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0 . は じめに

一

般 に助動詞 ｢ レ ル ･

ラ レ ル( 以 降ラ レ ル に統
一

し て 記述) + は ､ 受身 ･

可 能 ･ 自発 ･ 尊敬

と い う 4 つ の 意味 を持 ち ､ そ れ が 用 い られ る状 況 に よ っ て
､

こ の 中 の ど の 意味が選 択 され る

か が決 ま る ｡

一 方 ､ ラ レ ル と形 ･ 音 ･ 構文(文 法) 的特長非 常に似て い る ｢ セ ル ･ サ セ ル( 以 降

サ セ ル に統
一

し て 記 述) + に は使役 の 意味が あ る
i

と され る . 本稿 で は ､ こ の 良く 似た 二 つ の

形式 サ セ ル と ラ レ ル の 意 味に は あ え て 言及 せ ず
､ 両者 の 持 つ 機能 的特徴 を比 較 し ､ 類似点と

相違点 を整 理す る の が ね ら い で あ る｡

本稿 で 言 う機能
ii

と は ､ サ セ ル や ラ レ ル が動詞 ( 句) に付加 され る こ と で ､ も と の 動 詞 句に

よ っ て あ らわ され る事態 に ど の よう な影響 を与 え る か と い う こ と で あ る ｡ 特 にラ レ ル 形 に つ

い て は ､･ 対応す る能動文 が あ るか どうか と い っ た こ と は本稿 で は
一

切問題 に しな い o

1 . 形 式の 瓶似の確敵

い ま さら言うま で もなく ､ サ セ ル と ラ レ ル は そ れ 自体 の 形や音 が似て い るだ けで なく ､ 動

詞 - の 接続 と い っ た構文 的特徴が 同 じ で あ る｡ (表 1 )

一

頃動詞( 食 べ る) 五 段 動詞(飲む) カ 変動 詞( 来 る) サ変動 詞(す る)

サ セ ル 食 べ ･ サ セナレ 飲 ま ･ せ る 来 ･ させ る さ ･ せ る

t ab e
- s a s e r u n O m -

a S e r u k o
-

s a s e r u S
-

a S e r u

ラ レ ル 食 べ ･ ラ レ ル 飲 ま ･ れ る 来 ･ られ
●

る さ ･ れ る

t a b e - r a r e r u n O m - a r e r u k o - r a r e r u S - a r e r u

( 表 1 )

i
実 際 に は 使 役 に も 強制 ･ 許 容 と い っ た い く つ か の 異 な る 意 味 解 釈 が あ る が ､ 本 稿 で は そ う い っ た も の は 使 役 の 下

位 分 類 で あ る と み な す｡

i i
サ セ ル ･ ラ レ ル が 持 つ とさ れ る使 役 ･ 受身 ･ 可 能 ･ 自発 ･ 尊敬 と い っ た 意味は あく ま で 解釈 の 問題 で あり ､

ど

の 意 味 を と る の が 妥 当 か と い う こ と に 関 し て は ､ 義 論 が 分 か れ る こ と も し ば しば で あ る ｡ 時 に は 二 つ の 意 味 を持

ちえ た り
､

ど の 意 味 に も うま く 当 て は ま らな い と い っ た こ と さ え あ る
0

先 生 が 来 ラ レ ル の な ら ､ 私 も行 か ざ る を え ま せ ん ね
｡ 可能 ? 尊敬 ?

一

日 も 早 い 人 質の 開 放が望 ま レ ル
｡

受身 ? 自発 ?

本稿 で は
､

こ の よ う な意味 の 問題 に は 立 ち入 らず
､

あ く ま で サ セ ル と ラ レ ル の 比 較 か ら それ ぞ れ が 持 つ 機 能 を

考 察 す る
｡
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にもかか わ らず ､ ラ レ ル に は異なる意味解釈が 可 能で あるばか り に ､ 古く か らそ の 意味 の 区

別 に ス ポ ッ トが 当 て られ た り(松 下(1 9 3 0) ､ 山 田(1 9 3 6) 他) , 対応 す る能動文 と の 関係 か ら ､ 受

