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BCCWJ 中的和語自他兩用動詞的用法調查 

 

王淑琴 

政治大學日本語文學系教授 

 

摘 要 

 

先前研究對於和語自他兩用動詞的種類及其用法有詳細的記述，

但這些記述與實際的使用狀況之間的關聯性不明確。本稿調查 BCCWJ

中的和語自他兩用動詞的用法及其使用傾向，具體的研究目的有以下

兩項。 

(a)自動詞用法，抑或是他動詞用法較為多見？其理由為何？ 

(b)自他動詞用法較為多見的用法各有哪些？其理由為何？ 

關於(a)，由本次調查結果可以得知，和語自他兩用動詞的他動詞

用法較自動詞用法多見，這是因為他動詞用法中包含了慣用句化的表

現及反身用法，特別是慣用句化的表現在 BCCWJ 中出現的比例相當

高。關於(b)，他動詞用法較為多見的用法多出現在非典型的他動詞句

中，但相對於此，自動詞用法較為多見的用法則出現在表自然現象或

生理現象等典型的自動詞句中。由於日語的他動詞句亦能夠表示由自

動詞句所表示的事態，因此，我們可以說日語的和語自他兩用動詞之

所以同時具有自他動詞用法，是由原本能以自動詞句表示的事態由他

動詞句來表示所引起的。 
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A Survey of Yamato Verbs with Transitive and Intransitive 
Usage of BCCWJ 

 

Wang, Shu-chin 

Professor, Department of Japanese, Chengchi University  

 

Abstract 
 

     Although there are detailed descriptions of yamato verbs with 

transitive and intransitive usage in Japanese, we do not know the 

relationship between these descriptions and actual usage. The purpose of 

this paper is to investigate yamato verbs with transitive and intransitive 

usage of BCCWJ, and to clarify the usage tendency of those verbs. 

Specifically, it aims to clarify the followings. (a) Is the transitive usage or 

the intransitive usage more common, and why? (b) What kind of usage is 

more often seen in the transitive(intransitive) usages, and why?  

     As for (a), it is clear that transitive usage appears more frequently 

than intransitive usage, because transitive usage includes many untypical 

transitive constructions, such as idiomatic expression or reflexive  usage. 

In particular, a high percentage of idiomatic expression appears in BCCWJ. 

Regarding (b), usages that transitive usage is dominant are untypical 

transitive constructions, while usages that intransitive usage is dominant 

denote natural and physiological phenomena, i.e., typically expressed by  

intransitive construction. The phenomenon of yamato verbs with transitive 

and intransitive usage in Japanese can be considered to come from the fact 

that events may be expressed by intransitive construction are expressed by 

transitive construction. 

 

Keywords: yamato word, verbs with transitive and intransitive usage, 

BCCWJ, idiomaticalized, reflexive usage 
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BCCWJ における和�のの��他両�の他��の  
 

���  

����������教授  

 

� 旨 

 

和�のの��他両�に���、の��他両�の���その他�に

��る��な��があるものの、それ�の�����の�他���

の�の��が�か�な����は、BCCWJ における������に

和�のの��他両�の他���の�、その�他�����かに�る

のが���ある����に��の������る���ある�  

(a)の�両�他�のど��が����れるか、その��は�か�  

(b)の両�他�、�両�他�が����れるものにはそれぞれどの

ようなものがあるか、その��は�か�  

(a)に���、�両�他�がの両�他�よ����れる��が��

か�な�、�れは、�両�他�に�他����もの������の

ような����な�両�����れるものが��あるか��ある�

�に�他����ものが����� BCCWJ に�����る� (b)に

���、�両�他�が��な他�は、����な�両��に���

れるのに��、の両�他�が��な他�は、の���������

����、���、���にの両��に�����る����の�

両���はの両������うる���������があるの�、

和�両�のの��他��う��は、の両������うる��が�

両���によ����れる��か��るもの�ある����れる�  

 

������和�、の��他両�、BCCWJ、�他��、���  
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BCCWJ における和�のの��他両�の他��の  
 

���  

����������教授  

 

1. ����  

 和�両�の中に (1)の「増す」の�うなの両�としても�両�とし

ても�える「の��他両�」 1がある。  

 (1) a.(川が )水かさを増す。  

    b.(川の )水かさが増す。               (�� 2000: 66) 

 和�のの��他両�について、�� (1987、1994、2000)、�� (1993、

2000)、� (2015、2020)などの����がある。�れ�の����は

和�のの��他両��その���な����についての��がある

ものの、それ�の��と��の�他��との�の��が�か�ない。

��は�������が��し����������������

ス』 (BCCWJ)における和�のの��他両�の他�を�のし、��の

(a)(b)を��する�とを��とする。  

(a)の�両�他�のど��が����れるか、その��は�か。  

(b)の両�他�、�両�他�が����れるものにはそれぞれどの

 
1 �� (2000)は「の��他両�」と「の�同�両�」を��しており、「同じ��
が���での��に���を��、���でも�に�つ����に�同がない

場合を指す」(p.63)ものを「の��他両�」と��、同じ��を��て��に�
�しているものを「の�同�両�」と��している。例えば、(ⅰ)の「増す」は「の
��他両�」であるが、 (ⅱ)の「�う」は�両�のヲ���がの両�のガ���
とは�い「の�同�両�」である。  
(ⅰ) a.(川が )水かさを増す。  
  b.(川の )水かさが増す。        
(ⅱ) a. ��を�う。 (cf.*��が�う )  
   b. ��の��に�う。                        (�� 2000: 66,69) 
 「の�同�両�」は、�両��のヲ���との両��のガ���が同じではな

�、「の���」の�� (�� 2005: 169-171 �� )を��していない。�� (2000)
は「の�同�両�」を「����の����り合い��』とでも�う����の

