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は じめ に

従属接 続詞 は そ の ｢ 従属｣ と い う 名 称 の た め か ,

主 節 の 一 部 に 過 ぎ な い と 考 え られ
, 文 内 の 問題 と

し て 扱 わ れ て い る こ と が 多 い
｡ 例 え ば あ る 中学 校

用 英 語 教科 書 の 解説 編 ( T e a c h e r
'

s M a n u al) に は

次 の よ う な 記 述 が 見 ら れ る ｡ ( 東 京 書 籍 N E W

ⅢO R I Z O N 平 成 2 年度 改訂 版 2 年 生)

( 1 ) ｢ 副詞 節 の 初 出 と し て u ) h e n - cl a u s e を 扱 う .

( 中略) W h e n - cl a u s e を 含む 文 に つ い て 注意 す

べ き こ と は
,

1) P a r
･

tl で は , w h e n- cl a u s e が い わ ゆ る 主節 の 前

に 置 か れ る場 合 の み を 扱 う が
,

こ れ は実 際 は

主 節 の 前 に も後 に も置 か れ る ｡ こ れ は
一

般 に

副詞節 に つ い て 言 え る こ と で あ り ,
w h e n

,
a f t e r

,

( al) t h o u g h ,
u n til な ど を a n d

,
b u t な ど と 区 別

す る う え で の 重 要 な 基 準 に な る の で あ る ｡

( 中略)

2) w h e n- cl a u s e と コ ン マ : zL'h e n - cl a u s e と 主 節

を コ ン マ で く ぎ る こ と に つ い て は
一

定 の 決 ま

り は な い . (中 略) 一 般 的 に 言 っ て w h eJ ㌃ Cl a u s e

が 主節 に 先行 す る場 合 に は コ ン マ を 用 い た ほ

う が よ い
｡

コ ン マ を 用 い る こ と に よ っ て w h e n -

cl a u s e と 主 節 を 比 較 的 に は っ き り 区 別 す る こ

と に な り , 読 者 に よ け い な 負 担 を か け ず に す

む ｡ し か し
, 主節 が 先 行 す る 場 合 は

,
コ ン マ

を 用 い る 必 要 は よ り 少 な い よ う で あ る｡ こ れ

は w h e n が 主 節 と 従 属節 の 間 に く る た め に ,

そ れ 自体 2 つ の 節 を 視 覚的 に 区別 す る働 き を

す る か ら で あ る . U E ( R o b e rt s . U n d e r s t a n d -

i n g E n g li s h ) に 従 え ば
,

w h e n[ b ef o r e]- cl a u s e

が 主 節 に 先 行 す る [ 文 を 始 め る] 場 合 に は ,

こ れ は s e n t e n c e- m o difi e r で あ っ て
,

こ れ と

主 節 は音 声 的 に は 休 止 で
, 視 覚 的 に は コ ン マ

で
,

そ れ ぞ れ 区 別 さ れ る ｡ w h e n - cl a u s e が

主 節 に 続 く 場 合 は ,
こ れ は た い て い v e r b-

m o d ifi e r で あ っ て
ト
主 節 と こ れ と の 問 に

, 休 止

や コ ン マ は 置か れ な い
｡ ｣ ( p .1 2 3)

こ の 解 説文 の 最 後 の と こ ろ で , 主 節 に 先行 す る

場 合 と 主 節 に 続く 場 合 の w h e n 節 の 働 き の 違 い に

つ い て 極 め て 簡 単 に 触 れ ら れ て い る が
,

こ れ だ け

で は ど う 気 を つ け た ら 良 い の か 分 か ら な い ｡ と い

う よ り も, こ の 前 に
,

実 際 の 指 導上 の 注意 と し て

(音 声 面 は 別 に し て) , ｢ … ｢ - で あ っ た上皇｣ と い
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う 日 本語 と 比 較 し て , ∇h e n ( - と き) が ｢ - ｣

の 前 に く る語!順の 違 い に 注 意 さ せ た い
｡ … ｣ ( 同

解 説 編 p .1 2 1) と い う
一 節 が あ り

,
そ れ を 見 る 限

り 位 置の 違 い は 気 に し な く て 良 い
, と い う 意 図 が

あ る よ う に 思 わ れ る ｡ w h e n が 初 め て 出 て く る 課

で の
, 実 際 に w h e n が 使 わ れ て い る 例 ほ 次 の 三 っ

で あ る
｡ ( L E S S O N 6 . P a r tl - 2 .)