身文 の 下位分類( 寺村( 1 9 8 2) ､ 森 山( 1 9 8 8) ､
工 藤(1 9 9 0) ､

S h ib a t a n i(1 9 9 0) ､ 仁 田( 1 9 9 1) 他) を考 え

られ る こ と が多 い
｡

本稿 で はサ セ ル
･ ラ レ ル を ヴォ イ ス の 形 式 と し て 取 り 立 て る こ と は せ ず

､

単に両者 の 類似点
､

相違点だ け を観察する こ と に主眼を置く ｡

2 . 観察

寺村(1 9 8 2) は ､
｢ 使役 と間接受身と は ､ あ る事象を ､ そ の 事象 の 当事者 で な い 第三者 が ､ 間

接 的 に 関わ る こ と を表 わす 言 い 方 で ある 点 にお い て 共 通 し て い る+ と述 べ る ｡ こ れ は し か し
､

使役 と間接受身 と い う意味 の 点 で 異 なる こ と を前提 に 述 べ て い る の で あ り ､ 意味以 外 の 点 で

ど の よう な類似点/ 相違 点が ある の か に つ い て は深 く 追求 し て い な い
｡
実 はサ セ ル と ラ レ ル は

､

動詞( 句) に よ っ て 表 わされ る事態 の 発 生/ 出現以 前に 関わ る表現 か ､ 以後 に関わ る表現か と い

う点 にお い て み ごと に相補分布 し て い る こ とが
､ 以外 に見 落と され て い る ｡

わか り やす く 図 で 示 す と以 下 の よ う に な る ｡

過去

動詞( 句) があらわす

事 態の発 生/ 出現
未 来

サセル
- - - - ■き･ - - - ･

ラレル

以 下 で は ､ 自動詞文
･ 他動詞文 の 場合に分 け て

､ 確認 する ｡

2
.
1

.

( 0 1)

( 0 2)

(0 3)

( 0 4)

(0 5)

(0 6)

自動詞文 の 場合

雨 が 降 っ た ｡

私 が 雨 を 降ら せ た ｡

私 が 雨 に 降られ た
｡

父 が 死 ん だ ｡

父 を 死 な せ た
｡

父 に 死 な れ た
｡

(o 7) 私 の 患者が 死 んだ ｡
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( o 8) 私 が

( 0 9) 私 が

( 私 の)
1

患者 を

( 私 の)
11

患者に

死 な せ た ｡

死 なれ た ｡

以 上 の 3 組 の 場合 ､ (o 1)( 0 4)(0 7) は い ずれ も特別 な意味 の 付加 な く ､
い わ ば 中立 的に 事実 を

叙述 し て い る に過 ぎな い の に対 し て ､ ( 0 2)( 0 5)(0 8) で は事態 の 外 側 に位 置す る第 三 者 で あ る引

き起 こ し 辛 ､ も し く は 責任者と し て ｢ 私+ が 事態 の 発 生/ 出 現以前 に 関 与 し て い る こ と を示 し て

い る し､ ( 0 3)(0 6)(0 9) で は ､ やは り事態 の 外側 に位 置す る第三者 で あ る被害者 , も しく は責任

者と して ｢ 私+ が事態 の 発生/ 出 現以 後 に関与 して い る こ とが 示 さ れ て い る
｡

つ ま り
､

サ セ ル の

場合 は事態に 事前関与 す る 第三 者 を付加 し ､ ラ レ ル の 場 合は 事態 に事後関与す る第三 者 を付

加 す る機 能 を持 つ と い える ｡ こ こ で い う事前関与 とは ､ 実 際 に 事 態 が 発 生/ 出 現す る以 前に 何

らか の 形 で 事態 の 発 生/ 出現そ の も の に関わ っ て い る こ と ｡

一

方事後関与と は ､ 事態 が発生/

出現 し た こ と に よ っ て
, 何 らか の 影響を受 け て い る こ と を言う｡ 別 甲言 い 方 をす る な らば

､

事前関与 も事後関与 も ､ 間接経験者と し て 事態 の 発 生/ 出現 に関わ っ て い ると い う こ と にな る ｡

之.2 . 他動詞文 の 場合

こ こ で は
,

他動詞 文 にサ セ ル ･ ラ レ ル を付加 し た 場合 に つ い て 検 証す るが
､ ヴ ォ イ ス

ー 般

の 問題 は本稿 で は 考慮 に 入 れ て い な い の で
､

も と の 他動詞 文 には 現 れ な い 第三者 を ガ格 に据

え て 事態 の 間 接的経験者 と し て 表 わす場 合に限 っ て 考察す る ｡

ゆる間接受身 の み を扱う と い う こ と になる ｡

(1 0)

(l l)

(1 2)

(1 3)

(1 4)

(1 5)

(1 6)

(1 7)

(1 8)

( 1 9)

(2 0)

( 2 1)