��である」(p.63)と指摘している。つまり、��の (ⅱ)は同じ�の���他�と
も�え�れるので、��は「の�同�両�」を����としない。  
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�うなものがあるか、その��は�か。  

 

2. ����の��  

和�のの��他両�の他�を��し�ものには、�� (1987、1994、

2000)、�� (1993、2000)、� (2015、2020)がある。まず、�れ�の�

���における��を��する。  

 ��の��の��は、両�の��� (主� )��などに��ての�

�他両�を�型�し、和�のの��他両�に�する���な��と

�える。�� (1994)はの��他両�の������を��の�うに

��している。  

①の���型が同じ�����のグル�プ…「つまり」の�� 子

�を授か���子�が授か��  

②同じ�����で、��のゆれと�るグル�プ…「つまり」の

�� �は�を�い���は�に�い�  

③�両��の��がの両��と同じと�るグル�プ…「だか�」

の�� の両�が�をは����がは��  

④�両��の��としての両��が�ずると�るグル�プ…「だ

か�」の�� �が��を�り�し���の��が�り�し�  

⑤の���型で両作主���主が入れ替わるグル�プ…���の

����� ��が�子を��る��子が��る  

⑥��型の�い�けが、���との�の��との差であるグル�

プ…���の�� 家来が�を控えて待つ�家来が後ろに控えて待

つ  

⑦の�の両作主が�������の差であるグル�プ…���の

事柄 ����が�事を�����が��  

⑧の�で�����が�なるグル�プ…���の事柄 値段を�

ける��に�ける  

(�� 1994: 250-251) 

�� (2000)はさ�に「の��他両�」と「の�同�両�」を��し、

�� (1)の�うなの両��の主�と�両��の���が同じという
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��を�つ��の�「������」と��している。このような

��には「�り��、�れる、�く、��る、�う、��る、は�

�る、���げる、��、��う」��るとしている。これに対し、

��の�������という����り、例えば、「巻く」のように、

「�を巻く���巻く」の��は��������る�「��を巻

く�*���巻く」の��は�������しない。�� (2000)はこ

のような��を「������」と����り、「��、��る、�

り��、�る、�く、巻く、��、��、�り��」を挙げている。  

�� (1993、2000)は�� (1994)�指摘した������の��を�

�し、�の��の�いを指摘している。例えば、�� (1993)�は��

����「��、巻く、は�る、��、�く、��る、�る、�う、

��、は��る、�れる」の����を��し、「����の���

���るのは、����の��の��と��の��、�な����

��の��の��と�、�の���はなく、��の��の�に�え

�れる��に��れている」 (�� 1993: 335)と����ている。例

えば、(2)�は「��」�「��」の��を���こ�ば、「��」�

�の��になり、「��」�「��」に�して���こ��の���

の�の�、「��」の����ると��している。  

(2)��はし�いに��を�し、�の��よい����りを���  

た。                           (�� 1993: 323) 

 �� (1993)の��に対し、� (2015、2020)は、(3)のような����

の��の��と��の������はない����の����ると

指摘している。  

 (3)�は��を�いた�����いた              (� 2015: 73) 

 また、� (2015、2020)は格名�の�������によ�て����

��を�つの��に��し、�の��を��している。つまり、格

名��「���������」、「���」、「���」、「��名�」

を����、�れ�れ�のような��������る�を��し、

��の������の����を��している。  

 このように、��の������に対�る����は、����
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��を�つ��の�「������」と��している。このような

��には「�り��、�れる、�く、��る、�う、��る、は�

�る、���げる、��、��う」��るとしている。これに対し、

��の�������という����り、例えば、「巻く」のように、

「�を巻く���巻く」の��は��������る�「��を巻

く�*���巻く」の��は�������しない。�� (2000)はこ
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��の����の��に対して��な����る�のの、�れ�の

��と実�の����との�の������ない。��は、BCCWJ

に��る���を対�に��の������の��を��し、�の

��実態、つまり、��の (a)(b)を���に�るの�����る。  

 

3. ��料収とデ�タ処�  

 ��は、まず、BCCWJ の�デ�タを��対�にして、��の��

���指摘�れた��������まれる�例を「�������

�ション」の「�����」���した。� (2015、2020)�は��の

������の格名�についての����るの�、�れを��にし、

Excel を�いて「����」の��に��た (つまり、����の�

格名�と����の�格名������る )�例にタグをつ�た。タ

グ��は��の①�⑤の原則に基づく。  

①格名�の����を���の�まと�て収��る。例えば、「水�

噴���」の��、「水�噴水��水���水���水 �噴��

�」の�例�収��る。また、例えば、「�水」の���はない�、

「水�」は「水」の��を��の�、�の例�「水�噴��げる」

の�例として収��る (��の�例は������れない�のは

�べて BCCWJ ��取�た�の��る。��は��による�の�

�る )。  

(4)��に�くな�た��の水�の��こうな�げ��実は��

なの�、水���りの�を巻������に噴��げてくる

ことをこう�いま�。」  

②格名�と��の���、例えば、�の例に��る「手つ�ず」は、

��の�����ないの�収�しない。  

 (5)つまり、����のままの����こに手つ�ず���の�て

いて、���のタ�����とつな��て��の�����を

�し��て�たの�はない�ということ��る。  

③��に��の����る��、������の�������る

�例の�収��る。例えば、「手 (��を )つく」��������
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れるのは「手 (が�を )床につく」のような「つく」が「ある場所に