( 2) a , W h e n y o u w e r e a b o y ,
w h a t di d y o u w a n t

t o b e
,
F a t h e r ?

b . W h e n l w a s a lit tl e gi rl
,
I li v ed i n a b e a u ti-

f u l vill a g e
｡

c .
W h a t d o y o u w a n t t o b e w h e n y o u g T O W u P ,

M l k e ?

(2 , a) と ( 2 , b ) は P a r tl に
, (2 . c) は P a r t2 に

,

そ れ ぞ れ 出 て い る｡

こ れ ら の 解 説 と 実 際 に 使 わ れ て い る 例 文 ま た そ

の 順 番 を 見 る 限 り , 接 続 詞 w h e n の 働 き は , あ る

文 ( 従 節) を 別 の 文 ( 主節) の- 一 部 と し て 埋 め 込

む こ と で あ り
,

そ れ は あ く ま で 文内 だ け の 問題 で

あ る か の よ う に 見 え る
｡

し か し こ れ は w h e n の そ

の 他 の 働 き を 無 視 し て い る わ け で は な く
, 外 国語

と し て 英 語 を 学 ぶ 初学 者 ( 口 本 の 中 学生) に と っ

て は 適切 な 配 慮 と 言え る ｡ 問題 は
, 接 続 詞 w h e n

の 働 き に 関 す る 記述 が ,
こ の 先学 習 者 の 習 熟 度 が

L が っ て も , 基 本 的 に こ の ま ま で あ る
,

と い う こ

と で あ る
｡

そ こ で こ の 小 論 で は
, 接続 詞 w h e n の 様 々 な 働

き と そ れ を 司 る 原 則 を 整l
=r
l-i ･ 慨観 し

, 学 習 者 の }

[

l >

T

1

燕 度 に 妃こじ て そ の 中か ら ど の よ う な こ と を 教 え て

い っ た ら よ い の か を
, 探 る こ と に し た い

｡

1
. w h e n の 様々 な働き : 説明す べ き事象

検証 の 過程 を 分 か り や す く す る た め に
, 従 属接

続 詞 w h e n の 用 法 を 次 の 二 つ に 分 け る こ と に し た

い
｡

(3) a . w h e n 節 で 述 べ ら れ て い る状 況 ･ 出来 事 が
,

主 節 で 述 べ ら れ て い る 状 況 ･ 出来 事 の 生

じ る 時 を 指 定 す る 場 合｡
二 つ の 状 況 は あ

る 時点 で は 同 時 に 生 じ て い る と 言 え る ｡

( 以下 ｢ 同時 用法｣ と 呼 ぶ
｡)

b . w h e n 節 で 述 べ られ 七 い る 状況 ･ 出 来事 が ,

主 節七 述 乍 ら れ て い る 状 況 ･ 出来 事 よ り

後 に ( ほ ぼ連 続 し て ) 生 じ る 場 合｡ ( 以下

｢ 継 続用 法｣ と 呼 ぶ
｡ )

こ の 二 つ の 用 法 の そ れ ぞ れ に 二 つ ず つ の 異 な る

具現 形 が あ る
｡ 同 時用 法 で は w h e n 節 が 主節 の 前

に 来 る 場合 ( 4 . a ) と 後 に 来 る琴合 ( 4 . b ) , 継 続

用法 で は w h e n の 前 に コ ン マ が あ る 場 合 ( 5 . a )

と な い 場 合 (5 . b ) ,
の そ れ ぞ れ 二 つ で あ る｡

( 4) a . W h e n l w a s 1 0 y e a r s ol d
,

m y f a th e r d i e d .

b . M y f a th e r di e d w h e n I w a s 1 0 y e a r s ol d .

