
動詞 ｢ 飲む+ が要求する も の

新 垣 公 弥 子

をまじめ に

｢ 水が 飲みた い+ と ｢ 水を飲みた い + とい う表現に つ い て これ まで に も多く の 研究がな

され て き た ｡ 時枝誠記 は ｢ 水が飲み た い+ の ｢ が+ を取 り上げ､ これ は ｢ が+ の 用 法の 中

で も ｢ を + に も置 き換え で き る ｢ が+ で 主格 の そ れ と 娃異 なる と し ､
｢ 対象語+ と命名し

た ｡ しか し時枝はそ の 著書 『国語 学原論』 の なか で ､ 日本語 に おい て 主 語 と主 著 に して し

か も主 語 とは別 の 対 象語 とを明確 に認 定する の 娃 困難 で ある とし ､ 形 容詞 で ｢淋 し い +

｢ 面白い+ と い っ た語が主体の 感情を述 べ て い る の か 客観事実を述 べ て い る の か に より主

語 をとる の か対 象語を とる の か 区別され る ､ と述 べ て い る ｡ これを 受けて 三上 は F 現 代語

法 序説』 の 中で ､
｢ 対 象寮 と い う 見方 が国文解釈 に 必要な 注意 を 与 える こ と は確 か で あ る

が ､ 用 言個個 の 語義解釈 に 関す る 事柄で ある た め に ､ 文法上の 概念 とする に はなお根拠不

十分で あ る+ と述 べ て い る . 確か に時枝 の 説明で は ｢ 主格+ と ｢ 対象語+ と に 明確な違い

があ る こ と は明確 に されて い な い ｡ これ を文 の 統括 の 面か らさ らに 深 く考察 した の は ､ 北

原の 『日本語助動詞 の研究』 で ､ い わ ゆる 対象寮 格と呼ばれ る もの をどの よ うに 捉える か

対 象語 の 認 定で 問題 と な っ た形 容詞 的述語 と構文 上 岡 じ働 きをする 願望 の 助動詞 ｢ た い+

を例 に ､ こ れが構文論上 ど の よう な職能を有して い る か ､ 主格展叙成分 と対象格展叙成分

と ｢ た い+ と の 関係 に つ い て述 べ ､ ｢ た い+ にか か る構文論上の 職能をみる と主 格展叙成

分 と対象 格展叙成分 と は ､ 何 ら 区別 がな い こ と を証明 し､ どち らも主格で あ る と 考えて い

る ｡ つ ま り ｢ 水が 放 しい+ の ｢ 水が+ を時枝 は対象語格 としたが ､ 北原柱 ｢ 水が+ もや は

り主格だ と考え て い る ｡ 本稿で は両者 の説を検討しなが ら ｢ 水が飲みた い+ と ｢ 水を飲み

た い+ に つ い て み た後 に ､ 動詞 ｢ 飲む+ が要求す る もの に つ い て 考察して い く ｡ 芋版と し

て は先ず ､ 時枝 の対象藩な らび に対 象語格とは どう い う もの か見 て い き､ 次に対象語の 問

題 点に つ い て 北原 の 考え方 を見て い く ｡

1 . 時枝 文法

1 . 1 文の 構造

文は詞 を辞が統 一 す る形式 で ある と考える ｡ この 構造 ( 入れ 子型) で は主藩 . 対象蕎(注

1) は述 欝に ､ 修飾語 は被修飾君に それ ぞれ統括さ れ る とする ｡

l . 2 格の 定義

時枝文法 で は文の 成分は詞 と辞で あゃ｡ 文の 全体統
一

の 上 で ､ 詞 が文の 中で 占め る任地

を格(注2) と い う ｡ 格 は詞 に つ い て い わ れ る も の で ､ 辞 に は認 め て い ない ｡ 格に は