��する」の�味を�す場合なので、その�味を�す�例の��

���の�例と�める。次の「手がつく」における「つく」は「付

�する、付�する」の�味を�すので、����の�例として�

�しない。  

(6)�手���に手がついているので、��しし�すい�です。  

(7)��に�を付ける�は�ではなく手の方がまんべんなく付き

ます。  

④��で使われる��は���が��れておら���の�別ができ

ないので、�例として��しない。  

(8)�の�して��の�������は手�るるために在り  

(9)��して後手つけば��し��の�しから���かな  

(10)�める�に������いて  

⑤���、�名�の��、とりたて��にとってかわられた��を

次の��に��いて��を�い、��の��で���できない�

のを�例として��しない。  

⑤�①��と��する文型�使われる�文  

例えば、(11)(12)は「��る」が「�ておく」「�てから」の文型で

使われ、「ファイルを��ておく」「�ー�を��てから」という�

味を�すと�えられるので�����とする。  

 (11)プレビューして��したら、メニューバーの�ファイル→別名

で保存�を��し、“���������”として保存し、フ

ァイルは��ておきます。  

 (12)���のツール→ インターネットオプション → 履歴の

クリア → �� そして元の��に戻ったら、更新するか、

一度��てからまた�くと�えています。  

⑤�②��文と��する�後の文  

(13)は�����「�えていく」から「���」における「�」は

�と�と��である�とが�かり、「��が�う」という�����

とする。また、(14)は「��て��する」における「��」が��の
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れるのは「手 (が�を )床につく」のような「つく」が「ある場所に
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とする。また、(14)は「��て��する」における「��」が��の
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�味を�し、つまり、「���が��を��て��を��する」とい

う�味を�すので、����� (「��を��る」)とする。(15)は「�

�る」の�名�が��に�れていないが、�文から「ウィンドウを

��る」である�とが�かり、�����とする。また、(16)は�文

に���が�ており、文��が「その��の�とで、ある����

が��る」という�味を�すので、後文が�����である (つまり、

「仕事が��ー�に�ばない」 )と�えられる。  

  (13)��で�うには、����� (��� )にそって��を��に�

り、��または�� (�� )を��し、��の��を�るように

�す�ると、次�に�が�に�って�き���それにと�な

って�えていく。  

 (14)����では、���には��ウンドを�る��ル�ィがあ

り、���とそうでない�を�別するために、������

において「��は�����の��の�り�めで��て��

する」と�れていた。  

 (15)�アプリ�ーションウィンドウ���タン #ウィンドウの大

き�を変えたり、��たりします。  

 (16)�から、ま��の��の��をつくらなくては仕事はけっし

て��ー�に�ばない。  

⑤�③���の存在�文�の��  

(17)はドアが�まっているという��を�き��す���が��

なので、「ドアは��ていた」は������ドアが��ていた�と

�えられる。また、(18)は文�から「手ェついて」の��が�し手で

ある�とが�かり、�����とする。  

(17)�タイ�ー��からの�り�か�しれない。バドはバ�ルー

�を�いた。ドアは��ていた。  

(18)「叱られるよ、きっと」「ちゃんとあ�まる�。手ェついて」

「�で�た�と�バレちゃうよ」  

 なお、BCCWJ では「��ク」と���れる�のが��「アク」の

���と�えられる�例 (次例�� )が��あるので、��の��で
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は「�く (ヒラク )」を外した。 2 

(19)気��は�り�がっても、��なら�の��をするのは��

の�、����店が�くまで待たなければなりません。  

(20)あんまりお店が�いてなくて、����で���って��の

��で�べたような気がする…。     

��の��で��した��の������の�� (「N(を�が )V」

を�す、た�し、「�く」の��が�まれていない )の数は 105 個、

��を�けた�例数が 7345 例である。なお、��における「��」

という��は��と���の����せを�しており、����で

��れる「��」という��の�し�す��よりも�い�とを断っ

ておきたい。105 個の��の������の�れ�れの��、例�

ば、「口 (を�が )��る」に�いて、����では「N(を�が )V」の

������が����で�れると��し、������ js-STAR

を�いて「������」(����� 1992 �� )という有意差分析

を�った。  

 

4. ��査�  

4.1 全体�なな傾から  

 105 個の��のう�、������の�例数が��であるものが

3 個ある。�れを�いて、102 個の������の数を� 1 の左側に

まとめた。� 1 を�ると、�����が������全体の 50%を

��る��が 67 個、�����が������全体の 50%を��

る��が 35 個ある。�����が��な (��では、�����が

������全体の 50%を��る意�を�す )��が�い�とが分

かる。  

有意差が�られる��に�って�ると、�のな傾が�らに�くな

る。「������」の�側��で��に有意 (p<.01)、もしくは有意

(p<.05)の��の数を� 1 の�側にまとめた。�れを�ると、有意差
 

2 ��が (19)(20)のような BCCWJ では「店が� (ひら )く」と�析�れる�例を�
����に��した査�、すべて「店が� (あ )く」の���となった。  
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まとめた。� 1 を�ると、�����が������全体の 50%を

��る��が 67 個、�����が������全体の 50%を��

る��が 35 個ある。�����が��な (��では、�����が

������全体の 50%を��る意�を�す )��が�い�とが分

かる。  

有意差が�られる��に�って�ると、�のな傾が�らに�くな

る。「������」の�側��で��に有意 (p<.01)、もしくは有意

(p<.05)の��の数を� 1 の�側にまとめた。�れを�ると、有意差
 

2 ��が (19)(20)のような BCCWJ では「店が� (ひら )く」と�析�れる�例を�
����に��した査�、すべて「店が� (あ )く」の���となった。  
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��で�����が有意に�い��が 36 個、有意差��で���

��が有意に�い��が 10 個あり、�����が��な (��では、

有意差��で�����が有意に�い意�を�す ) ��の��が�

くなる。�のように、BCCWJ における��の������の��に

�いて、�����が��なものが大半を占めている�とが分かる。 

 