(5) a . I w a s pl a yi n g
･

th e pi a n o
,

w h e n th e r e w a s a

kn o c k a t th e d o o r . ( Q u i r k
,
e t a l . 1 9 8 5)

b . H e w a s w alk i n g d o w n th e st r
･

e e t li s t e n i n g

t o m u si c o n h i s h e a d s e t w h e n a c a r h it

h i m . ( Q u i r k
,
et al . ib id .)

( 4 . a ) を 同 時用 法 w h e n 節 前 置型
, (4 . b ) を 同

時 用法 w h e n 節 後 置型
,

(5 , a) を 継続 用 法 コ ン マ

盟, (5 . b ) を 継 続用 法無 コ ン マ 型 ,
と そ れ ぞ れ 呼

ぶ こ と に す る
｡

な お
,

こ こ で い う 継 続用 法の w h e n

は , ( 6) の よ う な 関係 副 詞 の w h e n と 見 な す こ と

もrlJ 能 で あ る
｡

( 6) a , I r e m e m b e r th e d a y w h e n m y f a th e r di e d .

b , T h e b e s t ti m e o f lif e i s w h e n w e a r e y o u n g .

一 般 に 関 係 詞 と 呼 ば れ る もの の 特 徴 は , 関係 代

名言n.J で あ れ 関係 副 詞 で あ れ
, 接続 機 能 と 代 周機 能

の 向方 を 合わ せ 持 っ こ と で あ る ｡ ｢継続月] 法 の w h e n

は a n d tb e n と ほ ぼ 同様 の 意 味 を 持 つ ｣ と 多 く の

文 法 書 に 記 載 さ れ て い る が , ま さ に 接 続機能 を 持

つ a n d と 代 用 機 能 を 持 つ th e n が そ こ に 含 ま れ て

い る こ と が わ か る
o

た だ
, 代 用機 能 は そ れ 自体 あ

る 種 の 接 続 機能 を 内 に 有 し て い る た め
, 接 続詞 の

w h e n と 関 係 副 詞 の w h e n を 明 確 に 区別 す る こ と

ば 難 し い
｡

こ こ で は継 続 用 法 の w h e n も接続 詞 と

し て 扱 う こ と に す る
｡
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従属接続詞 の 談話モ ダリ テ ィ と そ の 英語 教育 に お ける意 義に つ い て