述番格 ･ 主 君格 ･ 修飾語格 ･ 独立蕎格そ して 対象語格の 5 つ を認 定して お り , 対象語格と

は ｢ 述欝とな る 語の 対象となる 語+ と定義して い る ｡

-
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1 . 3 対象番

1 . 3 . 1 対象著 ･ 対象者格 と柱

(a) 寒 が ほ し い ｡ ぬ) 母 が 恋 し い ｡

対象欝 対象語

( a)(b) の 例で い えば､ ｢ 水+ ｢ 母+ は ｢ ほ しい+ ｢ 恋し い+ と思う 主語 の 感情を触発す る 横

森 と な る番 で ある か ら ､ そ れ を対 象 語 ､ またそ の 関係を対象番 格 と言 う ｡

しか し､ 主君とは 異な る対象番 とい うカ テ ゴ リ ー を設定 しな が ら も時枝 臥 日本蕎 に お

い て 主語 と主帯 に して しか も主君 と法則 の対象寮 と を明確に 認定す る の は 困難で あ る と も

述 べ て い る ｡ 対象寮 と い うカ テ ゴ リ ー を設けた 時枝で は ある が ､ 以 下 に あ げて い く例 の よ

うな場合に は属性と情意の 2 面が ある と考え て い た時枝 の 見解 に つ い て 見 て い く ｡

1 . 3 . 2 形 容詞 的述語 に対する 主君

こ こで は形容詞的述語 ｢赤 い+ ｢ は しい+ を比較 し ､ それ ら述欝 に対する 主語 とは どの

よ う な も の か 時枝 の 見解を 見 て い く ｡

( c) ( 私が) 色 が 赤 い ｡

主 君

(d) ( 私 が) 水が ほ し い ｡

･

客観的な属性

･ 属性の 所有者 が主 君

･ 主観的 な情意

主語 ･ 情意の 主体が 主 語

｢ 色+ は連番 に より説 明 され る 主体(注3) と して ､ これ を主著 とい う こ と が可 能で あ る ｡ 主

語の 定義を図 示すれば以 下 の よ う に な る ｡

主語 ( 色 ･ 川) 述語 (赤 い) に よ り説明され る 主体

こ の よ う に見 て い く とき ､ (d) の ｢ 捜 しい+ の 主語は ｢ 水+ で あ る とは決定で きな い ｡ な

ぜな らば､
｢ ほ しい+ の よう な形 容詞 榔 c) の ｢ 赤 い+ とは異な り ､ 主観 的な 情意の 表現 で

あり ､ これ らの 形容詞 の 主君 は ｢ ほ しい+ と思う感情の 主体 で あ る ｢私+ ｢ 彼+ で な けれ

ばな ら ない ｡ 形 式上か ら 一

見主君と 見え た ｢ 水が+ 主着 で な い とすれ ば､
｢ 水が+ は 一

体 ､

主語 に 対 して ど の よ う な 関係 に ある の で あろ う か ｡ 時枝は次 の よう に ま と め て い る ｡

① ｢ 水+ は主君 ｢ 私+ の 感情を触発する 磯舟 とな る もの な の で ｢ 水+ を述語 ( ｢ ほ し

い+ ) + に 対する 対象番 とする ｡

② また ､ こ の よう な秩序 を対 象者格と よぶ ｡

③ ｢ 水+ は この よう な 主 語お よび述語 に対 して 対象欝 とい う ｡ (P . 37 4)
つ ま り

(e) ( 私が) 水が ほ し い ｡

主帯 対象番 述斎

の よ う に考え て い る ｡
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1 . 3 . 3 動詞 的述語

