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1．1．“一了”について

　アスペクト助詞“一了”の意味について，従来の研究では2つの対立した

考え方が主流である。1つは，例えば“他看了一場電影”という例で示され

るように，“一了”が“完成”（〈完9＞や〈完成〉）を表す，とする主張である

　＊本稿は日本言語学会第121回大会（2000年11月26日，名古屋学院大学）における
日頭発表・予稿集をもとに加筆・修正したものである，本稿を修正するにあたり，大阪大

学春木仁孝先生より御指導を賜り，多くの貴重な御助言をいただいた、この場を借りて厚

くお礼申し上げたい、
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（王力1943－19“：153；高名凱1957：19ユ；呂叔湘1980など）。　それに対し，例えば‘‘1也

病了”という例に見られるように，“一了”はむしろ“實現”（〈実現〉）を表

す，というもう1つの主張があるα1揃宇1988；k’rl月｛P　1989；大河内1992など）1）。

　この“完成”と“實現”という2つの主張は一見対立しているように見え

る。しかし実は，S　mith　1997の“Two－Component　Theory”によって，

“

Per允ctive”という〈視点アスペクト〉の下で統一的な説明を与えることがで

きる。すなわち，次のとおりである。

　文のアスペクチュアルな意味は，“situatiOll　aspect”（事象アスヘクト）と

“

vieWpoint　aspect”（視点アスヘクト）という，それぞれ独立した両者の結合に

よって伝えられる。Smithは，〈事象（situation）〉を，　Stative，　Activitv，　Ac－

colnplishment，　Achievement，　Semelfactive，という5つのタイプに分けて

いる⊃。また，〈視点アスベクト〉を，Perfective（完結相），　Innperfective（不完

結相），Neutral（d1立相）という3種類に分けている「“。あるタイブの事象が

あるタイブの視点アスペクトによって捉えられた場合，その視点アスペクト

は，その事象の全体または一部に焦点を合わせることになる＝3つの視点ア

スペクトのうち，不完結相は事象の始発点と終結点とを除いた，事象の内部

に焦点を合わせる＝一方，完結相は事象の始発点も終結点も含めて事象全体

に焦点を合わせる、但し，完結相はStative（静1白事象）に対してそれ本来の

働きを発揮できない，それは，静的事象には本来始発点も終結点も備わって

いないからである，完結相が静的事象を捉えることができるか否か，また捉

えた場合にどのような意味を表すかは，言語によって様々である．しかし，

いくつかの言語においては，完結相が静的事象に変化をもたらし始動的意味

を表す（Smith　1997：69－70）c

　さて，中国語において，“他看一場電影”は終結点があらかじめ規定され

ている事象であり，一方“他病”は静的事象である。“一了”は，捉えた事象

のタイブにより，事象全体に焦点を合わせたり始動的意味を表したりする．

それを称して，従来それぞれ“完成”としたり“實現”としたりしてきた。
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　　　　　　　　　　　　　　　　ハーフェクトとしての“－t”と“一過”（劉）

しかし，そのようなことは中国語の“一了”に限らず，完結相の普遍的特徴

なのである。Smith　1997：266でも，“一了”は普遍文法の完結相に極めて近い，

と述べている。また，既にflXOHTOB　195アでも，“一了”はロシア語の完結相

過去に極めて似ている，と指摘している。“一了”は中国語の〈完結相〉であ

るといえる。

　そこで，本稿では中国語のPerfectiveという視点アスペクトについて，〈完

結〉という用語を使い，中国語学では既に馴染み深い〈完了〉や〈完成〉とい

う口本語の用語を使わない。それは以下の理由による。

　まず，〈完了〉という用語は，〈完結相（1）erfectiye）〉を指したり〈パーフェ

クト（Perfect）〉を指したりあるいは，単純に〈動作の終わり〉や単なる〈終わ

りの局面〉という意味として用いられたりするように，研究者によってその

指示対象が異なるからである．

　また，〈完成〉という用語も，Perfectiveの訳語として使わないこととする。

“

一 了”が，必ずしも〈完成（completion）〉を表すとは限らないことは，　Chu　1976

やSmith　1997：264などが既に指摘している4）。例えば，中国語では，“約翰殺

了焉麗，可是女也没死。”といえることからも明かなように，“殺了”は必ずし

も完成までを含意しない。それに対し，英語では，＊John　killed　Man・、　but

she　didn’t　die、がいえないように，　killedは完成までを含意する。しかしその

原因は，“一了”に帰すべきではなく，中国語のAccomplis　hmeiit｛こ内在する

語彙の意味素性によるものである，なぜなら，“一了”と共起した事象が本来

的に完成までを含意するものであるならば，その完成性は文脈によって取り

消すことはできないはずだからである。例えば，“＊約翰殺死了璃麗，可是

姓没死。”はいえない。それは，“殺死”が完成までを意味するためである。

すなわち，英語のAccomplishmentに較べると，（結果補語を伴わない）中

国語のAccomplishmentが含意する完成性が弱いからである。あるいは，完

成までを含意するAccomplishmentの数についていえば，英語などに較べる

と，中国語のそれの方がはるかに少ない，ということもある。実際，中国語
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の完成はしばしば前掲の例のように結果補語を伴って表現され，“一了”のみ

で完成を表現できるとは限らない。以上のことから，Perfectiveの訳語とし

て，本稿では〈完成〉を用いないこととする。

　さて，前述したように“一了”は完結相（Perfectix－e）である。しかし，完結

相というだけでは，次の（1）の“答雁了”の意味は説明し尽くせない5［。

　（1）封於這些事情，後悔已経太遅了，而事實上，後悔或者不後悔，分別

　　　也愛得不太重要，此刻我坐在珈排室的一角等夏，我答雁了帯他到我

　　　工作的地方去参観，而一切也將在那個時刻結束。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西西《像我這様的一個女子》）

（1）を日本語に訳すと，次のようになる。「これらの事について，後悔しても

もう遅すぎた。事実，後悔するかしないか，その区別はそれほど重要ではな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
くなった。今この時に，私は喫茶店の片隅に座って夏を待っている。彼を連

れて私の仕事場へ見学に行くことを，私は承諾していた。そして，すべての

ことはその時に終わる、」このテクストにおいて，“答雁了”は過去の事象で

あるが，単なる〈過去の完結相〉を表すのではない。〈私が夏を待っている〉

という現在の状態を来す原因を説明するために，その過去の事象が振り返っ

て述べられているのである。すなわち，過去の出来事が，現在との係わりに

おいて捉えられている。これは「ある状態をそれに先行する事象と関係づけ

ている」（Comrie　1976：52）という，パーフェクト（Perfect）の意味を表してい

るのである。

　従来，“一了”のパーフェクトについて論じた研究は数も少なく，またその

考察も十分とはいえない。先行研究には，例えばJaxontov　1988，梁紅1999

などがある。Jaxontov　1988では，結果相（Resultative）としての“一著”を分

析する際に，同様な意味を表す“一了”について若干言及するに止まる。ま

た，梁紅1999では，同じく結果相としての“一著”と，“一了”とが置き換え

られる文について，存現文を中心に論じている、両研究はいずれも“一著”

との係わりの中で“一了”のパーフェクトについてふれている。しかし，“一了”

　202　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　4　一



　　　　　　　　　　　　　　　　ハーフェクトとしての“一了”と“一過”（劉）

のパーフェクトは，実は“一著”との係わりの中でのみ現れるものではない。

そこで，本稿は“一過”との比較を通して，パーフェクトとしての“一了”に

アプローチしてみたい。

L2．“一過”について

　“一過”についての先行研究では，“一過”を〈完了〉の“一過”（二過1）6）と

〈経験〉の“一過”（＝；昼）とに分かち，その区別を中心とした研究が多い（孔

令込1986：文rJ月イF　1989なと）。その中で，最も頻繁に用いられる区分基準は，ア

スペクト助詞“一了”との共起関係である。

　例えば，Chao　1968：450，朱徳煕1982：72，孔令込1986，文1∫月隼1989などで

は，“過2”は〈経験〉の意味を表すため，“一了”と共起できないとする。し

かしこれに従えば，直ちに（2）のような反例に出会う。

　（2）　小福子第一是長得有鮎模様，第二是還有件花洋布的長抱，第三是虎

　　　姐以爲姓既嫁過了軍官，総得算見過了世面，所以肯和姫來往。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（老舎《酪駝祥子》）