大切 な の は 名称 で は な く
, 機 能 と そ れ を 支 え る

要 因 で あ る ｡

上述 の 4 つ の 型 に よ る 区 別 は
,

か な り 大雑 把 で

あ る が , こ れ ら を 中J[一
､ に , w h e n の 従 属 接 続 詞 と

し て の 様 々 な 働 き を 検証 し て い く こ と に す る
｡ 検

証 で は , そ れ ぞ れ の 型 の 特 徴 と , そ れ を も た ら し

て い る要 因 に 焦 点 を 当て る
｡

2 . 説明 の枠組み

こ の 小 論 で は
, 基 本的 な 説 明 の 枠 組 み と し て

,

中右(19 8 4- 6) で 展 開 さ れ た ｢ 階層 意 味論｣ を 採 っ

て い る｡ こ の 理 論 で は
, 文 の 意 味構 造 の 基 本 的骨

格 と し て ( 7) の よ う な 階 層性 を 持 っ 構 造 を 仮 定 し

て い る ｡

( 7) S
2

｢ -----I-----I-
L
-1･-II-一--･･-- i

D- M O D A L I T Y S
i

r----I-一--一--一
⊥

一一一r

S- M O D A L I T Y P R O P
4

r-----I-･-II-I-･･-I--------･･
i
---I-- i

P O L A R I T Y P R O P
S

ヨ ≡≡⊆;≡

T E N S E P R O P
2

｢ - -
1

1

A S P E C T P R O P
l

最下 層 の P R O P
l

が 述 語 と 項 か ら成 る い わ ゆ る核

命題 で あ り ,
そ れ にA S P E C T

,
T E N S E

,
P O L A R I T Y

と い っ た 成 分 が 付 加 さ れ て 命題 P R O P
4
が 出来 上

が る｡ こ の P R O P
4
ま で が 客観 的 な意 味 内容 で あ り

,

そ れ に 主 観 的 な 意 味 内容 で あ る モ ダ リ テ ィ が 加 わ

り ,

一

つ の 文 が 形 成 さ れ る
｡

モ ダ リ テ ィ と は そ の

文 の 発話 時 ( 瞬 間的 現在 時) に お け る 発話 者 の JL ､

的態 度 の こ と で あ り ,
そ れ は 文 の 命題 部分 を 作用

域 と す る S ( s e n t e n c e) モ ダ リ テ ィ と
, 談 話 を 適

切 に 構 成す る た め に耳問 の ス ム
ー

ズ な 連結 を 確保

す る こ と を そ の 役 割 と す る D ( di s c o u r s e) モ ダ リ

テ ィ と に 区 別 さ れ る ｡ 例 え ば
,

あ る文 の 書 き 出 し

と し て (8) の よ う な も の が あ っ た と す る｡

(8) a . C o n v e r s el y ,
i d e all y , o u r c o m p a n y s h o u l d …

b . 逆 に
,

理 想 的 に は , 私 た ち の 会 社 は . … す

べ き だ ｡

こ こ で , 文 の 最 初 の
"

c o n v e r s el y/ 逆 に
"

は 前 の

文 と の つ な が り を 示 す (確 保 す る) 働 き を 持 っ て

お り , D モ ダ リ テ ィ の 例 で あ る
｡

2 番 目 に 出 て く

る
"

id e a ll y/ 理 想 的 に は
' '

は
, 発話 者 の 意 見 (主

観) で あ り , そ の 後 に 続 く 命 題 を 修 飾 し て い る の

で S モ ダ リ テ ィ で あ る
｡ 最 後 の

``

o u r c o m p a n y / 礼

た ち の 会 社 は
' '

は 主 語 で あ り
,
命 題 の 構 成 要 素 で

あ る ｡ H a llid a y の 用語 を 用 い れ ば
, 前 か ら 順 に

,

テ ク ス ト 的 機 能 (t e x t u al f u n c ti o n ) , 対 人 的機 能

(i n t e r p e r s o n a l f u n cti o n ) , 概 念 的意 味 (id e a ti o n a l

m e a n i n g) の 一 部 , を そ れ ぞ れ 担 っ て い る と も言

え る ｡

ま た
,

英 語 で は
一 般 に , 文 頭 に 置 か れ る 要素 は

そ の 文 の 主 題,
つ ま り 伝 達 さ れ る メ ッ セ

ー

ジ を理

解 す る 際 の 基本 的 枠組 み , と見 な さ れ る が , そ の

｢ 伝達 の 枠組 み｣ と い う 意 味 に お い て
, 例 文 ( 8)

