もと に 前置詞の 棲み

分け研究を行い 、

一
定の 成果 を あげて きた 。 慣

用表現 と は、2 語以上の 語が集 ま っ て 使われ る表

現 （例 ：but　f・r，　by　day）で あるが、従来の多義研
＊

本稿 は、花崎美紀 ・花峙
一

夫 （2012 ） を発 展 させ

た 研 究 で あ る。

究で は、それ らは、メ タ フ ァ
ーやメ トニ ミーに よ

る意味拡張に よ っ て で きた と説明さ れ て きた 。 と

こ ろが その 説明だけ で は、意味拡張 を制限出来な

い だ け で な く 、 どう して 中核か ら大き くはずれ た

意味は 、2 語以上の 語が集 まっ た慣用表現の 形で

しか 残 る こ とが で きなか っ た か が説明出来な い 。

本研 究は、慣用句 は、enemasi 。1。gicallyに 共存 し

て い た複数の語 の 内 （例 ：「〜の 間」by，　during）、

他の 語 に ブ ロ ッ ク され た もの は 、 別の 語 と の 組み

合わ せ の 中で の み存在 しうる （別の語の 助け を借

りて の み存在 し うる 。 例 ：「〜の 間」 な ら、dur−

ingに よ っ て ブ ロ ッ ク され た byは、　 dayと い う別

の 語 の助 けを借 りて by　dayと い う慣用 句 と して の

み生 き残 れた ） もの で ある と い う見解 をもっ 。本

研究 ノ
ー

トで は、前置詞 forの意味 を、上述 した

観点か ら考察す るもの とす る。

2． For の 意味の 同定

　 こ の セ ク シ ョ ン で は 、花崎 ・花崎 （2012 ）を援

用 して f・r の意味の同定 を行 う。 紙面の都合で詳

述す る こ と は で きな い が 、Tyter　and 　Evans （2003 ）

流の や り方を採用 して forの 意味を以下の よ う に

分類す る こと とす る。

（1）Forの 意味の 分類

・1類 ［TR か ら LM へ の方向性が 感 じられ る］

a．方向　＜in・the・directi。 n 。f＞

　 　 leave　London　for　India

c．追求　＜in　pursuit　of ＞

　　lookfbr　ajob

g，利益　〈for　the　benefit　of＞

　　sing　f・r　each ・ther

h．賛成　くin　support 　of ＞

13

刎

［
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　 　 1　 am 　for　it

L　記念 し て 　くin　celebrating ＞

　　name 　a ⊂hild　fbr　the　king

　 　 for　the　health

n ．〜に対 して 　〈as　
“
object

”
＞

　　 resp ・ nsible ・f・ r

TR
〇
四

1類

・II類 ［LM か ら TR へ の方 向性が 感 じ ら れ る］

b．目的 　〈for　the　purpose　of＞

　 　 He　arrived 　for　dinner

e．代用 ・代表　〈in　place　of ＞

　　used 　the 　ashtray 　for　a　paperweight

　　Mary　spoke 　for　her　class

　　 send 　a　check 　for＄500

f， 理由　〈because　oF ＞

　　he　shOUted 丘）rjoy

Omの
　 LM

II類

（） o
TR 　 　　 　LM

III類

・III類 ［TR と LM の 問に 双方向性が 感 じ られ る］

d。交換　〈in　exchange 　with ＞

　　Ipaid丶500　for　this　book

i． 1対 1 〈by，　at＞

　 　 three　fbr　one

　 　 word 　fbr　word

　　 apP ・intment・for　this 　aftern ・・ n

j． 〜と し て 　〈as ＞

　　 mistake 　someone 　for　somebody

　　blame　the 　print　for　oid

m ．〜に して は 　〈considering ＞

　 　 the　weather 　is　severe 　f（〕r　this　scason

○
皿

○
田

IV類

・IV 類 匚TR と LM の 問に方向性が感 じ られない ］

0．逆接 〈For　all＞

　 　 for　all　I　know

p．否定条件　〈if　there　is　n 。
〜＞

　　bur　fヒ）r アour 　help

・その 他

k．〜の 間　〈throughOUt ＞

　 　 〜 is　so 　ft）r　months

各類 を図示する と、以下の よ うに な るで あろ う 。

図 11 〜 IV 類の イ メ
ー

ジ ス キ
ー

マ

　そ し て 、本稿で は 、III類の 、互 い に 向か っ て

い る 方向性 をもつ もの が 、f・ r の 中心義で あ る と

主 張す る が、紙面の都合上 、次節以降、
一

見す る

と TR か ら LM へ の 方向性 し か感 じ ら れ な い 1類

と方向性が感 じ られ な い IV 類 を取 り上げ、実際

に は 1類 も IV 類 も、　 III類す なわち For の 中心義

と同 じ ス キ
ー

マ を持つ と捉え直す こ と が 可能で あ

る こ と を示 し、さ ら に は なぜ but　forの よ うな慣

用方法が生 まれ た の か に つ い て も考察す る 。

3．　 1類 TR か ら LM へ の 方 向性が 感 じ

　　られ る もの ：T・ との 比較

　1類は 、TR か ら LM へ の 方向性が感 じ られ る

用法で あるが 、 TR か ら LM へ の
一

方向性を持つ

前置詞 と し て は t・ が あげ られ る 。 よ っ て 、こ の

節で は 、tO と比較す る こ と に よ り、 TR か ら LM

へ の方向性をもつ forの意味に つ い て考察する 。

　（1）の 1類の中で 、実際 に t・ と交換可能か ど う

か を見 て み る こ と に す る 。
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　 （2）　a．　 leave　London　for　India