先の基準に従えば，（2）の“一過”はいずれも“一了”と共起しているので，

必然的にいわゆる完rの“過1”ということになる。しかし，これらは経験の

意味を持っていないと果たしていえるのだろうか。

　また，同じこの“過2”について，孔令迭1986，糞千炎1995：82などは，文

末の語気助詞“了”とも共起できないとする。しかし，（3）は経験の意味を全

く含まず，いわゆる完了しか意味しない，とは言い切れないだろう。

　（3）去了大都會博物舘，看了一牛，他説：「休自己去看咀，我都陪朋友看

　　　過四次了。我就在這裡等休，我走不動了，這麿走牛天封我來説是個

　　　考験．」　　　　　　　　　　　　　　　　　　（閻眞《白’匡紅塵》）

　孔令迭1986ではさらに，経験の“過2”は“了1＋2”7）や“已（経）”（もう）とも

共起できないとする。しかし，（4）一（6）のような例は決して珍しくない。
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　（4）　什磨委屈都受過了，何必軍在這一黙上叫眞兄匹？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（老舎《｝絡駝祥了》）

　（5）　他已嬰過，楡過；已接鰯過美的和醜的，年老的和年輕的；但是Q也椚

　　　都不能掛在他的心⊥，女回門只是婦女，不是俘侶，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（老含《酪駝祥子》）

　（6）　原來王一一生已経來過幾次地匿，認識了一個文化館書書見的，於是便

　　　帯了我f門投奔這位壷家。　　　　　　　　　　　　　　（阿城くく棋王》）

　また，“過1”と“過2”とを区別する具体例として，刈月隼1989では，次

の（7）の“過”を“過1”とし，（8）の“過”を“過2”としている。

　（7）呆了一會兄，他出神地望著我，輕輕地説：「我可以叫伺く阿娼鳴？」

　　　「伯1已経叫過了口我黙著頭説。

　（8）　爲什度？　　我今［日還垂過，我願意倣休的朋友。

この2例の“一過”が区別される理由は，意味の違いというよりも，むしろ

共起成分の違いによるものであると考えられる。すなわち，（7）の“一過”が，

“ 已経”や“了1⊥2”と共起しているのに対し，（8）の“一過”はこれらと共起

していないためである。

　しかし例えば，（9）の“一過”は，“已経”や語気助詞“了”と共起している

が，文中に明示されているとおり，経験の意味として川いられている。

　（9）　這様的経験，他已経受過一攻了。　　　　　　　　　　（茅盾くく　’f’夜》）

　ということは，“一過”が“已経”や語気助詞“了”，あるいはアスペクト

助詞“一了”と共起しているからといって，それが経験の意味を含まないと

は必ずしも言い切れないのである。実際，前掲の数・々の例に示されるよう

に，経験の意味を表したり含んでいたりするものも見られるのである，また

その逆のこともいえる。（8）のように，“一過”がこれらと共起していないか

らといって，それが経験を表すとも言い切れないのである。

　先行研究のように“一過”を完了の“過1”か経験の“過ご”のいずれかに分

けるのであれば，その基準を提示する必要がある．しかし，従来の基準に対
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　　　　　　　　　　　　　　　　　パーフェクトとしての“－9”と“一過”（劉）

して多くの反証が存在することからも明らかなように，その基準を規定する

ことは困難である。実際，例えば（10）一（12）の“一過”が，“過1”“過こ”のい

ずれなのかは，人によって異なる判断を示すだろう。

　（10）結果彼惨，阿山一直想回來，還是我小寄寄銭給他才回來的。有一天

　　　　他來過我1門家，痩得只剰雨個眼晴偽然亮，像曼菲士．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朱天文《尼羅河女見》）

　（11）那時，我的女友剛剛結婚，……。我女友要嫁以前，還來過一攻，姫

　　　　説我的確是個好人，有理想有抱負有品徳有正義感，値得信頼，……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（洪醒夫《市井博奇》）

　（12）　阿青依奮領前，見到有人躁過的路径便眼下去，結果総是走不了幾十

　　　　歩，便断了縦跡。　　　　　　　　　　　　　　（劉大任《；孚游群落》）

また，次の（13）は刻月隼1989が経験の“過ユ”の例として挙げた文である。

しかし，これが果たして経験といえるかどうかは疑問である。

　（13）雨天前還瓢過一陣小雪……

　一方，以上の先行研究とは対照的に，Smith　1997は“一過”を2つに分けて

いない。そして，その視点アスペクト，テンポラル的意味，〈文の事象アス

ペクト〉に与える影響を分析し，“過”を含む文はパーフェクト構造（Per知

construction）の本質を持つことを明らかにした。そして，パーフェクトの下

で経験の意味も完了の意味も表しうるとしている（p，269）。

　劉綺紋2000bでは，　Slnith　1997を踏まえた一ヒで，タクシスという機能意味

論的範疇を用い，パーフェクトとしての“過”の意味を一層明確にした。

本稿では，“一過”とパーフェクトとしての“一了”との異同について分析す

る。

　その方法として，まず§2，でタクシス的機能を分析することにより，“一了”

は，単なる完結相のみならず，文脈によってはパーフェクトとしても機能す

ることを明らかにする。次に§3．では，“一了”と“一過”とのそれぞれの

パーフェクトタイプについて考察する、そして§4．では，パーフェクトと
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しての“一過”と“一了”との相違を不連続性にあると捉え，その有無によ

り，それぞれが使用される文脈について分析する。

2．タクシス的機能

　タクシス（taxis）という用語は，　Iakobson　l957によって最初に提案された，

それによれば，「発話にかかわらずに，ある語られた出来事をもう1つの語

られた出来事と関連させて特徴づける」ことである。その際まず考慮されて

いるのは，〈同時〉〈先行〉〈後続〉という，事象問の時間順的相互関係であ

る　（　Jakob　s．　on　1957：46；51－52）。

　その後，Mac几OB　1978が，「多くの言語ではタクシスは特別な文法範躊と

してあらわれず，ある場合はテンス，ある場合はアスペクトとともにひとつ

の組み合わせられた範疇のわく内に統合される」とし，さらに「いくつかの

言語ではタクシス的諸関係の表現は動詞アスペクトのもっとも重要な機能の

ひとつと見なされる」と指摘した（いずれも菅野訳）。それは，次のようなこ

とである。完結相（PerfectiN’e）の意味を持つ形式の連続は，事象間の〈継起

性〉を表す。不完結相（lniperfective）の意味を持つ形式によって，他の事象と

の〈同時性〉を表す、パーフェクト（Perfect）の意味を持つ形式によって，他

の事象に対する〈後退性〉を表す。つまり，アスペクトが異なればテクスト

において果たすそのタクシス的機能も異なる，ということである。

　このような議論を受け，工藤1995は，口本語のタクシス的機能を分析す

ることにより，〈継続相〉シテイル・シテイタや〈完成相〉シタが，場合に

よってはパーフェクトとして機能することを明らかにした。劉綺紋2000bで

は，工藤1995に倣って，タクシスに着目し，“一過”はパーフェクトの機能

を担うことを明らかにした。それをまとめると，以下のようになる。

　例えば，次の（14）と（15）を比較してみる、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　パーフェクトとしての“一了”と“一過”（劉）

　（14）a．他進了大門，一直奔了小福子的屋子去。顧不得敲門，顧不得叫一

　　　　聲，他一把拉開了門。一拉開門，他本能的退了回來。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（老舎《酪駝祥子》）

　　　b．事象の記述順：進了大門→奔了→拉開了門→退了回來

　　　c．事象の発生順：進了大門→奔了→拉開了門→退了回來

　（15）a．孫一上台，就像日本人那様鞠了一個九十度的躬，説：「各位父老兄

　　　　弟f門……」他講得精采極了，他受過這一類的專門訓練。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黄凡《頼索》）

　　　b．事象の記述順：一上台→鞠了一個躬→説→受過這一類的專門訓練

　　　c．事象の発生順：受過這一類的專門訓練→一上台→鞠了一個躬→説

まず，（14b）と（14c）とが完全に対応していることから明らかなように，（14）

では，事象の発生順と，事象の記述順とが一致している。これらの“一了”に

よって捉えられた事象は，時間的流れに沿って次々に前進していく，という

継起性を表すのである。すなわち，“一了”が（14）において担っているタクシ

ス的機能は，完結相のタクシス的機能である。

　一方，（15b）と（15c）との関係から明らかなように，“他受過這一類的専門

訓練”は，記述順としては最後にあるにもかかわらず，発生時間順としては

他の事象よりも前にあり，時間的に後退している。すなわち，“一過”は後退

性を表しており，それはパーフェクトのタクシス的機能である。

　さらに，劉綺紋2000bでは挙げなかったが，例えば（16）のような例におい

ては，複数の事象を“過”によって捉えている。しかし，それらは継起性

を示しておらず，その点で複数の事象を“一了”によって捉えている（14）と

は対照的である。

　（16）　幹這些螢生所鷹有的資格與本領　　力氣，心路，手段，交際，字號

　　　　等等　　劉四爺都有。在前清的時候，打過群架，槍過艮家婦女，脆

　　　　過鐵索。　　　　　　　　　　　　　　　　　（老舎《酪馳洋子》）

（16）を日本語に訳すと，次のようになる。rこれらの渡世に必要な資格と本
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　　　　　　あに
朝の末期には寄い連のなぐり込みにも加わり，良家の婦女を拉致したこと