こ こ で は動詞 的述君 と対象欝 と の 関係に つ い て 見 て い く ｡

(f) 私 は 金が 要る ｡

対象語

(g) あ の 男 の だ ま っ て い る の が

対 象若

私 は 療 に触る ｡

｢ 金+ ｢ あの 男の だ ま っ て い る の が+ は述語 に 対する 対象番 で ある ｡

1 . 3 . 4 そ の 他の 述番

上記 で榊 - (e) 柱形容詞 ､ (f) - (g)tま動詞 的述語 と対象語 との 関係に つ い て 見 て きた ｡ 形容

詞 的述語 に は ｢ A 客 観的な属性 の み を表現す る+ も の と ｢ B 主観 的な情意 の み を表現

する+ もの とが あ っ た ､ それ を まと めと次の よう に なる ｡

【表 1】

主 語 表 現す る こ と 例

A 属性の 所有者 客親的な属性の み 色が赤い 色 - 主語

B 情意 の 主 体 主観 的な属 性 の み 水 が ほ し い 水 - 対 象者

と こ ろが ､ これ らの 分類 に 当て は ま らな い 語群が存在す る ｡ た とえ ば､

面 白 い に く らしい おか し い 淋し い 恐 ろ しい

こ の よ うな語 は ｢ 客観 的な も の+ と ｢ それ を横森 に触発され た主親的情意+ とを総合的に

表現 して い る ｡ これは動詞が述番と して 使用 され る時 ､ 動詞 の 意味内容に よ っ て はそ こ に

主語 ･ 客語 ･ 補語 な どを包括 して い る と考え られ る ｡ 時枝は以上 の よう な形容詞 ｢ 淋 しい+

と い う形 容詞 的連番 を意味 の 面か ら分析 し ､ 述語 に対 して 主語 で あ る の か ､

のか ､ ある い は両者 を具有する の か で 分類 して い る ｡

仙

丞重度娃淋し い ｡

対象語

( 私は) 秋 の 雨‡ま淋 し い ｡

対象蕎

(i)

A O 秋の 雨 の 客観的有様

B ◎表現 主体 の 主観 的感情

対象語 で あ る

垂三豊整 地 皇蛙淋 し い ｡

主語 A X ｢淋 しい+ 杜 ｢ 君が理解 して呉れ ぬ こ と+ の属性

に つ い て 寄 る の で はない ｡
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( 私 は) 豊 艶 連星土建淋 し い ｡

対象語 B O ｢私+ ｢ 彼+ が淋 し く感 じる 感 情の み を蓑 乳

(j)

星型運慶堤淋 し い ｡

主語

⊆旦 整艶蛙淋 し い .

対象寮

仙 - (i) を以下 に ま とめ て 示す ｡

【表2 】

A O 模様 の ( 客観的な) 属性 に つ い て の 表現

B x こ の 模様 に よ っ て ｢ 私+ が淋 し い の で は な い ｡

｢ ｢ 例 文 主君はりえる 対象吾になりえる 時 枝 の 粛

(b) 秋 の 雨 は淋 し い 0 . ○ 主君

(i) 君が理解 して く れ ぬ こ と 杖淋 しし1 × ○ 対象語

(j) こ の 模様 は淋 しい ○
■

× 主君で轟ると剛紅細君

主 語とす べ き か対 象語 にす べ きか に よ り ､ そ れ に対応する 述語 の 意味 も異なる ｡ また 逆
に 述語 の 意味を決定す る こ とに より ､ 主語 とす べ きか対象藩 とす べ きか ､ 主 語で ある と同
時に 対象語 とす べ き で ある と い う判 定 もで き る はずで ある ｡ 以上 の よう に述語 的形容詞 に

かか っ て くる 吾が 3 種 に区別す る こ とを必要 とする の は形容詞 の 意味の 変化に も対応す る

こ と で ある ｡

み に 関係 を

杏

も っ た

l

杏

情意 の 主体 の み に依存 した

I

を す

( 主審には) 属性と情意 と の 2 つ の 面の 意味が存在する こ とに な れ ば､ そ れ ら の 2 つ の

主 審 に つ い て も 自然秩序が 考え られ る べ き で あり ､ そ こ に 純然た る 主 君 と主 語 に して しか

も主語 とは別の 対象番 と の 識別 が必要 で あ る ｡

また述語的形容詞 に つ い て ､ 主 著 を と る か対象寮をと る か の 認定が 唆味 で あ る と い う こ

と 臥 形容詞 の 総合的表現 に基づ く もの で あり ､ 同時にそれ は形容詞Q) 意味の変化 した こ

とを示す ､ と時枝 は ま とめ て い る ｡

1 . 4 . 1 文の 統括

時枝 の 文の 統括 を見 て み る と次の よう に な る ｡ 時枝は ｢水が飲 みた い+ や ｢ 水を飲み た
い+ の ような文 に つ い て は分析 を行な っ て い ない の で ､