� 1 BCCWJ における��の������の����の数  

 � (� )����が全体

の 50%を��る��  

有意差��で有意差

が�られる��  

�����が�

�な��の数  

67 個 (65.7%) 36 個 (78.3%) 

�����が�

�な��の数  

35 個 (34.3%) 10 個 (21.7%) 

��  102 個 (100.0%) 46 個 (100.0%) 

 

�例数から�ても、��の������は�����が大半を占

めている�とが分かる。� 2 に��れるように、7345 例のう�、�

����が 5451 例、�����が 1894 例あり、�����が��

�に�い�とが分かる。�のな傾は、������に有意差が�ら

れる��にし�って�るとより��である。「������」の�側

��で��に有意 (p<.01)、もしくは有意 (p<.05)の��に�って�る

と、�����の�例数の��が�らに�くなる。  

 

� 2 BCCWJ における��の������の����の�例数  

 全体の����の

�例数  

有意差が�られる

����の�例数  

�����の�例数  5451(74.2%) 4584(80.9%) 

�����の�例数  1894(25.8%) 1083(19.1%) 

��  7345(100.0%) 5667(100.0%) 
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 以上で��ように、BCCWJ における��の�他��動�の��

の�か��ても、その���か��ても、他動���が�動���

より多く使われることが分かる。この傾向は、有意差検定で��に

有意 (p<.01)、もしくは有意 (p<.05)の��に�ってみるとさ�に��

に出る。��では�他動���が優位なものにはそれぞれどのよう

なものがあるかを��、他動���が�動���より多く使われる

��をさぐってみる。  

4.2 他動���が優位な��  

��の�他��動�の 105 個の��のうち、��������の�

�検定で��に有意 (p<.01)、もしくは有意 (p<.05)の��が��れ�

のは、�他動���を�わ�て 46 個ある。そのうち、他動���が

有意に多いのは 36個ある。36個の��は�の���に分�で�る。  

(A)����し�もの  

��いをは�る��実を�����を�く���を�く���を��る�

��を張る���を張る�  

(B)再帰構文や拡張再帰構文であるもの  

��を��る���を��る���を�く���を�れる���を��

上�る����を�く���を張る����を�う����を�う���

みを�う����を�う���さを�う����を�う�����を�

う����を�う����を�う���いを�����みを������

を������を�����さを������を���  

(C)動��他動�文であるもの  

��を張る������を��る���を��る�����を��る�

��を��る����を��る�������を��る�  

 まず (A)の��を�る。 (A)��を他動���の���の��の�

�で� 3 にまと�る。���が多�ある��、���、�実�実り�

果実 ���は、�実 (など ) ���と�して���る。  
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� 3 (A)��の���  

��� 動� 

他 動 �

� � の

��� 

他 動 �

� � の

� � �

の�� 

� 動 �

� � の

��� 

� 動 �

� � の

� � �

の�� 

� 他 動

� � �

の � �

��� 

実(など) �� 191 99.50% 1 0.50% 192 

�い は�る 239 99.20% 2 0.80% 241 

� �く 94 98.90% 1 1.10% 95 

� �く 126 96.90% 4 3.10% 130 

� ��る 119 96.70% 4 3.30% 123 

� 張る 443 92.70% 35 7.30% 478 

� 張る 115 91.30% 11 8.70% 126 

�� 1327 95.81% 58 4.19% 1385 

 

 (A)��は�N を V�が���になっている��、他動���が�

��に多い (他動���が 9 �以上 )という��がある。���に�

いて、宮地 (1982)は���の��� (�の���で�としてのまとま

りを持�もの )よりも���が�いもの�が、���ことわ�と�っ

て、�������な���を��ものではない�(p.238)と定�し、

���を��の���より���が�い�けの����������

と、���はっ�りし����意�を持���������に分�

している。����������は、���、�あが��と����あ

が�が�れない�、�����と�������をしのぐ�が�ぐ�

�されるようなものを��。��、��������はさ�に���

�����と��������に分け�れ、��は、���、���

の�を��るよう����に�っ�よう�のような�� (の )よう���

(の )�い�などを�っ����である。��は、���、��を持��

のような�����として����持��の��を持�ものとして使
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��うるが、��句として「��する、��に�を��る」な�の

意味も持つものであると指摘している。  

����句  

 

成句  ��句 ��成句���句  

        �����句  �����句  

                �����句  

     ��・こと��  

宮地 (1982: 238) 

宮地 (1982)の��に�ると、「思いを��る」�「��成句���

句」であり、「実を��」「根を張る」「�を巻く」「�を�じる」「�

を張る」「�を巻く」����りの意味と���意味を��持って�

り、「�����句」である。���、「実を��」「根を張る」「�

を巻く」��の�が�す�うに、���りの意味 ((21)(23)(25))を持

っているが、「実る」((22))、「��する」((24))、「感心する」((26))と

いう���な意味も持っている。  

(21)�し�の�に��がつくことを、��といい、実がで�るに

�、��することが��である。この�うにして、���、

実を��で�にたく��の��をつくり、��を��ていく。 

(22)この年になって��が実を���、�の��も����、��

����じ�あ、もう��だ�な�  

(23)��の���、��に土がないことだった。樹木が根を張ろう

にも、土がないのである。  

(24)しかし、もしあのルークがミスター・ギャレットその人だとし

た�� その����の�にしっかりと根を張り、��の�

うに円を描いて広がっていった。  

  (25)��人��ッ����ール�と��している�で�ないのです

が、�を巻いて��するので���の����として��ル�

を��し、使い�け、��に�る…って感じだと思います。  

 (26)�������、����の��の��ーに感心をし、��
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の巧�に�を巻いた。  