もあり，鉄索の一ヒにひざまずかされて拷問されたこともあった。」s〕（16）に

おいてこれらの“一過”によって捉えられた事象は，継起的な事象として表

現されていない。これらの事象間の々：いの時間関係ははっきりしておらず，

参照時に対して一斉に時間的に後退していることのみが表されている。すな

わち（16）も（15）同様，パーフェクトのタクシス的機能を果たしているのであ

る9｝。

　以ヒのように，“一過”がパーフェクトを表すことは明白である。次に，

“

一 了”についてタクシス的機能の分析を行い，その意味を明らかにする。

　前掲（14）では“一了”が継起性を表していたcしかし，次の（17）（＝（1））

の“答麿了”は継起性を表していない。

　（17）a．封於這些事情，後悔已経太遅了，而事實上，後悔或者不後悔，分

　　　　別也愛得不太重要，此刻我坐在吻排室的一角等夏，我答臆了帯他

　　　　到我工作的地方去参観，而一切也將在那個時刻結束。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西西《像我這様的．一個女f：》）

　　　b．事象の記述順：等→答慮了

　　　c．事象の発生順：答麿J’→等

（17b）と（17c）との関係から分かるように，“答麿了”は，“等”の次に述べら

れているにもかかわらず，発生の時間順としては“等”よりも後退してい

る。すなわち，“一了”が（17）において担っているタクシス的機能は後退性で

あり，これは（15）（16）同様，パーフェクトのタクシス的機能である。

　従来の研究では，文脈を切り捨てた文を使って“一了”の分析を進めてき

た。その結果，“一了”の意味を垣問見ることはできても，その全体像が見え

てこなかった。ここでは，タクシス的意味を分析することにより，“一了”

は，テクストの中で，（14）のように時間的継起性を表して完結相として機能

する場合と，（17）のように時間的後退性を表してパーフェクトとして機能す
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る場合とがあることを明らかにした。

　次に，パーフェクトの意味について確認しておく。パーフェクトの定義

は，Smith　1997：lo6－108によれば，基本的には以下のとおりである。1）テン

ポラル的意味において，参照時（Reference　Time略称RT）を有し，しかも事象

時（Situation　Time略FJc・SitT）が参照時に先行すること10）。2）パーフェクト構

造は〈結果的状態の価値（resultant　g．・tative　value）〉を有すること。但しそれは，

直接的な〈結果状態（final　state）〉が参照時まで続くという意味ではないし，

またその必要もない。3）その視点アスペクトが完結相であること。4）現在

パーフェクトの文における主語（subiect）は，先行事象に対して参加者性（par－

ticil／・t・1・t　prOPert｝T）を有すること。

　この定義によれば，パーフェクトの視点アスペクトは，基本的には完結相

であるということである。前掲の用例を振り返って見てみると，（15）“他受

過這一類的專門訓練”，（16）“打過群架，槍過良家婦女，脆過鐵索”，（17）

“

答鷹了”はいずれも事象の内部にふれておらず，ひとまとまりの事象とし

て捉えられている。つまり，これらの例に示されている中国語のパーフェク

トも完結相の視点アスペクトを有するのである。

　しかし，事象がひとまとまりに捉えられた場合は，その時間順が継起性を

示すことになるはずである。ところが，パーフェクトは継起性を示さない。

それは，パーフェクトが完結相の視点アスベクトを有する一方で，事象に対

する捉え方が単なる完結相とは異なっているということを意味する．以下

に，再度前掲の例文を用いて，パーフェクトの，事象に対する捉え方につい

て考える。

　（15）において，参照時の状況〈彼の演説が精彩を放っていたこと〉の原因

として，〈彼がこの種の専門的訓練を受けていた〉という先行事象が説明的

に述べられている。また（16）においては，“劉四爺”が参照時に有する属性

〈これらの渡世に必要な資格と本領が全部彼に備わっていたこと〉が，〈寄い

連のなぐり込みにも加わり，良家の婦女を拉致したこともあり，鉄索の1二に
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ひざまずかされて拷問されたこともあった〉という先行事象を挙げることに

よって根拠づけられている。そして（17）においては，参照時の状態〈私が喫

茶店で夏という人を待っていること〉の理由として，先行事象〈私が承諾し

ていたこと〉を述べることによって補足している。

　すなわち，いずれもその参照時の状態・属性を説明したり確認したりする

ために，それの原因として作川したり何らかの関連性を持っていたりするあ

る先行事象が述べられているのである。そして，参照時の状態・属性につい

ての情．報を，先行事象を振り返って述べることによって説明したり補足した

りしている。結果的に，先行事象が参照時の状態・属性に組み入れられ，そ

れの原因・理由としての前提要素となっているのである。このような参照時

の状態・属性の前提となる先行恒象が，パーフェクトを川いて述べられてい

る。つまり，パーフェクトは，先行事象をその中に含んだ1つの状態・属性

を述べる，ということができるm．

　このような意味を持つからこそ，パーフェクトによって捉えられた事象

は，後続する参照時の状態・属性に関与しており，参照時において何らかの

効力を持っている，といわれるのである（（：omrie　1976；Mac／1・B　l984；［：藤1995）。

また，パーフェクト構造は〈結果的状態の価値〉を持ち，パーフェクトが用

いられた場合，その文全体が静的事象のアスベクト的意味を有し，状態を表

すことになる，とされるのである（s．　mith〕997），

　以ヒのように，パーフェクトが完結相の視点アスペクトを有するソ∫で継

起性を示さないのは，パーフェクトによって捉えられる事象が，テクストの

時間軸となる参照時に対して，時間的に先行している前提要素として述べら

れるからである。

　パーフェクトの例とは対照的に，前掲（14）において，“一了”によって捉え

られた事象はいずれも，後続状態との因果関係や関連性を何ら示さない。そ

れは，その事象がfl．i∫らかの状態・属性の前提要素として捉えられておらず，

単純に過去における事象として捉えられているにすぎないからである。

　210　　　　　　　　　　　　　　－／2一



　　　　　　　　　　　　　　　　　パーフェクトとしての“一了”と“一過”（劉）

　このように，パーフェクトと単なる完結相とが，テクストにおける時間順

的関係を異にするのは，その事象に対する捉え方を異にするからである。

　次に§3．では，“一了”と“一過”とのバーフェクトタイプについて考察す

る。

3．パーフェクトのタイプ

3．1．状態パーフェクトと動作パーフェクト

　パーフェクトには2つの要素が含まれている。1つは，参照時をその中に

含んだく後続状態・属性（略称〈後続状態〉）〉である。もう1つは，それの前提

となる〈先行事象〉である。そこでMacnOB　1984では，パーフェクトをその

焦点の置き方により〈状態パーフェクト（Statal　Perfect）〉と〈動作・ミーフェク

ト（Actional　Perfect）〉という2つの基本的タイプに分けている12）。両者の違い

について，MacnOB　1984では次のように述べている。

　まず，状態パーフェクトは次のようである。「もしも後続の時間的平而に

重点が置かれているならば，先行の変化，本来の意味での動作に条件づけら

れたなんらかの状態（あるいは静的関係）が問題となっている」意味を表す

パーフェクトである、それに対し，動作パーフェクトは次のようである。

「もしも2つの時問的平面のうち先のものに重点が置かれているならば，普

通関心の中心にあるものは，白身の後にあれこれの痕跡，結果を残す動作，

なんらかの特殊な状況を作る動作，簡単に言えば後続の時間的平面にとって

あれこれの点で顕在的であり，後続の時間的平面の観点から観察される動作

である」ことを意味するパーフェクトである（いずれも菅野訳）。

　つまり，パーフェクトの2つの要素のうち，その焦点を後続状態に置くな

らば，それは状態パーフェクトである。それに対し，その焦点を先行事象に
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置くならば，それは動作パーフェクトである。このような焦点の置き方の違