　　　a
’
．　

＊leave　to　India！go　to 　India

　　　 9・ sing 　f・ r　each ・ ther

　　　 9
’
．・ing　t・ ・ach ・ther

　 上 例か ら もわ か る ように 、TR か ら LM へ の 方

向性 が感 じられ る用 法す べ て にお い て to と交換

可能 と は言 えな い 。 tO に も ferに も TR か らの 働

きか け が あ る が 、両者 に は 違 い が あ る 。 （2a
”
）か

らわ か る よ うに 、 t・ は 到達完 了が含 意 され な い

leaveな ど の 「出発」 を表 す動詞 と 共起す る こ と

が で きない 。

一方で 、到達完了が含意され る動詞

gO と は共起で きる 。 また、それ ぞれ の to の 例文

と forの 例文 を比 べ る と 、 forの 方は tO の場合 と違 っ

て 、 LM か らの 働 きか けが ある と い うことが 可能

で あ る 。 （2g
’
）は相手が聞い て い ようと聞い て い

まい と相手に 向か っ て 歌 っ て い る状態 を表す が 、

（2g） に お い て は、相手 を喜ば そ うと して い る場

合な ど、相手の 要望に 応 じて歌 っ て い る と言 うこ

と が で きる 。
こ れ は別の 言 い 方 をすれば、LM か

らの働 きか けが ある と言 うこ と に なる 。 つ まり、

匸o に 比べ る と forの 方が LM か らの方 向性が 感 じ

られ るわけで あ る 。 また 、 （2a
’
）は leaveの場合に

は t。 と共起で きな い が 、g・ の 場合に は、　 t・ と共

に 用 い る と、目的地 に 向か っ て い く と い う意味に

な り、方 向性は TR か ら LM 方向の み感 じ られ る 。

一
方 、 （2a）は、イ ン ドに特別に興味を ひ くもの

が あり、その た め に 目的地に 向か うと い う意味が

強 くな る 。 LM が無生物で あ る場所で あるか らわ

か りに くい が、こ れ を、him に する と、明 らか に

「彼」 の た め に行 くと い うニ ュ ア ン ス が 加わ るの

が わ か る 。 こ こ まで 1類 を、to と比較 し 、
　 forの

場合 もTR か らLM へ の 動 きを持 つ こ と がわ か っ

た が、 こ の TR か ら LM へ の 動き は 、
　 LM か らの

働 きか けに呼応す る動 きで あ る と い うこ と が可能

で ある 。 つ まり、一見す る と
一

方的な方向性をも

つ 1類 は 、双 方 向的な方向性 を もっ もの の 中で 、

と りわけ TR か らの 動きが注目され て い る もの と

言 うこ と が で きる 。

　To と もう少 し比較 するた め に、次に与格交代

構文を見て み る 。 （S）の よ うな与格交替構文で 、

t・ が用 い ら れ る場合 と forが 用 い られ る場合 と で

は 、意味に大 きな違 い が あ る こ と が知 られて い る

（Kuno　and 　Takami（2004）やそこ で の 参照文献 を

参照）。

　（3）a． John　gave　Mary　some 　money ．

　　　b・John　gave　some 　rnone ア　to　Mary ．

　　　c・ John　gave　some 　money 　to　John　fot　Mary．
　上例か ら分か る よ うに 、t・ の 場合 に は 、直接 目

的語 が r・ の 目的語に 到達す る ことが ほ ぼ含意 さ

れ る 。

一
方、f・ r の 場合 には、（3⊂）の 例に あ る よ

う に 到着す る場所 を明 示 して も f・ r が 使 え る こ と

か ら、forの 目的語 に到達す る こ と まで は含意 さ

れない だけ で な く、そ の行為 は 、f・ r の 後 に来 る

人の利益に な るよ うに と い う意味が ある 。

　 も う
一

つ 例を 出 して お くな ら、fbrは死者 な ど

到達す る こ と の な い 対象に つ い て も使 うこ と が で

きるの に対 して、．ro は使えな い と い うこ と か らも、

f・r は、二 重 目的語構文 ・
t・ 与格構文 ・ f。 r 与格構

文の なか で は 、 最 も到達 を含意 しな い とい う こ と