｢ 太郎が花子 に本を読ませな い+

とい う例で 見 て み る ｡
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太郎 が 花子 に 巨桓] 読ま せ な い

こ の よう に 時枝の 文の 統括で は ｢ 読ませ+ にか か っ て い く ｢太郎が+ ｢ 花子 に+ ｢ 本を+

が ど の よ うな 関係 に ある の か 明確で はな い ｡

2 . 北原 文法

2 . 1 文 の 統括

統括 の 関係 に は い ろ い ろ の 種 類が考 えられる が ､ 動詞 を中心 と した統括成分の 場 合 に つ

い て い えば ､ 上記 の 文は次の よう に な る ｡

太 郎 が 花子 に 本

→ ー

→ ー

を 読ま せ な い だ ろ う

→ ー -

の よ うに な る ｡
｢ 読む+ とい う動詞を中心 に ､ ｢ 読む+ の 要求する もの は ｢ 本を+ で あ り､

それが 統括 した後 に に ｢ 本を読ま せ る+ が ｢花子 に+ を要 求する ｡
｢ 花子 に本を読ま せ な

い+ が 統括 した後 にそ れ は ｢ 太郎 が+ を要求す る ｡ これが 北原 の 統括の考え方で ､ 上記 に

示 した 時枝 の ｢ 読む+ と どの よう に関係 して い く の か 不明確で あ っ た ｢太郎が+ ｢花子 に+

｢ 本 を+ と の 関係 を明らか に し よ う と試 みて い る ｡

2 . 2 主格展叙成分と対象格展叙成分 の ｢ た い+ との 関係

時枝文法で 見て き た よ う に ､ 形 容詞 的述 語 に は ｢ 淋 し い+ の よう に 主語 で あ りなが らな

おか つ 対象語 で ある よう な語が あ る ｡ 北原は構文上 ､ 形容詞 と同様 の 助動詞 ｢ た い+ を取

り上 げ､ 主格展叙成分と対 象格展叙成分辻 ｢ た い+ と同等に 関係する こ とを証明 して い る ｡

(k)

(1)

私は

主 格 の 成分

水を 飲む ｡

I

帥
遥蛋-

[二夏蚕 匹

水が

対象 語 の 成分

飲み た い ｡

(k) の 文 で ｢ 飲み たい+ に 対して ｢水が+ は対象蕎の 成分 ｡
｢私は+ は主格の 成分 で ある ｡

｢ 飲みた い+ は同等同列 に ｢ 水 が+ に も ｢私 は+ に も関係す る ( こ こ で は ｢ 私法+ の ｢ 柱+

の 係りの 職能は考えな い) ｡

(1) ｢ 水を飲む+ の ｢ 水を+ とい う 目的格が榊 ｢ 水が 飲み た い+ の r 水が+ と い う対象格

に変わ る の は ｢ た い+ が添加 した ｢ 飲みた い+ に具備され る 統叙と関係する ため で ある ｡
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次に ｢ - た い+ と い う 藩 の か か る 辞分 ( 文の 成分) に つ い て 考え て い く ｡

