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和・欧文にみる「名詞止め」表現と

休止・句読法との関わり合い

筑 木 力

1 は じ め に

(1) ｢ 名詞 〔体言〕 止め｣ 表現 は和文古来の 健辞技法 で あ る が､ 近 ご ろ この

使用が ふ え て い るよ う に思えるQ ス ピ ー ド感や情感を志向す る気持ちの 環

れな の か｡ こ の 表現技法を適時的に とりあげ､ 英語や フ ラ ン ス 語 の 文章に

み られる類似表窮 ( -

種 の 省略文､ ellip tic al s e n t e n c e) と比 較し､ 文体

と して の ｢ 名詞止 め｣ 表現と､ 話し言葉に おけ る ｢ 休止 〔問〕､ p a u s e ｣

と書き言葉に おける ｢句読法､ p u n c t u a 七i o n｣
,

とが 関わり合う姿を探 っ て

みる ｡

ほき 『枕草子』〔T h e P ill o w - B o o k of S et S h∂n a g o n〕 から

① a
. 春はあけぼの o b . 夏は よ る｡

c
. 秋をま夕暮o a . 冬はつ とめ てo

こ の 個所の 英語訳 〔P e n g ui n C l a s sic s ( T r a n sl a t e d a n d E di t e d b y

l v a n M o r ris))

a
.
I n s p riT唱 it is d a w n 七h a 七i s m o 声七 b e a u 七if u l .

b . I n s u m m e r t h e nig h t s .

C
.
I n a u t u m n 也e e v e n l n g S , ‥ .

d . I n w i n 七e r 七h e e a rly m o r n l 喝S .

③ すさまじきもの はゆ る犬 o 春の 網代o 三 四月 の 紅梅の 衣 ｡ ち ご亡く

なりた る塵家｡

- -

Ⅰv a II M o r ris 訳

D ep r e s s l n g T hi n g s
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A d o g h o w li n g i n 七h e d a y ti m e .

A w ic k e r w o rk fi sh - n e 七i n s p Tl n g .

A r e d p l u m - bl o s s o m d re s s i n t h e T h ir d o T F o u rt h M o n t h s
,

A l y i n g
-i n r o o m w h e n 七h e b a b y h a s die d ‥ ‥

ほき
` `

P ip p a P a s s e s
"

(b y R o b e T七 B r o w ni n g) から

T h e y e a r
'

s a 七 th e s p ri n g ,

A n d d 昆y
'

s a モ モh e T h o r n ;

M o r n l n g
'

s a 七 s e v e n ;

上田敏訳 『海潮音』

時は春

日 は朝

朝は 七時

上甑の 翻訳 に は 『枕草子』 の 表現形式が念頭に あ っ たo 彼は 『枕草子』

を愛読して い たo

(4) 係助詞 ｢ は｣ の 横磯

① ｢名詞十 は + 名詞｣ は 日本語 の 基本的発想法で あ るが ､ 現代の 日本語

で は ｢ は｣ の 濫用が日立 っ ｡

朝ほ メ シ 抜き､ 昼 は居眠り､

夜はカ ラ オ ケ ､ 休み は マ ー ジ ャ ン
o

｢ 主語 十動詞 + 述語｣ は ヨ
-

ロ ッ パ 語 の 基本構造 で あるが ､ 日本語 の

｢ は｣ と ｢ が｣ に相当す る 区別 はな い
o

② ■
日本語 の 場合､ 文の 構造が包 み､ 包まれる関係に よ っ て成り立 つ に は､

イ メ
- ジ と イ メ

- ジが連想 に よ っ て 展開して い く p a u s e が 必要になるo

③ ヨ ー

ロ
ッ

パ 語 は､ 日本語の p a u s e にあた る個所に､ 語 と語や文と文と

の 関係を示す言葉 〔前置詞､ 接続詞､ 開係詞 な ど〕 をお き､ 主文 一 従弟

文 の 噸 で 組 み立 て て い く構築的な 言語 〔s 七r u ct u r 盈1 l a 喝 u a g e〕 で あ るo
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2 仏文と英文 に みる類似表現 〔省碑文〕