いにより，それぞれの後続状態の質も異なる。

　後続状態が前景に押し出されて焦点となった場合は，その後続状態は，先

行事象の直接的かつ必然的結果として生じた顕在的状態でなければならな

い。一方，先行事象が前景に押しIEされて焦点となった場合は，後続状態が

背景に押しやられ，その存在は目v’llたない。この場合，その後続状態は，顕

在的である必然性がなくなり，潜在的で間接的で偶然的な何らかの影響・形

跡・効ノJが働いている状態でもよいのである。

　本稿では，顕在的直接的必然1白な後続状態を〈結．果状態〉と呼び，それに

対し，潜在的間接的偶然iilJな後続状態を〈広い意味での結果としての状態〉

と呼ぶ．まず，結果状態の例として，例えば“弛穿了一哩馬靴”（彼女はブー

ッを履いている）における，彼女がブーツを履いてから脱ぐまでの問，〈足に

ブーツを履いている状態〉や，“路．ヒ死了一隻猫”（路上（こ猫が死んでいる）にお

ける，〈路ヒに存在する猫が死んでいる状態〉などがそうである，これらの

状態は先行事象〈ブーツを履くこと〉〈路11で猫が死ぬこと〉から必然ll勺に生

じる，直接的で顕在的に保たれている結果状態である。

　次に，広い意味での結．果としての状態の例として，前掲（15）を用いて説明

しよう，この例において，参照時がその中に位置するのは，〈彼の演説が精

彩だった〉という状態であるtこの状態をもたらす理川として，〈彼がこの

種の1享門的訓練を受けていた〉という先行事象が補足説明的に述べられてい

る。しかし，考えてみれば，専門的訓練を受けていたからといって，参照時

に行われた演説が必ずしもN’t：派になるとは限らない。いくら訓練を受けても

スビーチが一向上手にならない人もいる。またたとえ演説の技術が上達した

としても，参照時のコンディションのせいで立派な演説ができなかった，と

いうことも起こりうる．すなわち，〈演説が精彩を放っていた〉という状態

は，〈惇門的訓練を受けたこと〉の結果状態といえず，それはむしろある種

の潜在的な結果であり，広い意味での結果としての状態なのである。
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　他には例えば，次の（18）（19）に示されているような参照時の状態も，先行

事象の，広い意味での結果としての状態であるといえる。（18）は話し手の主

張・考え方を裏打ちするために，傍証となる昔の有名人（この例では，ビスマ

ルク）の名言を引用したものであり，（19）はフラッシュバックという技法で

ある。参照時の状態は，いずれも先行事象の必然的な結果ではないし，ま

た，その先行事象がもたらした何らかの影響が参照時に及んでいる，という

こともいえない。両者の関係は実に漠然としたものである。その後続状態と

先行事象との関連性は，参照時の状態との係わりにおいて先行事象を述べる

ことによって，その先行事象を参照時に関係づけたものである。

　（18）那幾個新派到安南或中國租界當警察的法國人，正園了那年輕善撒嬌

　　　　的猶太女人在調情。陣斯変曾説過，法國公使大使的特難，就是一句

　　　　外國話不會講；這幾位警察並不憧徳文，居然博情達意，引得猶太女

　　　　人格格地笑，比他1門的外交官強多了。　　　　　　（銭鐘書《園城》）

　（19）岳母道：「我想到阿新，心這裏，會痛……」

　　　　彼久以前的荒唐事，必定也譲岳母痛心過。他是在小攻出生一個月以

　　　　後，才出現在他椚母女前面，接他f門回毫北去住，岳母姑在門口目迭

　　　　他1門離去，那隻馴艮和卒如牡鹿般的眼晴，看著他，好像在説：「好

　　　　好封待我的女見杷。」　　　　　　　　　　　　（朱天文《炎夏之都》）

　以ヒに述べてきたように，状態パーフェクトとして捉えるためには，参照

時における後続状態が，先行事象と緊密な因果関係を示す〈結果状態〉でな

ければならない。それに対し，動作パーフェクトとして捉えるためには，参

照時における後続状態は，緊密な因果関係を示す〈結果状態〉から，何らか

の影響や効力という間接的な因果関係や，因果関係と称せない程の漠然とし

た関係を示す〈広い意味での結果としての状態〉まで，実に様々である。

　換言すれば，参照時に〈結果状態〉が存在している場合，状態パーフェクト

と動作パーフェクトという2つの捉え方がありうる。そして，参照時に〈広

い意味での結果としての状態〉が存在している場合は，動作パーフェクトと
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いう1つの捉え方のみが可能である。

3．2．事象の意味とパーフェクトタイプ

　次に，事象に内在するアスペクト的意味と，パーフェクトタイブとの関係

について述べる。

　前述したように，状態パーフェクトは事象の結果状態を捉える。そして，

結果状態は，‘］豫の〈変化〉を前提とする（Mac兀OB　1984＞。ということは，状態

パーフェクトとして捉えるためには，そθ）事象に変化という意味成分が内在

しなければならないのである。“我看”（私は見る）のような必然的終結点が

規定されていない非限界的事象はもとより，たとえ“我看一場電影”（私は映

画を一本見る）や“我看他一眼”（私は彼を・日見る）のような必然的終結点が規

定されている事象でも，それらは変化が起きず，結果状態を生じないため，

やはり状態パーフェクトとして捉えることができない「，）。このように，状

態パーフェクトは事象アスペクトの意味に制約されるのである（iMacnoB　l984；

Maslov　l988；Nediaikox・＆Jaxontox・1988）、

　一方，動作パーフェクトは先行事象を捉える。その後続状態は，結果状態

でも，広い意味での結果としての状態でもよい。従って，事象が完結した後

に結果状態を生じても生じなくても，すなわちその事象に変化が内在しても

しなくても，動作パーフェクトとして捉えることができる。つまり，事象の

意味にかかわらず，動作パーフェクトとして捉えることができるのである。

このように，動作パーフェクトは事象アスペクトの意味に制限されないので

あるm（Mac乃oB　l984；Niaslov　1988；Nedialko・・＆laxontov　1988）二

　以上のことから，事象に内在するアスペクト的意味とパーフェクトタイブ

との関係について，変化の有無つまり結果状態を生じるか否かという側面か

ら，次のようにいうことができる。

　結果状態を生じるような，変化が内在する事象は，参照時の状態の前提と
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なる先行事象に焦点を置き，動作パーフェクトとして捉えられることもあ

る。また，参照時をその中に含んだ結果状態に焦点を置き，状態パーフェク

トとして捉えられることもある。例えば，“猫死”（猫が死ぬ）や“地穿一讐

馬靴”（彼女がブーッを履く）はこのような事象である。“猫半年前死了”（猫は

半年前に死んでいる）は，猫が死んだ時間（事象時）と共起することによって，

先行変化を述べることに焦点が置かれ，動作パーフェクトとして捉えられて

いる。それに対し，死体を目の前にして，“這隻猫死了”（この猫は死んでいる）

という眼前の状態を述べる場合や，“路上死了一隻猫”（路上に猫が死んでいる）

というある場所に存在する状態を述べる場合は，状態パーフェクトとして捉

えられているのである。また例えば次の（20）の“地已断了氣”は，〈彼女が

生きている→彼女が死んだ〉という，参照時（降ろした時点）に先行する変化

を述べることに焦点を置かず，あくまでもその降ろした時点に観察された

〈彼女は息がない〉という眼前の状態を述べることに焦点を置いている。こ

れは，動作パーフェクトではなく，状態パーフェクトの意味を表しているの

である。

　（20）　「……。馬上老叉桿派人四庭去技，時，一進樹林，女也就在那見掛著

　　　　呪。摘下來，地已断了氣，可是舌頭並没吐出多少，瞼上也不難看，

　　　　到死的時候地還討人喜歓呪！……」　　　　　　（老舎《酪駝祥子》）

　　　　「……。檀那は時を移さず方々に人を出して捜さしたんだ。すると

　　　　林に入るやいなや，あの娘はそこで首を吊っとったんだ。降ろして

　　　　みたがもう息の根は止まっとったよ。しかし，舌はそんなに長く出

　　　　ておらず，顔もそんなに見苦しくはなかった、死に際まであの娘は

　　　　人様を喜ばせるといった気立てだったんだね。……」

　　　　　　　　　　　　　　（中山高志（訳）『賂駝祥子』（東京：白帝社，1991））

　一方，変化せず結果状態を生じない事象は，その後続状態としては，広い

意味での結果としての状態しかありえないため，動作パーフェクトとしてし

か捉えられない。例えば，前掲（1）“答懸”（承諾する），（15）“受訓練”（言jll練
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を受ける），（18）“説”Gう），（19）“痛心”（心を痛める）などの事象がそうで