太郎が 花子 を 抱 き しめた ｡

私 が 太 郎 に 花子 を 抱き し め さ せ た ｡

私が 太郎 に 花子 を 抱き しめ られ た ｡

小 泉首相 が

外務省 が

外務省 が

田中外 相 を

小 泉首相 に

小 泉首相 に

更迭 し た ｡

田中外相 を

田中外相 を

泥 棒が A さ ん の 金 を 盗 んだ ｡

私 が 泥 棒に A さ ん の 金 を

私が 泥棒に A さん の 金 を

泥棒 が 私 の 金 を 盗ん だ ｡

私 が 泥 棒に ( 私 の)
ii i

金 を

私が 泥棒に ( 私の)
iv

金 を

i
｢ 私 の+ は ガ 格 名 詞 句 と 一

致す る た め
､

立
r 私 の+ は ガ 格 名 詞 句 と

一 致す る た め ､

iB
｢ 私 の+ は ガ 格 名 詞 句 と

一

致す る た め
,

i v
｢ 私 の+ は ガ格 名 詞 句 と 一

致す る た め
,

更迭 させ た ｡

更迭 され た ｡

盗 ま せ た
｡

盗まれ た ｡

盗 ませ た ｡

盗まれ た ｡

通 常 は 表 記 され な い
｡

通 常 は 表 記 さ れ な い
｡

通 常 は 表音己さ れ な い
｡

通 常は 表記 され な い
｡
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つ ま り , ラ レ ル の 場合 は い わ



( l l)( 1 4)( 1 7)(2 0) で は ､ ガ 格名詞 は 事態 の 発 生/ 出現 を仕組 ん だ 人 間(( 1 4) で は組織) を表 わ し
､

( 1 2)( 1 5)(1 8)(2 1) で は ､ ガ格名詞は 事態 の 発 生/ 出現 によ っ て 影響 を受 け た人 間((1 5) で は組織)

を表わ し て い る｡ 特 に(1 6) と(1 9) で はお 金 の 所有者が 異な っ て い る の で
､ 受身 を取り扱 う場合

には ガ格名詞 と の 関わり 合 い の 深 さ に よ っ て
､ 意 味解釈が 異 な る こ と で よく 議 論さ れ る と こ

ろ で あ る が
､ サ セ ル もラ レ ル もガ格名詞 を事態 の 発 生/ 出現 の 責任者 と して 位置付 け ると い う

機能 を果た し て い ると い える ｡ ただ サ セ ル の 場合に は ､ 事態 の 引き起 こ し て と し て の 責任者 ､

い わ ば黒幕 を
､

ラ レ ル の 場合 は事態に よ っ て 被害を被 る責任者 を表わ し て い る と い う差が あ

る に過 ぎな い
｡

3 . 二 つ の 形式 にみ られ る機能 の 類似性

2 節か ら
､

サ セ ル は 事態 の 発 生 に直接に は 関わ らな い が
､ 事前 にそ の 発 生 に 関与 して い る

第三 者 を付加 し
､

ラ レ ル はや は り直接に は 関わ らな い が
､ そ の 発 生 後に 関与 し て い る第三 者

を付加する こ と を示 した ｡ つ ま り ､ サ セ ル と ラ レ ル は間接 的に事態に 関与する第三 者を付加

す る機能を持 っ て い る と い え る の で は な い だ ろうか ｡ そ し て そ の 違 い は ､ 事態が起 こ る前 に

関 わ る事前間接 関与 者( 黒幕) を付加 する か
､

事態が起 こ る こ と で影響 を受 け る事後 間接関与

者(被 害者) を付 加 す る か にあ る ｡

4 . ま と め

サ セ ル と ラ レ ル と い う形 式 はお も し ろ い ほ どよく似 て お り
､
また 事 態 の 発 生/ 出現 に 関 し て

は事態 に直接関わ ら ない 第三者 が
､ サ セ ル で は 発生/ 出現以 前を ､ ラ レ ル で は発生/ 出現以 後

間接関与 し
､ き れ い に相補分布 をな し て い る｡ 時系 列 に 沿 っ た 両者 の こ の 分布 の 仕方 は

､
サ

セ ラ レ ル と い う形式 は存在 し て も ､ ラ レ サ セ ル と い う形 式 が存在 し得 な い こ と とも 無関係 で

は な い よ うに 思 われ る の だが
､

こ の 点 に つ い て は ま っ た く資料を持 ち合わ せ て い な い の で
､

なん とも言え ない
｡
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