(1) n y a q u a 七r e a m o u r s diff ef e n t s :

1
o

i
-

a m o u r
-

p a s si o n
,
c el ui d e l a r elig ie u s e p o rt u 顔i s e

,
c el ui d

'

H 61 o

'

k e

o u r A b e rl a rd
,

c el u i d u c a i七ai n e d e V 由el
,

d u

C e n t o ‥ ‥

D e L
'

a m o u r ( p a r St e n d a hl)

∈2)
- J e n

'

ai ni pさr e , ni m さT e
,

ni s o e u r
,

ni f T房r e I

- T e s a m i s ?

J

e n d a r m e d e

- V o u s v o u s s e r v e z l盈 d
'

u n e p a r ole d o n t l e s e n s m
'

e s七 r e st e j u s q u
'

a

c e 3 0 u r i n c o n n u .

-

塑 = 些 垂?

- J
'

i g n o r e s o u s q u ell e l a tit u d e ell e e s 七 sit u6 e .

- L a l〕e a u t 貞?

- J e l
'

ai m e r ais v ol o n tie r s , d 6 e s 8 et i m m o rt ell e .

-

L
'

o r ?

L e S p l e e n d e P a ris (p a r C h a rle s B a u d el ai r e)

宅3) M o m p壱r e p a r ais s ait a モモe r r 6 . Il m u r m u r a :

的u e11 e c a 七a s 七r o p h e ≡〉

C o T lt e S C/z ois 7

1

.s ( p a r G u y d e M a u p a s s a rit)

(4) A n d a ft e r all 七h 8 W e a th e r w a s id e al . T h ey c o uld n o 七 h a v e h a d a

m o r e p e r f e c七 d a y f o r a g a r d e n -

p a rty if th e y h a d o r d e r e d it .

W i n dl e s s
,

w a r m
,
t h e sk w i七h o u七 a cl o u d ‥ ‥

T h e G a T
･d e TL -

P a r t y ( b y K a t h e ri n e M a n sfi el d)

(5) O n e l e a r n s fir s七 of all i n b e a c h li vi n g t h e a r七 of s h ed di n g ; h o w

lit tl e o n e c a n g e t al o ng w it h
,

n o 七 h o w m u ch . si c al s h ed di n

b 喝ュn w ith w hi ch t h e n m y s t e ri o u sly s p re a d s i n t o o t h e r fi el d s .

t o
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G ij
.

i f 7
･

O m T h e S e a ( b y A n n e M o r r o w L i n d b e rg h)

(6き Ⅰ七 i n v ol v e s h e alt h ; 虫垂塑 , 車中唾寧,
a P P Oi n 七m e n 七s

,

c o d -li v e r oil
,

vit a m i n s
,
t ri

` `

D o .

"

s t o t h e d r u

3 こうした省略文 に つ い て の諸家 の 見解

u) E t s k o K r u isi n g a ( H . P
. a .

, p 事
2 6 3)

S e n t e n c e s N o t D is ti n g uis hi n g S u bj e c七 a n d P r e dic a t e .

ほき H e n d rik P o u 七s m a( a . i . M , a .
,

c h a p . X ㍊)

E llip ti c ai S e n t e n c e

① Si m pl e S t a 七e m e n 七s of F a c t

M o r e h a s t e
,
le s s s p e e d ,

S o m u ch f o r s u p p e r .

② U t七e r a n c e s o f V a ri o u s E m o ti o n s

C a p i七al !

F o r s h a m e ∫

W h a も a pit y i

W h a t blis s !

D o w n w i th 也e 七y r a n 七s !

③ Q u e s ti o n s

W h a七 a b o u t M r s . G r u n d y ?