ある，また例えば，“出事”（事故に遭う）のような事象もそうであり，“他昨

天早上出了事”（彼は昨日の朝e：　・1；Sic　c：遭っている）はもちろん，“路上有人出了

事”（路ヒで誰かが事故に遭っている）なども動作パーフェクトとして捉えられ

る。

　§2．では，パーフェクトはタクシス的後退性を示す，ということを述べ

た．しかし厳密には，後退性を示すのは動作パーフェクトである，状態パー

フェクトは，後退性を示さずに〈同時性〉を示すのである。つまり，状態

パーフェクトは，不完結相と同じタクシス的意味を示すのである。動作パー

フェクトと状態パーフェクトのタクシス的意味が異なるのは，それぞれの焦

点の当て方が異なるからである。動作パーフェクトは，参照時の状態、・属性

をもたらした原因・理由などの前提となる，時間的に先行している事象に焦

点を当てる．それに対し，状態パーフェクトは先行事象に由来する，テクス

トの時間軸に位置する，参照時の状態・属性に焦点を当てるのである．

　このように，動作パーフェクトと状態パーフェクトとは，その焦点を置く

時間的平面が異なるため，参照時における後続状態の質も，先行事象に内在

する意味も，さらに，タクシス的意味も異にするのである（iMacnoB　l984；Masl・v

1988；Nedialkox’＆Iax（）lltoV　l988）。

3．3．時間詞との関係

　次に，動作パーフェクトと状態パーフェクトにおける，時間を直示する時

間詞との関係を見てみる。

　例えば，“今天”（今1－Dという1ぐr＝SpT（発話時）を含む時間帯と共起し

た場合，“今天他受過訓練”という動作パーフェクトの文においては，RT＝

SpTも，それに先行するSitT（，i川練を受けた時聞）も，〈今口〉という時間帯に

含まれる。それに対し，例えば状態パーフェクトとしての“今天他戴了一頂
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　　　　　　　　　　　　　　　　パーフェクトとしての“一了”と“一過”（劉）

假髪”（今日彼はカツラをかぶっている）という文は，〈今日〉に含まれている

RT＝SpTが，結果状態（彼がカツラをかぶっている状態）の中に位置すること

を表す。それに先行するSitT（彼が頭にカッラをかぶった瞬間）は，今日中でも

いいし，今日より以前でもいい。それが必ずしも〈今口〉に含まれる必要は

ないのである。また，それに対応してその結果状態（D－RS）の始まる時間も

〈今日〉でなくてもよく，それより以前かもしれない。以上のことを図式化

すると，（21a）（21b）のようになる。

　（21）a．“今天他受過訓練”（動作パーフェクト）：

　　　　　　　　　　　　　　　　今天

SitT RT＝SpT

b．“今天他戴了一頂假髪”（状態パーフェクト）

　　　　　　　　　　　　　今天

　　　　　　　＼／　隠T

　　　　　　　lSi‘T　D．Rs

　では，時間的幅が短い時間詞“現在”（いま）と共起した場合はどうだろう

か。中国語の“現在”は，発話時を含む現在直前から現在直後までの時間を

示す。状態パーフェクトの文“現在他戴了一頂假髪”において，〈彼がカツ

ラをかぶっている〉という結果状態の中に“現在”（RT＝SpT）が位置するこ

とになる。

　一方，“？？現在他受過訓練”はそれだけでは不自然に感じる。それは，“現

在”が示すのは，RT＝SpTでもあり，それに先行するSitTでもあるので，

論理的に矛盾するからである。ところが，それを“現在他已経受過訓練”や
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“ 現在他受過訓練了”のように，時間副詞“已経”（もう）15停語気助iiTil“了”1い

などを付け加えると自然な文になる。それは，それらの成分によ1）　，“現在”

がRT＝SpTのみに限定され，　SitTを示さないことになり，そして，　SitT＜

RT＝SpTという時間的関係を表すようになるからである。

3．4．“一了”と“一過”とのパーフェクトタイプ

　中国語の動作パーフェクトには，例えば，前掲（15）“受過訓練”や，（16）

“

打過群架，槍過艮家婦女，脆過鐵索”のような“一過”によって捉えられる

ものもある。また，（17）“答雁了”のような“一了”によって捉えられるも

のもある。それらはいずれも，参照時の状態・属性の前提となる〈先行事象〉

であり，それぞれのテクストにおいてタクシス的後退性を示している。

　一方，中国語の状態パーフェクトの例として，前掲（20）の“断了氣”の他

に，以ドの（22）一（25）のようなものがある。下線部はいずれも，参照時をそ

の中に含んだ〈結果状態〉であり，それぞれのテクストにおいてタクシス的

同時性を示している。

　（22）　下午我経過姫門口，看見地穿了一身藍布衣樟，頭上繋了一塊奮頭

　　　　巾，姑在発子上洗窟戸。　　　　　　　　　　　（白先勇い把翻）

　（23）　姫静等敦鳳護問，等了片刻，漂了敦鳳一眼。敦鳳曾経有過一個時期

　　　　封楊太太這些事彼感到興趣，現在地本身的情形與前不同了，已是安

　　　　然地結了婚，封於婚姻外的關係不由得換了一副嚴属的眼光。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（張愛玲《留情》）

　（24）　舞量下排了一列列木椅，供持有選票的顧客坐箸観賞。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｛・Lす’亡・儀　　《宋多lf～v白tD’L・原貞》）

　（25）　我超到朱青那見，裏面已経黒歴歴摺満了一屋子的人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（白先勇　《　寸巴iFr》）

これらの“一了”は，時間軸上を遡った先行事象に焦点を置いているのでは
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　　　　　　　　　　　　　　　　パーフェクトとしての“一了”と“一過”（劉）

なく，先行事象を前提として参照時の状態を述べることに焦点を置いている

のである。つまり，“一了”は，完結相として機能して継起性を表す場合と，

動作パーフェクトとして機能して後退性を表す場合と，これらの例に示され

ているように，状態パーフェクトとして機能して同時性を表す場合とがある

のである。

　また，状態パーフェクトには，以．ヒの例に見られるように“一了”によっ

て捉えられるものは多いが，“一過”によって捉えられるものが見当たらない。

それは，“一了”が状態パーフェクトを表せるのに対し，“過”が状態パーフェ

クトを表せないからである。

　そこで，〈変化〉が内在する事象・内在しない事象それぞれが，“一了”や

“

一過”と共起した場合のバーフェクトタイブについて，以下のようにまとめ

ることができる。

　変化が内在する事象は，§3．2．で述べたように，状態パーフェクトとして

も動作パーフェクトとしても捉えることができる。だから，“一了”と共起し

た場合は，状態パーフェクトとして現れたり動作パーフェクトとして現れた

りするのである。一方，“一過”は動作パーフェクトしか表せないので，たと

え変化が内在する事象でも“一過”と共起した場合は，動作パーフェクトと

してしか現れない。

　また，変化が内在しない事象は本来，動作パーフェクトとしてしか捉えら

れないので，“一了”と共起しても“一過”と共起しても動作パーフェクトと

してしか現れないのである。

　ここで，この動作パーフェクトと状態パーフェクトに関して，若干の指摘

をしておきたい。

　Nedjalkov＆Jaxontov　1988：37によれば，中国語は動作パーフェクトを持

たず，状態パーフェクトしか持っていない言語であり，従って，状態パー

フェクトと動作パーフェクトとの意味が1つの形式を共有するという問題は

当然起こらない，としている。しかし，以・ヒで見たように，“一過”も“一了”
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も動作パーフェクトを表すことができる．しかも，“一了”という形式はこの

2つのタイプのパーフェクトの意味を表すことができる。

　また，梁紅1999では，“一了”を動作パーフェクトの形式とし，“一著”を状

態パーフェクトの形式とする。確かに“一著”は状態パーフェクトを表せる

が，しかし“一著”で表せる状態パーフェクトは，実は中国語の状態パー

フェクトの一部分にすぎない。その証拠に，“一著”で表せないような状態

パーフェクトを，“一了”によって表すことができる。例えば，（20）“断了

氣”，（23）“結了婚”，（25）“擦満了”や，状態パーフェクトとしての“這隻

猫死了”や，“家裏來了一個阻生人”“店裏到了幾位貴賓”などがそうである。

“

一 著”で表せない状態パーフェクトが多いのは，“一著”の使用に関して語彙

などの制約があるからである。この点については，劉綺紋2002（印刷中）で

考察する。

　Mac乃OB　1978によれば，結果状態の意味はしばしば限界li勺な事象の完結を

示すことに基盤を置いている。．’方，事象の完結もまた，その事象の結果状

態を示すことによって意味しうる，とする。MacnOB　l984ではさらに，状態

パーフェクトと動作パーフェクトとの区別は意味的であり，必ずしも形式を

異にするとは限らず，一致することもありうる，という。実際，中国語につ

いて考えてみると，“一了”は，場合によっては動作パーフェクトとして現

れ，また場合によっては状態パーフェクトとして現れる。この点で，“一過”

パーフェクトとは対照的である。

　次に，§4．では，“一丁”と“過”とのこのような違いについて考察する。
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パーフェクトとしての“－1’”と“一過”（劉）