が わか る 。

（4） a．
＊

W ・ uld ・y・ ulik ・ … i・ ga ・・ ngt ・ 1・・e

　　　　 Mary〜

　　　b．Would　you　like　to　sing 　a　song 　for　late　Mary 〜

　　　（森山他 2010 ：54）

　 まとめ る と 、 1類の fbrは 、　 to と同様に TR．か ら

LM へ の 方向性 を持 つ もの の 、　 for は 到達を含意

せ ず、む し ろ、LM か らの 働 きか け に応 じ て LM
へ 向か うとい うく双 方向性〉を表 して い る と捉 え

た 方が よ い と い う こ と が 、t・ と の 比較か ら明 ら か

に な っ た 。 こ こ に 匸・ と の 棲み分けが で きて い る

こ と が示 された こ と に な り、forの 1類の 意味 を

図示す る と 以下の よ うに な る 。

（） （）
TR 　　　　LM

図 2For の 中心 義 ス キ
ー

マ

4． IV類 TR と LM の 間 に動 きが感 じら

　　れない もの

　紙面の 都合上 、 IV 類 を代表す る for　all 十 that 節

の 具体例 で ある F・ r　all　that　she 　was 　a　heaVy　woman ，

she 　danced　well ，（
“
all
”
　in　Genius）で 説明する と、上

例文で もわ か る と お り、 主節 の 内容 と for　all 十

that 節 の 内容が反 目しなが ら対峙 して い る と捉 え

られ る。っ ま り、同 じ空間に 2 つ を並 べ て 2 つ が

ば らば らな方 向 を向い て い る と い うわ け で は な

く、積極 的に お互 い に 向き合 っ て 対峙し て お り、

そ こ に 図 2 の よ うな双方向性が読 み取れ るわけで

N 工工
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ある 。 そ の 意味で は 、IV類の 用法も図 2 の ス キ
ー

マ で 説明が 可能で ある と言 え る。で は なぜ こ の よ

うな慣用用法が 生 まれ た の か を簡単 に 考察 した

い 。図 1の IV 類の イ メ ージ ス キーマ は 、現代英

語に お け る with と 同 じで あ る 。 た だ、古英語期

に は with に は 「一緒に 」 の意味は な く （cf．　OED

with 　22a）、「
一

緒 に 」 の 意味を mid で 表 して い た。

また、For　all ，
　but　f（）r の い ずれ も、た だ の付帯状況

で はな く譲歩的 ・否定的な付帯状況の 意味を持つ

が 、mid に は wtrh に対す る withOUt の よ うな 否定

形が なか っ た こ と か らもわ か る と お り、否定的 な

意味と結 びつ くこ と は なか っ た。よ っ て 古英語期

に は forと の棲み分 けが起 こ っ た と 考 え られ る と

同時に、同 じイメ
ージ ス キーマ を もつ ． idの た

め に IV 類の 拡張が 阻止 さ れ た と考 え られ る。中

英語以降 に な る と mid が消失 し、その役害「」は ． ith

に引 き継が れ る ように な っ た わ けだ が、そ うな っ

た段階で は 、forと同 じ イ メ ージ ス キーマ を もつ

with が IV 類の 拡張 の 阻止要因 と な り、結果 と し

て 慣用用法 と し て but　f・ r な どの 表現 が 孤立用法

と して 残 っ た と考 えられ る 。

5．まとめ

本稿で は、前置詞 f・ r の 分析の な か で ・ n ・ masi ・
一

1・gicalな視点 を取 り入れ て前置詞 の比較分析をす

る こ と で その棲み分け を説明す る と同時に、慣用

表現 を分析す る こ と に よ っ て 、
ど う して 前置詞 の

用法が 際限な く拡張 して い く こ と が阻止 され るの

か に つ い て 妥当な説明を与える こ とが で きた。今

後 もこ の よ うな観 点か ら前置詞研究 を し て い け

ば、
一

見する と機能語で ある と思 われが ちな前置

詞 の 「意味」 の 包 括的な分析が 可能 に な る で あろ

う。
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