BCCWJ で� (A)������な意味で使��る��が多く��る

た�、�動���の���が���に多いのである。���、「�を

巻く」の場合、94 �� (25)の�うな「�を巻く」という動��意味

を�す��� 5 �のみあり、その�かの 89 �がす�て (26)の�うな

「感心する」という意味で使��るものである。宮地 (1982)で�、動

���句の��を��、「�を�かす」「�が�ける」の�うな��

対応を持つものが全体の 15�に���、�動����・�動���

�のものの�が���に多く、��句の���が�いことを指摘し

ている。この�うに、(A)の�うな��句化したもの�意味が��し

ているた�、その�動���が���に多く使��るのである。こ

��、BCCWJ で���の����動�の�動���が多く���

る��の�つである。  

 �に (B)の��を�る。 (B)��を�動���の���の割合の�

�で� 4 にまと�る。���が多�ある場合、���、「�����

�������� �じる」�、「� (な� ) �じる」と�して��

する。  

 

� 4 (B)��の���  

��� 動� 

� 動 �

� � の

��� 

� 動 �

� � の

� � �

の割合 

� 動 �

� � の

��� 

� 動 �

� � の

� � �

の割合 

� � 動

� � �

の � �

�合� 

�(な�) �じる 1238 98.00% 25 2.00% 1263 

�� 伴う 37 94.90% 2 5.10% 39 

口 �じる 197 94.70% 11 5.30% 208 

勢い 増す 57 93.40% 4 6.60% 61 

変化 伴う 22 91.70% 2 8.30% 24 

�(な�) 噴�上げる 22 88.00% 3 12.00% 25 
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の巧�に�を巻いた。  
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た�、�動���の���が���に多いのである。���、「�を

巻く」の場合、94 �� (25)の�うな「�を巻く」という動��意味

を�す��� 5 �のみあり、その�かの 89 �がす�て (26)の�うな

「感心する」という意味で使��るものである。宮地 (1982)で�、動

���句の��を��、「�を�かす」「�が�ける」の�うな��

対応を持つものが全体の 15�に���、�動����・�動���

�のものの�が���に多く、��句の���が�いことを指摘し

ている。この�うに、(A)の�うな��句化したもの�意味が��し

ているた�、その�動���が���に多く使��るのである。こ

��、BCCWJ で���の����動�の�動���が多く���

る��の�つである。  

 �に (B)の��を�る。 (B)��を�動���の���の割合の�

�で� 4 にまと�る。���が多�ある場合、���、「�����

�������� �じる」�、「� (な� ) �じる」と�して��

する。  
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� � �

の割合 
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� � �
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62 

�� 伴う 35 87.50% 5 12.50% 40 

手(など) つく 185 85.60% 31 14.40% 216 

�み 伴う 88 85.40% 15 14.60% 103 

���� 巻く 22 84.60% 4 15.40% 26 

�� 伴う 33 80.50% 8 19.50% 41 

厚み 増す 20 80.00% 5 20.00% 25 

�� 増す 62 78.50% 17 21.50% 79 

�� 増す 40 78.40% 11 21.60% 51 

�� 伴う 30 76.90% 9 23.10% 39 

�� 伴う 49 74.20% 17 25.80% 66 

�� 増す 453 73.10% 167 26.90% 620 

(�)�� 増す 25 71.40% 10 28.60% 35 

���� 張る 39 70.90% 16 29.10% 55 

リスク 伴う 29 69.00% 13 31.00% 42 

手(など) ��る 206 68.90% 93 31.10% 299 

�� 伴う 35 68.60% 16 31.40% 51 

�� 2924 85.80% 484 14.20% 3408 

 

(B)��は再帰構文や拡張再帰構文である。再帰構文について、仁

� (1982: 80)は�再帰�を���������������は���

��に��て�る�とに��て、�����するとい�����と

���、������は������という����を��て��

((27)�� )、����、��とい�����なも�も���ると��

ている。  

 (27)子どもは手を叩いて喜んだ。         (仁� 1982: 87) 

 仁� (1982)���に�ると、��� (B)����う�、��を��る�

��を��る����を巻く���を張る��手をつく��手を��る�

3���を伴う����を伴う�は再帰構文といえる。��、� (2017)

 
3 �手をつく��手を��る�は�����うに�������を�るも�であ
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に��ば��を����る�も再帰構文である。�����る�は

(28)(29)��す�うに、�������や���を�す��である�、

(29)���は (28)���化���拡張���と�え��る。  

(28)�ふうん�吉�は、����を�����。  

(29)������壁に�����ている�ばい�る丸�は����

�����に��て��をふ�あ�、い�にも��だ��う

にみえ�。  

� (2017)は、再帰構文に��る����を�� (2009)��所有傾斜�

に��いて���、�����ガ���で���る�������

つ�や�に����る�������くも�、�えば、�あ�を�く�

��をする����を�る�����をはく���を�い������

も再帰構文と�ている。��も��に�い、��を����る�を再

帰構文とする。  

(B)��は、ガ������ではなく、�����す�うに���

�を�すも�もある。�えば、(30)では�����を伴う�という�

と�ガ����うつ�����つ���であると�える。  

 (30)うつ��とは、����と�て、�うつ��、�����、�

����など����と�て����る��をいう。��に

����、����、����、����など��な���

�を伴う�と���である。  

 (31)�����構�は大�な変化を伴い、��て変化���であ

る。  

 (32)��て����にファシズム�勢いを増�、��は���大

��向��て���にも���な�みを��てい��す。  

� (2017)は (27)��うなガ���� [��� ][�有� ][��� ]とい

う��を�つも�を���な再帰構文と�、(30)� (32)��うなガ�

 
る�、�����������������に��てくる�で、仁� (1982)��
�を���ていると�え��る。  
(ⅰ) だ�、�子は�を�つく��、壁に手をついてい�。  
(ⅱ)下向�����つい�プレートに手を��な��冴子���する。 
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��が [�人� ][��� ][��� ]という属性を持つものを拡張再帰