4．不連続性について

4．1．パーフェクトタイプとの関係

　“一過”と“一了”との決定的な違いは，不連続性の有無による違いである。

〈不連続性（diSCOntinuity）〉とは，結果状態が参照時までに終了していなけれ

ばならない性質である。結果状態を生じる事象が“過”と共起した場合，

“

過”の不連続性の働きにより，参照時までにその結果状態が終了している

ことになる（Slnith　19971266）。これは，参照時における結果状態を捉える状態

パーフェクトとは論理的に矛盾する、“一過”が状態パーフェクトを表せない

ゆえんである（劉綺紋2000b）。一方，“一了”が状態パーフェクトも表せるの

は，不連続性に制約されないからである。“一了”が先行事象の完結を表せる

のみならず，結果状態が参照時においても存在している可能性を否定しない

ため，文脈の焦点の置き方次第で，時には先行事象に焦点を置き動作パー

フェクトとして，また時には結果状態に焦点を置き状態パーフェクトとして

現れるのである。

　前述したように，パーフェクトは先行事象をその中に含んだ1つの状態・

属性を述べる。§4．では，不連続性が，そのパーフェクトの表す状態・属性

に対してどのような影響をもたらすかについて考察する。

　まず，“一丁”の状態パーフェクトと“一過”の動作パーフェクトの例を見

る。それぞれ（26）（27）がそうである。

　（26）　（楊太太）瀟濯地笑道：「我自己説著笑話，桃花連還没走完呪！」

　　　　姓静等敦鳳護問，等了片刻，腰了敦鳳一眼z敦鳳曾経有過一個時期

　　　　封楊太太這些事彼感到興趣，現在姓本身的情形與前不同了，已是安

　　　　然地結了婚，封於婚姻外的關係不由得換了一副嚴属的眼光。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（張愛玲紹情》）
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　　　　（楊夫人は）くったくなく笑った一「冗談みたいだけど，あたしに

　　　　はね，まだ色運が残っているのよ」．ζ乏亘ユ左圭圭し．敦昼左迄｛隻旦1

　　　聞いてくれるのを待っている．しばらくして，ちらっと敦鳳を見

　　　た。敦鳳は一．’時期，楊夫人のこの種のことにとても興味をもってい

　　　た，しかしいまは自分自身の状況もかわり，ちゃんと結婚もしてい

　　　　るので，不倫の関係に対しては知らぬ間に厳しい視線に変わってい

　　　　る。　　　　　　（池上貞／－（訳）「留｛h‘i－1（『傾城の恋』東京：〕ス凡社，1995））

　（27）　「大概擦我這麿猜｜冴，出不去雨條道見：不是教二強子責給人家當小

　　　咽，就是押在了白房子．喧、．多土星工工剴麦E！惹麿説呪？小幅

　　　　子既是，像伽剛才告訴我的，嫁過人，就不容易再有人要；人家買嫉

　　　　太太的要整貨。……」　　　　　　　　　　　　（老舎　《5各s．i’e‘r［羊　li》）

　　　　「どうもわしの考えじゃね，二つしか道はねえよ。もし親爺に売り

　　　飛ばされてお妾さんになっていなきゃ“白房了”へ流れ込んでいる

　　　　んだ。ふん，大方“白房子”だろう。どうしてだって。その女は，

　　　　お前さんも今言ったように，一一度お輿入れをしたことがあるんだろ

　　　　う。そんな中古は，誰だっておいそれとはf＝を出さんよ。お妾さん

　　　　をもらうにしても生娘のほうがいいんだからな．……」

　　　　　　　　　　　　　　（ti｜IL｜ft’fi，＆：s（、｝尺）　『｝5各5ピF羊Ji2　（㌧｝｛元（　：　F”1・i’i’｝：k［二、　1991））

　この2例が取りあげている事象“結婚”“嫁人”は，〈結婚式を行う〉とい

う意味として用いるのでない限り，瞬間的に成立する点的事象を意味する．

その事象の成立によって生じる〈結婚している結果状態〉は，通常すぐには

終わらない，安定した状態である。この点で，同じく点的事象である“去

（，㌣店）”体屋にti　oなどとは性質が異なる．また，〈結婚している結果状

態〉は必ずしも永続するとは限らず，終わらせることが可能である。この点

で，同様に点的事象に属する“死”（死9a）とも性質を異にする。

　この2例において，いずれも結婚する事象が以前に成立し，そこで，“敦

鳳”も“小幅子”も〈結婚経験者〉という属性を有することでは共通してい
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る。しかし，結果状態が現在に存在しているか否か，つまり結婚している状

態を現在有するかどうかということによって，それぞれの現在の属性を異に

し，それにより，それぞれの現在の状況との関連性が成立するのである。

　（26）では“一了”を用いて，敦鳳は現在結婚している状態にあり，誰かの

夫人であるという属性を有することを表している。それにより，〈敦鳳が楊

夫人に何も聞かず，楊夫人の不倫の話について興味がなくなっている〉とい

う現在の状況との関連性が成立している，それに対し，（27）では“過”を

用いて，小福子は現在婚姻が終わっている状態にあり，離縁された女である

という属性を有することを表している。それにより，〈小福子が白房子（売

春宿）にいるに違いない〉という現在の状況に対する推論を裏付けることが

できるのである。（26）“結了婚”も（27）“嫁過人”もいずれも，参照時の状

態に対して原因説明的な役割を果たしている。しかし，（26）では，状態パー

フェクトとしての“一了”は，〈結果状態が現在存在する〉属性を表す。一

方，（27）では，動作パーフェクトとしての“過”は，〈結果状態が現在存在

せず，影響というような広い意味での結果としての状態が現在存在する〉属

性を表すのである。

　この2例の“一了”と“一過”とは互いに置き換えにくい。（26）で“一過”

を使うと，敦鳳の婚姻が終わっていることを意味し，現在の状況との関連性

が成立しにくくなる。（27）の“一過”を“一了”に置き換えると，“一了”は不

連続性を意味しないため，事象の成立を捉えた途端，後続の結果状態を含意

することになる。さらに，結婚している結果状態は，比較的に長く続く安定

した状態である。そこで，（27）で“一了”を使うと，現在小福子が結婚して

おり誰かの夫人である，というように読まれてしまう。その結果，小福子が

白房子にいるに違いない，という現在の状況についての推論との関連性が成

立しなくなる。このように，動作パーフェクトでも，参照時における結果状

態の有無によって“一了”と“一過”とを使い分けなければならないのであ

る。
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　つまり，パーフェクトとしての“一了”も，パーフェクトとしての“一過”

も，いずれも先行事象をその中に含んだ1つの状態・属性を述べることでは

共通しているzしかし両者は，不連続性の有無という意味論的な違いによ

り，結果状態との係わり方を異にし，パーフェクトタイブを異にし，その参

照｛時の状態・属性も異にしているのである、

　次に，§4□．では，不連続性と動作パーフェクトとの関係についてさらに

考えてみたい，

4．2．動作パーフェクトとの関係

　§4．　1．で述べたように，“一過”は不連続性を持つため，“一過”によって状態

パーフェクトを表すことができない．言い換えれば，“一過”パーフェクトは

総て動作ハーフェクトである、しかし，総ての動作パーフェクトで“一過”

が使えるというわけではない．ここでは，次の（28）一（32）を用い，“一了”の

動作パーフェクトとの比較を通して，動作パーフェクトであるにもかかわら

ず，“一過”を使うと不適切となる文脈について考察したい＝

（28）

（29）

（30）

（31）
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「休會不會倣糖酷蹄］こ？」「ド午我才’徴｛過／了｝一大鍋「泥！、

（経歴の紹介で）「我蓋｛過／了｝瀬戸大橋、」

「・　一　・　σ　・　・　ffJ；　｜「｜1　來　t！1；　正　f2　i：　，　　　　1］［i・1午我才徽了一大鍋糖酷蹄f，正愁没人來吃，

…… 」（？？傲過）　　　　　　　　　　　　　　　　（印］己勇｛一一把剤）

姫牽暑：徐太太的手失驚叫道：「暖r冴，我的乾小姐，才是個把月没見

箸，恕麿仰就痩脱了形？」……

「親蠣，休老人家是看到的，」徐太太流箸涙断勘績績的訴説道：「我

1門徐先生和我結婚這歴久，別説破瞼，連句E∫主話都向來没有過，……

誰知道打上月起，我1門徐先生亮好像愛了一個人似的、経常雨晩、－1

晩不回家、我問一一聲，他就桔碗伽検，脾氣暴的了不得．……」

（＊愛過）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自先り言ぴこ遠的ナ，．’　lii　Laj　＞＞）
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　（32）　有一晩，我眼幾個都居正在門牌見，住在朱青封過的那個徐太太胞來

　　　　一把將我施了出去，上氣不接下氣的告訴我説線部剛來通知，郭鯵在

　　　　徐州出了事，飛機和人都跣得粉辞。（＊出過事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（白先勇《一把青》）