④ R h e t o ric al Q u e st i o n s a n d E x cl a m a ti o n s

H e w a s a t ail o r
,
b u t w h a t of th a t ?

T o a r m s !

⑤ I m p e r a 七i v e S e n t e n c e s

Y o u r n a m e a n d a d d r e s s , p le a s e .

Q u ie 七
,

all o f y o u I

31

m e dici n e s
,
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(3) O t七o J e s p e r s e n ( Th e P h£l o s op hD ] Of G r a m Tn a r , P .1 0 7)

① G r a m m a ri a n s s h o uld al w a y s b e w a r y i n a d mi t t in g elli p s e s e x c ep t

w h e r e t h e y a r e a b s ol ut el y n e c e s s a r y ,
a n d w h e r e t h e r e C a n b e n o

d o u b t a s t o w h a t is u n d e r s t o o d
-

H e is rich
,
b u t his b r o th e r is n ot ( ric h) .

Ⅰも g e n e r ally c o s t s si x shilli rlg S , b u t I p a id o nl y fi v e ( sh illi n g s) .

② S u bj e c t , P r e d ic a 七e の 分析を許さな い S e n 七e n c e で 主とし て E m oti o n

を示すも の ( E . a . a ,

,
1 O .9)

G o o d - b y e i

T h a n k s !

W h a t !

D e a r m e !

H e a v e n s I

Sil e n c e !

Y o u r h e alt h !

こ れらの a m o rp h o u s s e n 七e n c e の 意味は七o n e に依存す る こ と が多い
o

(4) 山田孝雄 『日本文法学概漁』 p .11 2 0

省略の 起 こ る動機に は二 つ の 機縁があるo ①発話者に よ る省略 へ の 意図

が聴き手 の 主観に暗黙の うち に迎え入れられ る こ と と､ ②そ の 省略の 行わ

れた痕跡が形の 上 に は っ 重りと し て い なければならな い こ と で あ るa

4 日本常 に つ い て の 一 般論的観察 ( 具体例は7 . (3)に詳述)

｢名詞止 め｣ 表現 の 後に省略さ れた動詞や終助詞の も つ 機髄が ､ 書き言葉

で は ｢句読点｣ に吸収され､ 話し言葉で は沈黙に よ る ｢ 休止/ 闇｣ に呑み込

まれ､ そ こ で 文 の 流れ が せ 垂止め られ て i m p a c 七 が 生じ､ 相手に 余韻､ 余情

を感じと らせ る｡
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5 P a u s e 〔休止〕 と P し川 C t U a ti o n 〔句読法〕 との 関係など

(1) P a u s e ▲一

発音に おけ る音声の - 時的中止 ･ 途切れ､ 朗読技術の
一

種 ､ 音楽技術か

ら出た用語

無音 の 休止 Sile n 七 P a u s e

満た さ れ た休止 Fille d P a u s e ( ち ゅ うち ょ の 形 〔H e si七a 七i o n F o r m〕)

繊髄

① 句 ･ 節 ･ 文等の 切れ目 におき､ 文法的境界を指定す るo

② 息継ぎの た め の 生理的機能で あ っ て ､ 吸息 〔i n h al a 七i o n〕 の た め 一 時

的に発音を中断す る｡

③ 発語申､ 言葉に詰ま っ た り､ ち ゅ うち ょ した場合 の 途切れで あ るB

上記 の ①と⑧は密接に 関連す るo 話し手は発話 の 輯成要素 〔c o n s 七i七u -

e n 七 s 七r u c 七u r e〕 に 基 づ き､ そ れの 許容範囲で 息 を継ぐ｡ ③は①と必ず

しも
- 致す ると は限らな い . c o n sti ねe n 七 st r u ct u r e を顧慮せ ず休止 が

お か れ る こ とが多い
o

④ 無音 の 発表行動で あ る｡

a 位置､ 長短 が重点

b G r a m m a tic al P a u s e ,
R h y th m i c al P a u s e ,

E m p h a tic al P a u s e ,

E m o ti o n al P a u s e
,

c 文法的また は修辞的句読点は､ 朗読の p a u s e と合う こ ともあり､ 合

わな い こ ともある｡

d 詩歌などの 韻文は rh y七h m ic al p a u s e 〔律動的休止〕 とし て 合う｡

古池 や
∧
蛙飛 び込む

∧
水の 音 (リ ズ ム単位が ポ - ズ単位)