構文の��として�り、その�合、ヲ���がガ���の����

��� (合わせて「属性」と呼んでいる )を��としている。例えば、

(30)は����を�うのがうつ��が�れる�の�つの�候であり、

ヲ���「����」がガ���「うつ��」の�つの��と�え

る。(31)(32)は��構��ガ����に変化�ヲ����というもの

があること、ファシズム�ガ����に勢い�ヲ����というも

のがあることは人�の�え�から�るものであり、ヲ���がガ�

��の�つの�え�����である。�の�うなガ���が���

��を��「�を�う」「�を��」の��は、拡張再帰構文の��

と�える。再帰構文�拡張再帰構文は���構文「X ガ Y ヲ V」と

��構�を持っている。これは BCCWJ に��る��の�����

�は�����が���れるもう�つの��である。  

(A)��のう�、「�いをはせる」「�を��」「�を張る」「�を�

ぶ」「根を張る」は文��りの��で�われる�合、再帰構文�拡張

再帰構文である。しかし、��の�うにそれらの��はほとんど比

����で�われているので、��は���化し�ものに���る。 

 最後に (C)の��を�る。 (C)��を�����の�例�の割合の

��で� 5 に�と�る。���が��ある�合、例えば、「水��水

��水 張る」は、「水 (など ) 張る」と�して���る。  

 

� 5 (C)��の�例�  

��� �� 

� � �

� � の

�例� 

� � �

� � の

� 例 �

の割合 

� � �

� � の

�例� 

� � �

� � の

� 例 �

の割合 

� � �

� � �

の � 例

�合� 

水(など) 張る 108 99.10% 1 0.90% 109 

ファイル ��る 22 95.70% 1 4.30% 23 

� ��る 13 92.90% 1 7.10% 14 
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ページ ��る 15 88.20% 2 11.80% 17 

�(など) ��る 22 81.50% 5 18.50% 27 

�� ��る 20 76.90% 6 23.10% 26 

ウィンドー ��る 35 76.10% 11 23.90% 46 

合� 235 89.69% 27 10.31% 262 

 

(C)��は、 (33)(34)が���うに、���が���に�きか�る

���な���文である。�� (1995)は、この�うな「������

文」は、「�����」と「���の変化」という����を持�、

���な���文であるとしている。 (C)��はほとんど「��る」

の��である。  

(33)�と�り��が�っ�とこ�で、庄司さんがオケに水を張っ

て持ってき�。  

(34)その�合は「��」を����して、�いているファイルを�

�てから��して��さい。  

(C)��は���な���文であるのに対し、(A)(B)��は���

�な���文である。(A)��は��と��の��化を�うものであ

るが、再帰構文�拡張再帰構文として�われる、或いは「N を V」

が�����に���る��を��ことで、���な���文が持

つ「�����」「���の変化」という��を�う。「 (人�が )�い

をはせる」及び「 (人�が )�を��」「 (人�が )�を張る」「 (��が )

�を�ぶ」「 (��が )根を張る」が文��りの��で�われるものは、

再帰構文�拡張再帰構文であると�えられる。�� (1982)で指摘さ

れている�うに、再帰構文は���文で�されるが、「���の�き

か�」といっ������をも�ない��、���に��いている。

つ�り、再帰構文で�われる「�いをはせる」「�を��」「�を張

る」は���な���文が持つ「���の変化」という��を持っ

ていない。拡張再帰構文で�われる「�を�ぶ」「根を張る」は、そ

のガ���が�����であり、「�����」の��も持って�ら

���の��を�いている。  
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一方、「N を V」が���に���る��は、�����に��す

る��を�す。 (22)(24)(26)で�たように、「�を��」は「�る」、

「�を張る」は「��する」、「�を��」は「��する」の意味を

�す。�た、(35)(36)が�すように、「�を��る」は「��る」、「�

を張る」は「��を持っている��だ、����だ」の意味を�し、

いず�も�����に��するもので�る。「�を��」は (37)が�

すように、「��きの形をしている」という意味を�し、��の��

�徴を��てお����を持ってい�い。4���に���る「N を

V」は�����に��する��を�すため、�������文が

持つ「意����」「���の��」という�徴の一方、或いは両方

を欠いている。例えば、 (36)の「��が�を張る」、 (37)の「���

�が�を�いている」という���文は「���の��」の�徴を

持っておらず、(35)の「�������が�を��る」という���

文は「意����」「���の��」の両方の�徴を欠いている。  

(35) �������が日本の敗北によって�を��て十年ほど

たった�、�������一は���と一�に������

「����」��った。  

(36) 「お�さ�は、�つの�を�たに�ける������だ」�

�は、�をは��した。  

(37) ����が�を�いていた。  

(B)��について、 (A)��と��に、再帰�文は�������

文が持つ「���の��」という�徴を持っておらず、拡張再帰�

文は、「意����」「���の��」の両方の�徴を欠いている。

例えば、(28)の再帰�文は���の�き�けが�いため、「���の

��」という�徴を持ってい�い。�た、(29)(30)(31)(32)の拡張再帰

�文は、����が�����で��、「意����」という�徴も

 
4 �のように「�を��」の��が������を�す��の�例も�るが、�
の��は、「�を��ようだ」という意味を�す。このよう��例では、「�を�

�」が���に、���に���、���を持ってい�いと�えら�る。  
(ⅰ)卑屈が板についた��だったが、こちらのうしろめたさにつけ�んでいると
いう��も�えず、��の�い忿懣が��の�で�を�いた。 
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持っておらず、つ��、両方の�徴を欠いている。  