　（28）一（32）はいずれも先行事象に焦点を置く動作パーフェクトの例であ

る。しかし，（28）（29）は“一過”を用いても“一了”を用いても不自然に感じ

ないのに対し，（30）一（32）は“一過”を用いると不白然に感じる。特に（31）

（32）は非文になってしまう。その原因はf可なのだろうか、ここで重要となる

のは，〈文脈に含意されている結果状態〉であると考える，

　まず，（28）（29）において，その伝達の焦点となるのは，話し手が以前に，

豚足の廿酢煮を作ったことや瀬戸大橋を造ったことであり，そして以前に発

生したそのことが現在において何らかの意義を持っている，ということであ

る．その結果状態（出来上がった豚bL’の目’酢煮や瀬戸大橋）が完全に背景に隠れ，

たとえ参照時にそれが存在していても重要な意味を持っていないため，不連

続性が働かず“一過”を使うことができる，これは，動f1三パーフェクトの典

型的な捉え方である．

　一方，（30）（31）はいずれも事象時と共起することにより，先行事象に焦点

を当て，動作パーフェクトとして捉えられている、しかしそれと同時に，そ

れぞれの文脈が含意している結果状態の存在が重要な意味を持っている。

　（30）では，「あなたたち∫’度いいところに来たわ……食べに来る人がいな

いなっで悩んでたところなの」という誘いの文句により，また（31）では，徐

夫人が今でもひどく悩んでいて，その姿が憔惇しきって変わり果てているこ

とが描かれていることにより，それぞれの結果状態（豚足θ）甘酢煮が出来上がっ

ている状態・徐氏が別人のように変わっている状態）が参照時においてもまだ存在

していることが含意され，しかもそれによって参照時の状況との関連性が成

り立っているのである。

　また（32）では，その事象時には言及していないが，動作パーフェクトの意
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味を表している、それは，次の理由による一1つは，その事象“出事”（事故

を起こす）が，瞬間的に成立する無変化な事象であり，その事象の完結と共

に直接な結果状態を生じるわけではないため，状態パーフェクトとして捉え

ることができないからである。もう1つの理由は，事故を起こした場所

（“在徐州”（徐州一c・’））と共起していることによって，先行事象が焦点化されて

動作パーフェクトの意味が強く現れているからである。しかしそのヲ∫で，

「飛行機も彼も落ちて粉々になった」という後続の文により，“郭鯵死（”

（郭皐参が死んでいる）という永久的結果状態が含意され，しかもそれこそがこ

のテクストが発せられた真意なのである．

　（30）一（32）のように，結果状態が焦点化されていない場合でも，それが文

脈で含意され，しかもその存在が参照時において重要な意味を持つ場合は，

やはり不連続性と矛盾し，“一過”が使いにくくなる．

　また，（30）は（31）（32）ほど“一過”との相性が悪くない、それは，（31）（32）

に含意されているのが，行為の経験主の結果状態であるのに対し，（30）に含

意されているのが，行為の対象の結果状態だからである。対象の結果状態は

文脈の焦点の置き方により，際、Zたせて捉えたり日立たないように捉えたり

することができる。例えば，“他槍莞｛過／了｝彼多人”（彼は多くの人を銃殺し

ている）も，“他被槍莞｛＊過／了｝”（彼が銃殺されている）も，対象に変化が起

き，永久的結果状態を生じている，しかし，前者は“一過”で表せるのに対

し，後者は“一過”で表せない。それは，前者が（28）（29）同様，対象（多くの

人）が背景に置かれる能動文であるのに対し，後者が対象（彼〉を主語に取

り立てて前景に押し出す受動文だからである。

　パーフェクトのうち，結果状態が前景に押し出されて焦点化され，それと

同時に先行事象が背景に押しやられるのが，状態パーフェクトの典型的な捉

え方である。それに対し，先行事象が前景に押し出されて焦点化され，それ

と同時に結果状態が背景に押しやられるのが，動作パーフェクトの典型的な

捉え方である。（30）一（32）のような例は，タクシス的同時性を示さずに後退
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性を示すことからも明かなように，やはり先行事象が最も顕著で際立ってお

り，それが第1の焦点となっている。しかし，その文脈上の結果状態が参照

時に存在していることも重要な意味を持っている。つまり，その結果状態が

背景に置かれながらも，陰でその力が強く働いているのである。

　そして，状態パーフェクトに限らず，このように文脈上の結果状態が重要

な意味を持つ動作パーフェクトも，“一過”が使いにくい。すなわち，不連続

性が働くかどうかを考える際，単なる結果状態が存在するか否かという絶対

的な要因よりも，むしろ参照時におけるその結果状態の重要度という認知的

要因によって決まるのである。

　以下に，“一過”の動作パーフェクトの基本的なタイプを3種類にまとめて

おく，

　a）結果状態がその事象によって生じない，かつ文脈上の結果状態を含意

しないもの。例えば（15）がそうである。b）結果状態が参照時以前に終rし

ているもの。例えば（27）がそうである。c）結果状態が完全に背景に隠れ，

参照時に存在していてもそれが重要な意味を持っていないもの。（28）（29）が

そうである。

　一方，“一過”とは対照的に，動作パーフェクトとしての“一了”は不連続

性に制約されないため，参照時における結果状態の存在を容認するのであ

る。

5．おわりに

　前稿劉綺紋2000bでは，“一過”がパーフェクトとして機能することを明ら

かにした。本稿は，前稿に引き続き，まず“一了”のタクシス的機能を分析

することにより，“一了”が文脈によって，完結相として機能したり，パー

フェクトとして機能したりすることを明らかにした。
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　そして，“一過”パーフェクトと“一了”パーフェクトとを比較した、“一過”

パーフェクトと“一了”パーフェクトとの違いは，不連続性の有無による違

いである。“一過”パーフェクトは不連続性に制約されるため，“一了”パー

フェクトに較べてその意味はかなり限定される，状態パーフェクトはもちろ

んのこと，その文脈上で結果状態の存在が参照時において重要な意味を持っ

ている動作パーフェクトは，“一過”によって表すことができない。

　しかし，“一過”は不連続性に制約されて意味が限定されるため，“一過”の

意味は文脈に頼らずとも明巾であり，殆どの場合は動作パーフェクトとして

機能するのである17）。そして，．一般にいわれている経験にしろいわゆる完

」’にしろ，いずれもパーフェクトのド位概念であり，そのいずれの意味とし

て解釈されるかは語用論的な知識によって決まる、例えば，“上週我去過國

會圖書館”“我吃過米飯”の意味はいずれも文脈によって具現化される．

　一一・方，“一了”パーフェクトは不連続性に制約されないため，様々な様相を

19する、“一過”によって表せないパーフェクトを“一了”によって表すこと

も可能である。さらに，“一了”はパーフェクトのみならず，完結相としても

機能し，文脈情報によりその意味が異なる，すなわち，そのような要素を考

慮しなければ，その“一了”の意味及び機能を明らかにできないのである。

　最後に，“一過”“－r”に係わる共起問題について述べておきたい．従来，

多くの．先行研究において，経験の意味を表す“一過”はアスペクト助詞

“

一 了”や語気助詞“了”と共起できず，完rの意味を表す“一過”はそれら

と共起できる，としていた。しかし“一過”が，アスベクト助詞“－r”や，

語気助詞“丁”や，この両者を兼ねている“一了”（“了1＋2”）と共起した場合

でも経験の意味を表しうることは，前掲（2）一（4）や（9）で見たとおりである。

実は，“一過了”や“一過…了”は“一過”同様，不連続性に制約されるパー

フェクトの形式であり，経験としての読みも完rとしての読みも可能であ

る。

　また，“已経”について，先行研究の多くは“已経”が経験の意味を表す
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“

一過”と共起できないとしていたが，その反例は（5）（6）（9）で既に見たとおり

である。“已経”は，共起する事象によっては，必ずしもパーフェクトを表

すとは限らない18）。“已経”は，参照時における状態を中心に置き，それに

先行する別の状態との関連性を意味する時間副詞である，§3．3．でふれたよ

うに，“已経…過”は，単独の“一過”とは文中の時間的関係が異なりうる

ものの，やはりパーフェクトの意味を表す。当然ながら，経験もいわゆる完

了も表しうる。このように，“過”も，“過了”も“一過…了”も“已経…一過”