(h) 私 は 水が 飲 みた い ｡

-

＋ - ＋ ＋
-

(o) 私 は 水 が は し い ｡

-

i
-

→ ー

(n)(o)カ1 ら ｢ - た い+ ( 形容詞 的述語) は主格展叙の 成分 と対象格展叙 の 成分と に 同等 同

列 に 関係する こ とがわ か る ｡

○
×

桝 書ま 仁義二

輔展親船 鵬 ･ 受贈展細分 日柵展細分

せ た い

(D) で の ｢ - た い+ は 主格展叙の 成分 ( 使役 ･ 受身格展叙の 成分 ･ 目的格展叙 の 成分を内

包 し て い る) ｢私 は+ と関 係 して い る ｡ よ っ て ｢ - た い+ は 使役 ･ 受 身格展叙 の 成分 ･ 目

的格展叙の 成分 とは 直接関係 しな い ｡

2 ･ 3 形容詞 ( - た い) に つ い て 時枝 の 指摘

(q) 客観 事物 を表現 高 い 山

( r) 感情 ･ 情緒 の 主

我 的事実を表現

水が 捜 し い

花が赤 い

( r) の よう な形容詞 に は必 ず ､ そ の 感情の 主体が予 想され る ｡ そ の 主体を主語 と考え ､ 形式
上 ､ 主君 とみ え る ｢ 水が+ を対象番 と名付 けた . 時枝 乱 文法上 は無意識な よう にみ える

この(q)(r) を意味上 か ら類別 し た ｡ また ｢ は しい+ な どの 語 に つ い て 時枝柱述藩の 意味の 設

定 の しか た に よ っ て は 異な る 2 つ の 主 君が考 え られ る ( 【表2 】 -

B ) と述 べ て い る ｡

【表 3 】 時枝

主 番 . 表 現す る こ と 例

A . 属性の 所有者 客 観 的な属 性の み 色が赤い 色 - 主帯

B 情意 の 主体 主 観 的な 属性 の み 私 は水 が ほ しい 私 ± 主 語

水 - 対象欝

属性の 主体 客 観的な属性 の み 水 が書まし い 水 - 主蕎
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例 B の 解説

(s) ( 亀 は) 水が ほ し い

(t) 水が ほ しい

｢ 放 し い+ が と い う 主体 の感 情 を表現す る な ら ｢ 水+ 柱

対象語

｢ 圧 し い+ が と い う対 象の 属性を表すな ら ｢ 水+ は主 語

と こ ろが ､
｢ 水が+ 絃構文的に は 2 つ とも主格で あ る . ( s) の よう に ｢私 は水がほ し い+ と

い っ た とき ､
｢ 水が+ は ｢ 隠 しい+ の 属性的表現 ( 客観的表現) の面 の 主格に た っ て い る

と考え られ る ｡

2 . 4 時枝 論 に対 す る 北原論

時枝 の 論 に 対 し北原は次の よう に 述 べ て い る ｡

① ｢ 水+ は意味の 上 か らは ､
｢ は し い+ とい う感情の 志向対象を表す｡

②構文論 の 上 で 重視され る 格機能 ( - 展叙 の 機能) と い う視点 か ら 臥 主格 とみる べ

き で ある ｡

③ ｢ 水 が ほ し い+ が意 味上 ｢ 水を 枚 っ す る+ に近く て も ｢ 水が+ と ｢ 水 を+ との 格機

能を同 一

視する の はよくな い ｡

北原論を まとめ て 示 せ ば次 の よう にな る ｡

【表 4 】 北原

主 語 表現 す る こ と 例

A 属性の 所有者 客観的な属性のみ 色が赤 い 負 - 主格

a 情意の 主体 主観的な属性の み 私は この 犬が こわ い 私 - 主格寮

属性の 主 体 客観的な属性の み こ の犬が こわ い_ この 犬 - 主格寮

｢ こわ い+ が犬 の 動 作や容貌な どそ の 属性 ( 客観的な事実) を表す ｡

- ｢ こ の犬+ は主格
｢ 私は犬が こわ い+ の よう に ｢ こわ い+ が単純に 犬の属性だ け を表現して い る の で はな い

場合で も ､
｢ こ の 犬が+ は ｢ こわ い+ の属性的表現 ( 客観表現) の 面の 主体 に立 っ て い る ｡

ー ｢ この 犬+ Iま主格

※ 感情の 主体 - 私 ( 主観 的な事実の 表現の 主格語)

※ こ わが られ る 主体 - こ の犬 (客観的な事実の表現の 主格藩)