e
p a u s e の 位置は､ 視覚的な句読法で も､ 生理的 な 呼気法で も な く ､

表出内容に直結す る心理的な休息点で あ る o p s y c h ol o gi c a l p a u s e

〔心理的休止〕 が普遍的 な立場と い え る｡
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f p a u s e の 長短 は､ お よ そ音楽の 全休止 ( 4 拍) ､
二分休止 ( 2 拍) ～

四 分休止 ( 1 拍) と み ればよ い ｡

⑤ p a u s ol o g y 〔休止論〕

心理学､ 音声学､ 言語学な どに わ た る学際的な研究の 対象 と して ､ 近

年瀬く体系的な研究が 開始さ れ た｡ p s y c h oli n g ui s ti c s 〔心理言語学〕 の

一 分野で あ る.

休止の 音韻論とし て ､ 母国語 の 話者 が も つ 1i n g ui s tic c o m p et e n c e

〔言語能力〕 を明らか に するo

T h e b o y w h o b T O k e 七h e w i n d o w / w ill b e p u ni s h e d .

T h e b o y / w h o b r o k e 七h e w i n d o w / w ill b e p u nis h e d .

(
t2) P u n c t u a ti o n

･
'

j; 英 語

文法的､ 論理的句読法の 確立 は1 8世紀で､ そ れ以前はかなり自由で あ っ

た｡

･ Sh ak e sp e a r e

句読法は リ ズ ム へ の 配慮で 施 さ れ､
7) ズ ム の 流れを

一 時止め ､ 次に

来る語 に注意を抑ナる ため コ ン マ を使っ たり､ 磯節効果の ため普通 は

使わな い 個所に ハ イ フ ン をつ けたりす るo

･ M ilt o n

ピリ オ ド､
コ ロ ン

､
セ ミ コ ロ ン などを会話や敵聴を導入す る ため使

い
､ 現代の 用法に 比 べ て修辞的で あ る｡

② 日本語

句読法の 発生 ( 読解の ため)

漢文調読 の さ い に､ 訓点の
一 種として付されたの に 始ま る と考克られ

る｡

平安朝初期の 点本に句点が付され､ 後に万葉仮名､ ひ らが な の 文の 場

合も意味 と切 れ 目 に 打た れ る よう に な っ たo
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句読点の 整備 ( 表現 の た め)

表現 の た め打っ よ う に な っ た の はも っ と後世で ､ 江戸時代に句読頼ち

整備された｡

句読点と は

文章内郎の 各部分 の 論理的関係を明らかに し､ 文の 正確な 意味を伝え

る た め の 表記上 の 手段として 用 い られる様々 な祷助記号 で あるo こ の 使

い 方を句読法と い う｡

普通 の 句読点

o 普 る ( 句点) ､ て ん (読点) ･ な か て ん ( く ろ ま る ･ ぼ っ ･ 申ぐ

ろ) ｢ ｣ か ぎ 『 』 ふ た え か ぎ ( ) か っ こ ≪ 》 ふた えか っ

こ 〔 〕 かくが っ こ ? 疑問符 至感嘆符 - ダ ッ
シ ュ

- - ･

T ん

て ん こ つ なぎ - つ な ぎて ん

' '