も，パーフェクトを表すといえる。それらの違いは，パーフェクトの下位範

躊に属する問題である。

　また，“一了”は“一過”に較べ，“已経”と共起することが多い。その原因

は，以下のように考えられる。“一了”は完結相の意味もパーフェクトの意味

も表しうるので，“已経”と共起している場合は，単なる完結相を表すので

はなく，参照時の状態との係わりにおいてその事象を述べていることを意味

するのである。それが，パーフェクトとしての“一了”が，“已経”と多く共

起するゆえんである．

　以上，“一了”パーフェクトと“一過”パーフェクトとの比較を中心に論じ

てきた。両者はいずれも，先行事象をその中に含んだ1つの状態・属性を述

べる，というパーフェクトの基本的意味及び機能を有する。しかし，不連続

性の有無という違いにより，両者は結果状態に対する係わり方が異なり，そ

れぞれの参照時の状態・属性を異にする，それにより，それぞれが使用され

る最適な文脈が異なるのである。

　〔注〕

1）　中1司語の字体について，人名，書名，論文名は，引用した原典に基づき簡体字も

　使川する。その他のものは原則として繁体字を用いる。

2）　Smith　1997の〈事象アスペクト〉とは，動詞と，主語を含めたその動詞の項によっ

　て組み合わさった“verb　constellation”（例えば，［Mary　walk　by　the　rivcr］）に1勺在

　するアスベクトである，5種類の事象のうち，Stative，　Activity，　Accomphshmellt，
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　Achiex・emelltは，　Vendler　1967の分類を受け継いだものである　また．　Semelfactive

　を［－Static］〔－Dumtive］［－Telk］という意味を持つ事象とし，これを〔－Static］

　［－r）urativcコ〔十Telic：を意味するAchievemelltと区男IJしている．さらにSmithは，

　9．　tativeというstatic　situatiOn（静的事象）を“state”（状態）とし，他の4タイフ；の

　dyllamic　situati〔〕n（動的事象）を“ex『ent”（出来’il）とする、なお，“situatiOn”にトLi

　当する日本語の川語について，劉綺紋2000a，200〔｝bでは〈局面〉という用語を充て

　たが，本稿では〈事象〉を用いる

3）Smith　l997の〈視点アスヘクト〉は，文法ll勺形態素によって表されるアスペクト

　である．視点アスベクトは，カメラレンズのフォーカスのように，tf象を特別な遠

　近法や焦点で捉えるのである（p，2）．またSmithでは，視点アスペクトの形態素

　（、・iewpdnt　morpheme）が欠けている文（すなわち、完結相σ）視点アスヘクトも不

　完結相の視t［∴〔アスベクトも持っていない文）は，Neutral（中、1怖Dぴ）視点アスベ

　クトを有するとし　（p．77），⊇欠のように定義している、“Neutral、’icwpoillts　are目cx－

　ible、　inc］udingJ　the　initial　endPoint　ofasituation　and　at　Iビast　olle　internal　stage　（where

　　　applicと〕ble　）　＿　，．　　（　r、．　3　）　．

4）　“completion”はSmith　1997の川語であ「）　，　Chu　1976では，“tlttainlllent　ofgoal”

　という川語を用いている＝

5）本稿で引川した用例及びその11本語訳の．ド線は．種類にかかわらず，総て筆者に

　よる、、

6）　昌叔湘1980，孔令込1986、Xrl月隼1989などでは，いずれも“過1”の意味を

　“（動作）完畢”とし，“－J’　”を“（動作）完疲”とし．両者を区別している　しかし，

　両者に対応する口本語の用語は，．．一般にいずれも〈完J’〉と訳され，区別されてい

　ない．例えば昌叔湘198｛｝の’卜島（監訳）カ’1そうである．

7）　いわゆる“J’1＿2”とは，動詞の直後でしかも文末に置かれている“－T”である

8）　　pFIl｜ll「百，ど（訳）　『馬各曽ピト仁j”』　（し装坊（：自帝：7・i：，　1991）

9）　パーフェクトの意味を表さず，単なる完結性を表す“過”は，継起的事象を示す

　従属複文の〈従属文〉にのみ現れる、例えば，“我洗過操就睡麗”（私はシャワーを

　浴びてから寝る）、“他吃過飯就出了FH”（彼はご飯を食べてから出かけた）などが

　そうである　この場合においては，“一過”本来が持つSitT＜RTというテンポラル

　的意味が取り消されている．しかし，“＊我洗過操就睡過畳”“＊1也吃過飯就出過門”

　がいえないことからも明かなように，“一過”は二のような継起性を示す従属複文の

　〈主文〉には置けない，文法範醍としてのテンスがない中国語では，単なる完結相

　が1二文に置かれた場合，それが単純過去（Simple　Past）というテンス的意味をも

　表すことになる．例えば，単なる完結相を基本的意味の1つとしている“－J’”がそ

　うである．単なる完結相も“一過”の基本的意味の1つであるならば，それを主文に
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　置いたら，自然に単純過去の意味を表し，非文にはならないはずである、ところが，

　“一過”を用いるとそれが非文になる．それは，“一過”がこの場合，SitT＜RTという

　テンポラノレ的意味をも持っているからである，そこで，SitT＝RTという単純過去

　の時間的関係と矛盾が起きてしまうのである，このように，単なる完結性を表す

　“一過”は，継起性を示す従属複文の〈従属文〉にのみ現れるため，単なる完結相を

　“過”の基本的意味の1つということはできない、つまり，“一過”の視点アスペク

　トは完結相であるが，しかし殆どの場合，テンポラル的意味をも合わせ持ってい

　る，ということである（smith　1997；劉綺紋2000b参照）。

10）　パーフェクトのこのテンポラル的意味は，Reichenbach　1947によって定式化さ

　れたものである＝

11）　これは春木2001による，フランス語の語りの「複合過去が，過去の±II態をその

　中に含んだ一つの状態・属性を述べ」る，という説明に基づく。

12）　状態パーフェクトは“Resultative”（結果WD　ともII乎ばれる（Nedialkov＆Jaxontov

　1988；　Jax（mto“988；梁紅1999など）＝またMacmB　1984では，やや特殊なタイブ

　　として包含パーフェクト（lnclusive　Perfξct）を挙げている＝これは，　McCoard　l978

　の“ColltillU〔〕us　Perfect”に相当する，

13）　事象に内在するアスベクト的意味成分のうち，〈終わり〉の規定とく変化〉の有無

　とを別扱いする研究に森山1988がある，終わりが規定されていても無変化の事象

　について，森山1988では，〈一瞥する〉のような瞬間的に成立する事象と，〈『鼻』

　を読む〉のような持続過程を持つll橡とに分けている．前者について、　Smith　l997

　では，［knock　at　the　door］［hiccup］などを例として挙げ，　Seme｜factiveとし，変化

　を含むAchievementとは区別している。しかし，後者について，　S．lmith　1997は，

　Velldler　l967同様，変化を含むAccomplishmelltと同じように扱っている，その結

　果，次のような問題が生じている、“吃一頓飯”（一回6）食事をとる），“看一イ法”

　（一冊の本を読む）などにおいて，“一過”の不連続性が働かないのは，Smith　l997

　では，これらの事象が生じる結果状態が永久的だからであるとする　（p．267），しか

　し，永久的結果状態を生じる事象であるならば，不連続性が働くため“一過”と共起

　できないはずである、例えば，“＊爺爺病死過”（祖父は病死している）とはいえな

　い．実は，“吃一頓6反”などにおいて不連続性が働かないのは，これらが完結して

　も，変化せず結果状態を生じないからなのである、このように，終わりの規定と変

　fヒの有無とを別扱いすべき，という森ll11988の指摘は，日本語のみならず，中国

　語においても極めて重要である，T

l4）動作パーフェクトという川語の中の〈動作〉とは，一般に動作と称される動的事

　象に限らず，静的事象をも含めたあらゆる先行事象である．

15）“已経”は，参照時の状態とそれに先行するもう1つの状態との関連性を表す時
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　　　聞副詞である．先f．i’事象と共起した場合は，パーフェクトの意味を表す，例えば．

　　　“．李爺爺L1経來過日本”（．李おじいさんは既に日本に来たことがある）がそうであ

　　　る．また，ある先行状態から参照時の状態への推移や変化の意味も表す，例えば，

　　　“我L経在寓了”（私はもう書いているところだ），“我1門己が要走了”（私たちはもう

　　　行く）、“到1’　1．月，麦南已経イこ冷「’”（渇になったら，台南はもう寒くない）な

　　　どがそうである，

16）　　1；吾長て∬力［；司“了”　につし・’C，　Li　L’t　al．　1982　カ～“Currentlv　Rclcvant　Statc”　と．規’走しアこ

　　　ように，その意味は，参照時における状態に重点を置き，その状態と別の状態との

　　　関連性を表す＝その別の状態とは，私見によれば，．参！］，・：｛時に先行したり（例えば．

　　　“他出門r”（ll芝は出かけている）），参照時に後続したり（例えば，“那我登機1’．

　　　仰要保・ザ（じゃ，搭乗するから，体に気を付けて）），参照時と同時であったり

　　　（例えば，“小賓算是彼幸福了”（’il：ちゃんは十分幸せなのよ））する．つまり，語気

　　　助1詞‘‘．」’”はパーフェクトの意味も見逗1し相　（Pr（）spective）　の意【床も才ミしうるo）で

　　　ある

1ア）　注9参照、

18）　注15参照．
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