時枝の い う よう に ｢ こわ い+ に は主観的な事実の 表現 と客親的な事実の 表現が ある ｡ そ

の 主観的な表現の 主格欝が ｢私が+ で あり ､ 客親 的な表現 の 面の 主格番 が ｢ この 犬+ で あ

る ｡ つ ま り ｢ こわ い+ に は 2 つ の 主 格蕎が ある ｡

-
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紬 亀遡

①

① 情意の 主体

を旦生壁

②

こわ い

= 主 格語 ( 主観的表現の 主格語 - 私) 主観的主格君

主観的主格展叙成分

② 属性の所属す る 主体 - 主格語

｢ こわが られる 主体+

い わ ゆる 対象語格

( 客観 的表現の 主格爵 - こ の 犬) 客観的主格常

客観 的主格展叙成分

時枝が ｢ 面白 い ･ 淋 し い ･ こわ い+ の ような 語 に は述 語 の 意味 の 決定に よ っ て 臥 主観

的な事実の 表現 と客観 的な事実の 表現 が で きる ､ と述 べ て い る ｡
｢ 面 白い ･ 淋 しい ･

こわ

い+ は 情意 の 主体 を持ち得る と 同時 に
､

｢ 面 白が られ る′
･ 淋 しが られ る ･ こ わ が られ る+

主体の 面 を も持ち得 る ｡ これ ら①② 臥 ｢ 情意 ･ 属性の 所有する+ と表現対象 ( 内容) 紘

異な る が ､ いずれ に し て も ｢ 主 体+ で あ る ｡ よ っ て
､ 北原 は こ の 2 つ を ｢ 主 格語+ で あ る

と考 え て い る ｡

② で ､

､ 属性の 所属す る主 体 - い わ ゆる 対象語格と した の はイ コ ー ル とい う意味で はな く
､

こ れ ま で 時 枝 に よ っ て 対象語格 と され て きた も の が ､ 実 は属 性 の 所属す る 主体 を表 現す る

主格欝で あり ､ これ は主観 的主 格語 に対 して 客観 的主格語と もい う べ き もの で あ る ｡

【表 5 】 北原

主 毒E
表 る こ と 例

A × 必 要な レ

客 観 的主格 語 客 観的な表現 色が 赤 い 色 - 主格

B 主観的主 格語 主観的な表現 私は この 犬が こわ い 私 - 主格藩

客観 的主格語 客観的な表現 こ の 犬が こわ い こ の犬 - 主格語

用言か ら構成 され る述語 はす ぺ て ､ 客観的主格欝と関係する の で ､
｢ こわ い+ な どの 形

容詞が 客的主格 爵と関係する の が珍 しい の で は なく ､ ｢ 私+ は とい う よ うな 主観的表現 の

主 観的主 格藩 と関係す る こ とが特異なの で ある ｡
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2 .
5 形容詞 的述語 ｢淋 しい+ にお 汁 る両 者の 比較