以上で�たように、(A)(B)の��は、「���の��」、或いは「意

����」「���の��」の両方の�徴を欠き、��������

文で�る。つ��、��の��両���の�����が���もの

は、��������文が多�、�������文が少�いという

ことが�える。4.1 で�たように、��の��両���の�����

�について、�����が�����よ�多��ら�た。�の��

は、�の�����には (A)(B)のよう���������文が多�

�る�らで�ると�えら�る。�に、(A)の����した��は、意

味と形�の���を�うため、�����が 9 割以上を占めている。

このように、��������文が多���るため、��の��両

���は�����が多��ら�たので�る。  

4.3 �����が�����  

��の��両���の 105 個の��のうち、「������」の両

���で��に有意 (p<.01)、もし�は有意 (p<.05)の��が 46 個�

るが、�のうち、�����が有意に多いのは 10 個�る。10 個の

��は�の���に��できる。�����の�例�の割�の��

で� 6 に�とめる。���が多��る��、例えば、「こと����

� ��」は、「こと (�ど ) ��」と�して��する。  

(D)����を�すもの  

「�が�き��」「�が�き�す」「�が�き�す」「�が�きつける」  

(E)����を�すもの  

「�が�き�す」「�が�き�す」「��が増す 5」「��が増す」「お

�が張る」  

(F)��に�きる��  

「ことが��」  

 
5  「��が増す」の��の�に「存在�が増す」のよう� (E)����を�すも
のとは�え�いものが�る。「��が増す」のさら�る�����が��と思�

�るが、��の��としたい。  
(ⅰ)��年 �い�代が�役と思いがち�レ�タ�ビデオ店で��年の存在�が

増している。  
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� 6  �����が��な��の�例数  

��� �� 

� � �

� � の

�例数 

���

��の

�例数

の割合 

���

��の

�例数 

���

��の

�例数

の割合 

���

���

の�例

数合� 

�(など) 吹き付ける 1 1.3% 75 98.7% 76 

�(など) 噴き出す 3 3.5% 83 96.5% 86 

�(など) 張る 3 3.8% 75 96.2% 78 

�� 増す 3 14.3% 18 85.7% 21 

�(など) 噴き出す 5 18.5% 22 81.5% 27 

水(など) 噴き出す 7 20.6% 27 79.4% 34 

�(など) 噴き出す 18 22.8% 61 77.2% 79 

�(など) 吹き�� 30 23.6% 97 76.4% 127 

�� 増す 28 33.3% 56 66.7% 84 

こと(など) �� 63 37.3% 106 62.7% 169 

合� 

�� 

161 20.6% 620 79.4% 781 

 

 � 6 から、�����が��なものと�べて、�����が��

なものは��の数が少なく、�����の�例数も少なく、100 例

���るのは「ことが���の�で�ることが分かる。��、��

��が「吹く�噴く��の�合��が�く��て�る。�に (D)��

����すものは、すべて����が「吹く�噴く��の�合��で

�るのが���で�る。  

 (D) (E)は意志でコントロールできなく、���で����で�す

のが���で�る。これに対し、(F)は��の��に����てる�

�で��、意志でコントロールできるかに�しては���で�る。

6(F)の「ことが���は���が������し、���な����

 
6  (F)��に�きる��と (D)������すものの��に��て、 (D)����
��すものは意志でコントロールできな�が、 (F)��に�きる��は��が�
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して�る。このような�����は、��の����の有意差��

で�����と有意差が�られ�のは「ことが���の�で�る。

�����の�例数が�����の�例数���るもの (例�ば、

「��が�う�「��が��る� )は、��の����で�く�か�

られ�が、�ずれも�����と有意差が�られなかっ�。��、

� 6 で (F)に�する��は「ことが���の�で、����の割合で

�ると������の差がもっとも���もので�る。���、(F)

��は数が少なく、�����の割合も��と�うことで�る。こ

のことから、�����が��な��は、����や������

す場合に��して�ると��る。  

4.4 ����の�と�  

4.2 で��ように、��の������の�����が��なも

のは以下の三�の��で�る。  

(A)����し�もの  

(B)再帰構�や拡張再帰構�で�るもの  

(C)�������で�るもの  

(C)は���な����で�るのに対し、(A)(B)は����な��

��で�る。4.1 で�べ�ように、BCCWJ における��の����

��に��て、��の数から�ても、その�例数から�ても、��

���が�����よ��く��れる。その��は、 (A)(B)のよう

な����な����が�く��れることに�る。�に (A)の���

�し���は、�喩�に��れる�例が�く�れる��、����

�が���に�� (9 割���る )と�うことが�られる。  

 �方、4.3 で��ように、��の������の�����が��

なものは以下の三�の��で�る。  

(D)������すもの  

 
���に�てられると�う��方によるもので��、意志でコントロールでき

るか�かとは��がな�。その��、 (F)��に�きる��は�の例のように、
��に���が��しても�������うのが��で�る。  
(ⅰ)そこで、�の「そげなカネは�らん��の��で�が�んだ。 
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(E)����を��もの  

  (F)�����る事態  

 ����や����、�た、�����る事態は���では��

�����文が���るため、 (D)(E)(F)はい��も���な���

文である。�上のこと��、����の����という��は、�

���な���文が���ること�よる��であると�える。��

���いて���構文「X が Y を V」が��な事態と��で��、

「意����」「���の��」という意味��を持たない事態でも

���構文で��ことがで�る。例えば、4.3 で�たよう�、「再帰

構文」は�����る����がなく、「���の��」という意味

��を�いている。�た、「�態�����文」 (�� 1987、 (38)参

� )、「�����文」「�����文」(井上 1995、(39)(40)参� )のよ

うな���文は、「意����」という意味��を持�ていない。  

(38)�た�は、��で����を��な�いてし��た。  

             (�� 1987: 108) 