ゎきて ん わ轟せ ん 〔傍線〕

書き言葉の 場合は､

- 定した使 い 方が 望まし い が ､ 実際に は
一 律にき

め に く い
o 意味関係を辿り､

I) ズ ム 感を こ わさな い 範囲で 短く切 っ て い

く辺りが 穏当とされ るo ま た句読点を全然 つをナない と ､ 次の イ ､
ロ の よ

う に複数の 読 み方がで き るo 話し言葉におを3
･

る休止と句読点の 関係に つ

い て萎ま前述したと お り で あるo

イ カ ネ タ レ タ ノ ム

カ ネ タ レ タ ノ ム

ロ 明日 は 降る天気で は な い

明 日 は降る 天気で は な い

ハ す べ て の 国民は､ 法律の 定め る と こ ろ に より､ そ の 能力に 応 じ て ､

ひ としく教育を受け る権利を有するo (憲法第2 6桑原文)

す べ て の 国民は､ 法律の 定め ると こ ろ によ り､ そ の 能力 に応 じて堂

としく､ 教育を受抄る権利を有す るo

こ の ハ に お い て ､ ｢ ひと しく｣ とい う副詞 は ｢受をナる｣ に かか る の か ､

｢ 有す る｣ に か か るの か o 普通 は ｢受ける｣ にか か る と さ れ て い るが o
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また英語 の 場合､ 次の a ､ b ､
c で 紘 ｢ , ｣ の 有無に よ り意味が 贋な

るが､ 話し言葉で は そ れがわかり にく い ｡

a B o y s
壬
b e a m b iti o u s , ( 原文)

B o y s b e a m biti o u s .

b G irl s c o m e h e r e .

G irl s
,

c o m e h e r e .

c M y w if e , w h o liv e s i n T o k y o , c a m e t o s e e m e i n N ii g a 七a

y e st e r d a y .

M y w if e w h o li v e s i n T o k y o c a m e 七o s e e m e i n N iig a 七a

y e st e rd a y . (書き言葉で は普通 で な い
o)

8 日本語の嶺文 に みられる ｢名詞 〔体育〕 止め｣ 表現

(1) 和 歌

① もと もとは和歌の 第五句て〔結句〕 を名詞 〔体言〕 で言い 切る修辞法で､

『新古今和歌集』 的修辞法の代表的なもの で あ るo

｢ 山高み春とも知らぬ松の 戸 にたえだえかか る雪 の 玉水｣

② そ の 効果と して は､ 活用語や助詞 が下に続か ず､ 言い 切りに なる ため
､

余韻､ 余情が 残り､ 贋の すわ っ た感 じや､ 幽玄に して 気高い 風格をもた

せ､ 素材を重点的に より豊か に盛 る こ とがで きる.

｢ 名詞 〔捧言〕｣ 止 め の 百分率 ( 橘純 - )

『万葉』 6 ､ 『古今』 6 ､ 『千載』 1 6 ､ 『斬首今』 32 ､ 『新続古今』 40 .

③ た だし 『万葉集』 は､ 結句中絶歌 ( 結句が ｢ 目に つ くわが背｣ ､ ｢ 荒れ

しそ の 路｣ の よう な もの) の 最後に ､ 呼び掛けの 捧言､ ま た は詠嘆的添

付の 体言を付けた もの が多い
｡ しか し『新古今和歌集』 ほ､ 前掲の 歌や

｢屈かよ ふ ね ぎめの 袖の 花の 番にかをる枕の 春 の 夜 の 夢｣ の よ う に ､ 最

後 の 体言以外はすべ て そ の 体言 へ の 連体修飾を なす文節また ほ連文節で､

一

首全体が 一 つ の 体言と見な され る連語とな っ て い るも の が多い
o
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④ 『サ ラダ記念日』 ( 億万智)

4 34 首の うち ｢ 名詞止 め｣ で終わ る歌 娃i 72 首 (39 .6 % ) あ るB

⑤ 『初版 赤光』( 斎藤茂吉)