《時枝論》

(v) 秋の 雨 は淋し い ｡

主語

( 私は) 秋 の 雨 は淋 しい ｡

主語 対 象語

榊 君 が理 解して 呉れ ぬ ことは淋 しい ｡

《北原論》

A O 秋の 雨 の 客観的有様

主 税的主格語

◎表現 主体の 主観的感情

主観 的主格語

主語 A X ｢ 淋 し い + は ｢ 君が埋解 して 呉 れ ぬ こ と+

の 属性に つ い て 語 る の で はな い ｡

客観的主格語

通 過と旦 艶 王墓並良三皇遂淋レい o

主 語 対象 語

㈱ こ の 模様は淋しい ｡

主 語

( 私は) こ の 模様は 淋 し い ｡

主語 対 象語

【表 6 】 両 論の 比較

O ｢ 私+ ｢ 彼+ が淋 しく感 じる感情の み を

表現

主観 的主格 雷

A O 模様の ( 客観 的な) 属性 に つ い て の 表現

主観的主格 語

× こ の模様 に よ っ て ｢ 私+ が淋 し い の で は

な い ｡

主観的主格番

例文 主著になりえる 潜魚虻なりえる 時枝 の 認 定 北原 の 認 定

A × 必 要な し ○ ○ 主紋して射線 客観的主格語

B 主観的主格語 × ○ 対象語 客観的主格君

客観的主格語 ○ × 車君･ 客碍的主格寮

時枝 は主 語 とす べ きか対象語 に す べ きか に よ り ､ そ れ に対応する 述欝 の 意味も異なる ｡

また ､ 逆に 述語 の 意味を決定する こ とに よ り､ 主審とすべ きか対象者とす べ きか ､ 主君 で
-

ある と同 時に対 象語 とす べ き で ある と い う判定も で きる はず で ある ､ と し ､ 以上 の よう に

述若 的形容詞 に かか っ て くる 欝が 3 種に 区別する こ とを必要 とする ､ と述 べ て い た ｡ しか

-
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し北原は 客観 的主 格語 を認定 し
､ 時枝が対象語 と考 えた語 に つ い て も主格語 で あ る と考え

て い る ｡ よ っ て ､ 時枝 の ｢ 述 語的形 容詞 に か か っ て く る 語 を 3 種 に 区別 す る こ とを必 要+

はなく なる ｡

ま とめ

時枝 の ｢ 対 象 軌 ｢ 対象 語格+ と い う考え方 は日本語 の 語感 に訴 え る も の が ある ｡ し か

し これ まで に 見 て き た よう に ｢ 水が飲みた い+ の ｢ 水が+ は構文的 に はや は り北原 が述 べ

る よ う に主格 で ある ｡ ｢ 水が+ を主 格 とした上 で ､ 時枝が意味 で分類 した主 語に して 対象

語 な る もの を ｢ 客観的主格 語+ ､
｢ 私が+ を ｢ 主観 的主格語+ と分 けて 考えた方が より明

快 で ある ｡ また 各展叙成分 と動詞 ､ 助動詞との 関係を明確化 しよ う と試みた 北原の 論 に よ

れ ば ､
｢ 飲む+ の 要求 す る も の は ｢ 水 を+ で あ り ､

｢ 水が+ で は決 し て な い ｡ ｢ 飲む+ が

｢ 飲みた い+ に な っ て は じめ て そ の 要求する も の が ｢ 水が+ とな る の で ある ｡

荏

( 臥) 主欝 - 述欝 に よ っ て 説明され る 主 体

対象欝 - 主番 の 感情 を触発 する機縁 とな る もの を述語 に対す る対象語 と いう ｡

(注2) 述語格 -

陳述の 助動詞 又 臥 零記号の 陳述 に よ り ､ 統 - され る もの ｡
｢静か だ+

主語格 - 述欝 と な る 著 の 表す もの の 主題とな る 人 ･ 事 ･ 物 を い う ｡

修飾番 格 - ･ 述 語 とな る 語 の 属 性 的事実 を表 す もの ｡

対象帯格 - ･ 述番 とな る 藩の 対象とな る 欝 ｡

独立 憩格 - 述 欝格 に 対 して 相対的な関係 を持た な い , そ れ 自 身単教 の 格 ｡

(注3) 主体 - 言君過程説 で い う 言語の 成立 条件の 1 つ . 言語 の 成立 条件 と して ､ 話 し手 ･

聞き手 ･ 素材が ある ｡ 主 体に 対 立す る の が客体 で あ る ｡

一

般の 文法で い う主格 ･ 主

君 ･ 第 一

人称 とは ま っ た く異な る 概念 ｡
｢ 花が咲く+ ｢ 私 はうれ しい+ で ｢ 花+ ｢

私+ は素材 ( 表現 内容) として ､ 客体化 され た もの で あ り ､ 主体で はな い ｡ 主体 は

これ ら の表現を して い る 話 し手 で あ り ､ 理解 を して い る 聞き手 で あ る ｡
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