(39)��の��が�の��を�めた。      (井上 1995: 112) 

(40)�い�が�を��ていた。         (井上 1995: 112) 

 このような文は、���な���文が持つ意味��を持たないた

め、意味�����文��い。例えば、�� (1987)は、(38)は���

文で���る (41)の意味��いと指摘している。  

 (41)�た�は、��で����が��な��てし��た。  

(�� 1987: 107) 

つ��、���の���構文は���構文で�しうる事態と��

つくことがあるということである。����たよう�、�� (1982)

は、再帰構文は「���の����」とい�た意味���をもたな

いため、������いていると��ている。��、(B)再帰構文や

拡張再帰構文であるものは、���構文「X が Y を V」の多くが「X

の Y が V」という���構文��い�え��る。例えば、「��は

�を��た」は「��の�が��た」��い�え��、「ファシズム

が�いを��」は「ファシズムの�いが��」��い�え��る。
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�方、(A)����したもの�ついて、���たよう�、再帰構文や

拡張再帰構文として���る、或いは「N を V」が�������

��る��を��。つ��、(A)(B)の��は、���な���文が持

つ「意����」「���の��」という��の�方や�方を��、

意味���������い。7����の����という��は、�

来���構文で�しうる事態が���構文�よ�て���ること�

�来るものであると�え��る。  

 

5. ��の����と先���の��との��  

 この�では��の����と先���の��との��を�る。4.2

で�たよう�、��の������の�����が��なものは�

下の三つの��である。  

(A)����したもの  

(B)再帰構文や拡張再帰構文であるもの  

(C)������文であるもの  

 (A)(B)(C)の 36 個の��のう�、 (B)の��が 22 個あ�多く占め

ている。先���では��の������が再帰構文や再帰�構文

(拡張再帰構文 )で���ることが広く指摘��ている。例えば、2 �

で�たよう�、�� (1993)は例 (2)で「��」が「��」の��を�

��こ�ば、「��」��の���なると指摘しているが、(2)はガ格

��が [��� ][��� ][��� ]という��を持�、��の拡張再帰

構文と�える。�た、例えば、�� (1994�238-239)は (42)のような

「����の��が����る文�」では、���文が���文�

����、����の��が����る文�で「�える��や�」

のような����の��の��がな��た�、����が��てし

�い ((43))、こ�は������を������の�つであると��

 
7 ���な���文が持つ��を��ば意味�����文��い��ついて、

����(文)を����、���という���な����で�える Hopper and 

Thompson�1980�の�え方��えば、���な���文の��を�くものは、�

������(文)��い。 
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ている。  

 (42)�は��を�やしている��は��が��ている。  

 (�� 1994: 239) 

 (43)a.この�し�は�を�いている�この�し�は�が�いてい

る。  

      b.�しく�を�く��しく�が�く。          (同上 ) 

 �����の��が��り�る文�」について、�� (1994)は�し

く��ていないが、��た��を�ると、 (42)のような再帰構文 (ガ

���が [��� ][��� ][��� ]という属性を持つもの )や (43a)の

ような拡張再帰構文 (ガ���が [��� ][��� ][��� ]という属

性を持つもの )である。� (2015、2020)は、��の������をそ

の���の�������によって���に��その構文����

を��し、�����の�くは再帰構文や拡張再帰構文であると指

摘している。  

今回の����からは、����の��が支持されるように思わ

れる。今回の����から新たに以下のことが明らかとなった。  

①�����が��なもののう�、����したものがあり、それ

らは�����が 9 割以上を占め、�����が���に�い。 

②�����が��なもののう�、���な���文で�されるも

のもあるが、それらは���る」の��に��している (ただし、

今回の��では��く」を����から�している )。  

 ������が��される��について、�� (1994�238-239)は

�����の��が��り�る文�」では、����文が���文に

歩み寄る」と指摘している。����文が���文に歩み寄る」とい

う��を��の����から�めて�明�ると、�のようになる。

4.4 で��たように、���の���構文は���構文で�しうる

��と��つくことがあり、����の����という��は��

�構文で�しうる��が���構文によって�されることからくる

ものであるということである。  
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6. �とめと今後の��  

��で��たように、��の����は�の (a)(b)である。  

(a)������のど�らが�く�られるか、その��は�か。  

(b)�����、�����が�く�られるものにはそれぞれどの

ようなものがあるか、その��は�か。  

��の��を��て、 (a)(b)は�のように�明された。  

(a’)�����が�く�られる。��の������の�����

に����したもの、再帰構文や拡張再帰構文が�くあるか

らである。�に����したものの�����が�い割�で

BCCWJ に��している。  

(b’)� 3~� 5 に�された��は�����が��なものであり、  

(A)����したもの、(B)再帰構文や拡張再帰構文であるもの、

(C)������文であるものがある。� 6 に�された��は

�����が��なものであり、(D)����を��もの、(E)

����を��もの、 (F)��に��る��がある。����

�が��なものは��て���な���文であるのに�し、

�����が��なものは (A)(B)のような����な���

文が大半を占めている。(A)(B)のような����な���文が

���構文で�しうる��と��つくことで、����の�

���という��が��る。  

2 �で��たように、BCCWJ では��く (�ラク )」と��された

もののう�、��く (�く )」の���と��られるものが��あるの

で、��は��く (�ラク )」を����から�した。��く (�ラク )」

の������を���るのが��として�されている。�た、�

���の��性は�������で�されるのに�し、����、

�����の��性は文������によって�される。この�い

が������にどういう�で��されるかを�明�るのを今後の

��としたい。  
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