62 2 首の うち31 首 ( 5 % ) しかな い
o

(2) 俳 句

｢ 名詞止 め｣ がか なり多 い
｡ 芭蕉の 三句 『奥 の 細道』 と､ そ の 英訳

〔P e n g ui n Cl a s sic s (七f a n sl a 七e d b y N o b u y u ki Y u a s a)〕 を示す 0 日本譜

に は句読点がな い が､ 共営は訳者の 判断で 適宜行巻 か え､ 句読点を つ けて

い る｡

① 行く春や鳥噂き魚の 目は洞

T h e p a s s i n g S P r l n g ,

B ir d s m o u r n
,

F is h e s W e e p

W it h t e a rf ul e

② 閃かさや岩に しみ い る蝉 の 声

I n th e u t t e r sile n c e

O f a 七e m ple l

A cic a d a
'

s v o ic e al o n e

P e n et r a t e s th e r o c k s .

③ 荒海や佐渡に よ こ たふ天の 何

T e a t M ilk

S p a n s i n a sl n gle a r c h

T h e bill o w - c r e s t e d s e a
,

F alli n g o n S a d o b e y o n d .

④ 俳句に おけ る切れ字 ｢ や｣ の 械能をみ る と､ 三 句とも日本語 で は ｢ や｣

を冒頭に 提示 した語 に続けて叙述を展開し､ い 重な り核心部に入り込み､

終りを ｢名詞止め｣ で し めくく っ て い るo こ の ｢ や｣ と ｢ 名詞止 め｣ と
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が呼応して ､ 深く沈潜した独特の 情感をか もして い る｡ こ れ に比 べ て英

語 で は叙述を構造的に つ み重 ね て い るo

7 現代日 本語 の散文 にみられる 用例

近ごろ新聞や雑誌に わぎ とらし い ｢ 名詞止 め｣ 表現がかなり目に つ くo

(1) 書き言葉

① ｢ - - そ れらを解きあか して ゆく過程で浮かび上が っ て く る少年や少

女たちa) 心の 素顔｡
-

･ ･ ･ ･

｣

② ｢ - - そう い う対応 の しか た を､ 知らず知 らず身に つ けて い る私たち｡

- ･
･

･｣

『コ ミ ュ
ニ ケ - シ ョ ン 不完全症候群』 ( 中島梓著 筑摩書房) の 書評

( 朝日新聞19 91 .10 .
2 0) く俵万智)

①の 修正案

｢
- - そ ん な少年や少女たち の 心 の 素顔が､ それらを解きあかして ゆく

過程 で 浮か び上がっ て く る｡

- -

｣

③の 修正案

｢ - - ･ そ う い う対応の しかた を､ 知らず知らず私たち は身に つ けて い る｡

･
- - ｣

(2) 話し言葉

① ト - - 台風の 発生は毎年八倒 - - ｣

② ト -
-

は中国で はとん で も な い マ ナ - 違反､ しか し日本で は - I -

｣

①の 修正案

｢ - - ･ 台風の 発生は毎年八個で - - -

｣

r ･ ･ ･ ･ ･ ･ 台風は毎年八個発生 レ - ･

｣

②の 修正案

r ･ ･ - ･ は中国で はとん で もない マ ナ ー

違反ですが､ ( しか し) 日本で は - - ｣

(3) ｢名詞止め｣ 表現と休止 ･ 句読法との 関連 ( 日本語の 具体例)
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① ｢夜道 をと ぼ と ぼ歩い て 坂を上 っ たo す ると突然 そ こ へ 現れ出た の は､

髪ふ り乱した白装束の 老女o 私は びっ くり仰天して腰が抜けて しま っ たo｣

こ の 下線部を ｢ 老女.｣ . ｢ 老女 - , - ｣ ､ ｢ 老女 -

｣ な どとす る と ir n p a c t

が 変わ るo 話し言葉 な ら p a u s e の と り方と文全体 の i n t o n a 七i o n とか

七o n e をエ夫して i m p a c七 を変える こ とがで きる｡ また次の よ う に 句読点

を付けな い ｢分かち書き｣ もで きる｡

｢ 夜道を と ぼ と ぼ歩 い て 坂を上 っ た す ると突然そ こ へ 境れ出たの 汰

髪ふ り乱した白装束 の 老女 私は びっ くり仰天 して膿が抜打て しま っ

た｣

② ｢ 吹きす さ むBa . 辺 り
- 面火 の 海. 逃げ章どう人 た ち ･ ま る で こ の

ii i iE iiiiiiiiiiii 国
正

i璽

世の 生き地獄o
こ の ⑦㊥0 の 各下線部の ｢ ､ ｣ を㊤ の 下線部 の 末尾

㊨

の よ うに ｢ 0 ｣ に かえ るとi m p a c 七 は強まる が､ 逆 に 文 の 滝れ が 淀 み ､

讃子が ぎこ ち なく な るo ｢ 分かち書き｣ をする と､ ｢ 吹きすさ む風 辺り

一 面火の 海 逃げまどう人たち ま る で こ の 世の 生裏地獄｣ となるo

8 諺や棲語 にみられる例

(1) 日本語

論より証拠

馬子 に も衣装

火 の 用心 ､ マ ッ チ ー 本火事の もと

一 瞬の 油断､

一 生 の 怪我

② 英語､ フ ラ ン ス 語

O u 七 of si gh t , o u 七 of m in d ･

L oi n d e s y e u x
,
l oi n d u c o e u r ･

E y e f o r e y e
,
t o o t h f o r t o o t h ･

O eil p o u r o eil
,
d e n t p o u r d e n 七･

③ 日本語 で の 究極 の ス タ イ ル
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｢ - - 展 o 14 - 1 9 日 o

･ ･ ･ - 会館o 永曜休みo 絵画約百点｡

- 般5 00 円､

大高生30 0 円o｣

9 まとめ
-

こ れか らの 研究課題

uき 全般に つ い て

① P a u s ol o g y の 研究

② 和 ･ 欧文の P u n c 七u a 七i o n の 適時的研究

③ 和 ･ 欧文の 作家別に み た､ こ の テ ー マ に関わ る文体の 具体的検証

④ 和 ･ 欧文の 新聞 ･ 雑誌等におをナる記事 ･ 論考等の 標題 の 付け方の 研究

⑤ 話し言葉に お抄る P a u s e と､ 書き言葉に お け る P u n ct lユa 七i o n お よ び

名詞止め等 の 修辞技法に関連す る諸問題

イ 音楽の 休止との 比較

ロ I n 七o n a ti o n
,

R h y t h m な ど に関わ る P a u s e P h o n ol o g y の 開発､

I m p a c t
,
E m o 七i o n な どの 言語心理的研究

(2) 日本語の 散文に つ い て

① ｢名詞止め｣ 表現 へ の 対応

o 情緒豊か で 恰好が良い o

B カ タ ロ グ的で 品格が な い Q

B 初心者に対す る作文抱辱で 注意を促すo

o プ ロ の 書き手もときどき使うo

c 上手に使うと情感が高ま る｡

o 下手に使うと過去 ･ 現在 ･ 未来の 時制関係や ､ 主語 ･ 目的語 な ど の 格

関係があ い まい に な るo

② も っ と棲み込ん だ検討

｡ 使 い 手 の 心理､ 受け手の 印象 を分析する ｡

o 日本語固有の 終助詞と接続詞が も つ 豊か な機能を見直す｡

｡ 話し言葉 に お け る句読法 と休止 の と り方 や ､ I n 七o n a t i o n の 付をナ方を
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癖究す る｡

･ ｢ 名詞 〔体言〕｣ 止め を安易に使わな い 文体を開発す る｡
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