の 始 め の 方 に 出て く る 語句 C o n v e r s el y ,
i d e all y ,

o u r

c o m p a n y を 全 て 主 題 と み な し , 複 合 的 主 題

( M c C a r th y ,
1 9 9 2) と 考 え る こ と も で き る で あ ろ う ｡

本稿 で は , 複 合的 主題 と い う 考 え 方 に 賛 成 し つ つ

ち, 議論 を 簡単 に す る た め に
, 文 頭 の 要 素 だ け を

主題 と呼 ぶ こ と に す る｡

モ ダ リ テ ィ や 主 題 は 本 来 ,
談 話 の 構造 に 関 わ る

概念 で あ る ｡ 単 一 の 文 に 関 し て も そ の モ ダ リ テ ィ

や 主 題 を 論 じ る こ と ば 可 能 の よ う に思 わ れ るが
,

い か な る文 で あ っ て も , 周 囲 の 状 況 や 先 行 す る文

脈 と 無 関係 に 発 せ ら れ る こ と は あ り え な い ｡ そ の

発 せ ら れ る 文 が そ の 時点 に お い て , 広 い 意 味 で の

文脈 に 照 ら し 合 わ せ て
, 適 切 で あ る こ と を 保証 す

る も の が モ ダ リ テ ィ で あ り , 主題 で あ る ｡

ま た
, 主 題 は

, 先 に述 べ た よ う に
, 発話 者 が 情

報伝 達 の 枠 組 み と し て 自 ら の 意志 で 選 ん だ も の で

あ り ,
そ の 意味 で 主 観 的 で あ る と 言 え る ｡

E a lli d a y ( 1 9 6 7) で は主 題 を
``

w h a t l a m t al k-

i n g a b o u t
' '

と 規定 し て い る｡

従 っ て
,

主 題 は
,

そ れ が 文 中 の ど の よ う な 要素

で あ ろ う と も , 階層 意 味論 の D モ ダ リ テ ィ で あ る

と 言 え る｡ ( 8) の 例 で 言 え ば , 主 題 は C o n v e r s el y

- 8 1 -



で あ り , 発 話者 は ｢ こ れ に続 く 内容 は そ れ 以 前 の

も の と は 反 対 の 内容 に な っ て い る の で
,

そ の よ う

に 聞 い て 理 解 し て 欲 し い｣ と い う 願 い を 述 べ て い

る の で あ る ｡ こ れ は ま さ に
, 発 話 時 に お け る 発話

者 の 心 的 態 度 で あ り , 主 観 的 な も の で あ り
,

さ ら

に は
,

そ れ 以 前 の 文 (文 脈) と そ の 後 に続 く 文 と

の 橋 渡 し を し て い る こ と が 明 ら か な も の で あ る｡

英 語 の 場 合 , 語順 が 固定 さ れ て い る の で
, 主 語 が

文 頭 に 来 る こ と が 多 い
｡

主 語 は 明 ら か に 命題 を 構

成 す る成 分 で あ る が
, 文 頭 に 来 た 場 合 は , (8) の

C o n v e r s el y の 場 合 と 全 く 同 じ意 味 で
,

発 話者 の 主

観 ･
｣L ､ 的態 度 を 表す D モ ダ リ テ ィ の 役割 も 果 た し

て い る
｡

以 上 を こ の 小論 に お け る 基 本的 な 説 明 の 枠組 み

と す る｡

3 . 説 明

こ こ で は前 節 で 述 べ た説 明 の た め の 基 本的 枠組

み を 念 頭 に 置 き
,

先 に 述 べ た 従 属 接 続詞 w h e n の

4 つ の 型 に つ い て , そ の 差異 を 中心 に 検討 し て い

く こ と に す る
｡

3 .1 . 同時 用法

同 時用法 の w h e n で は
, 従属節 は主節 の 出来事 ･

状 態 の 生 じ る 時 を 指 定 す る 働 き を す る｡
こ の こ と

か ら
, 冒頭 で 紹 介 し た教 科 書 で の 扱 い の よ う に

,

従 属節 が 主節 の 前 に 釆 よ う と 後 に 来 よ う と 違 い は

な い か の よ う な 扱 い 方 を さ れ て い る 場合 が 多 い
o

確 か に ( 9) の よ う に
,

二 つ の 文 を w h e n で つ な

げ た も の だ け を 見 て い る と
,

そ の よ う に 感 じ る の

も 当然 と 言え よ う ｡

( 9) a . W h e n l w a s y o u n g
･

,
I st u di ed h a r d .

b . I s t u d i e d h a r d w h e n l w a s y o u n g .

し か し
,

こ の 両 者 に は 明 らか な 違 い が あ る ｡ そ

の 違 い を 説 明 す る た め に , 自然 な 談話 の 構 成 の 仕

方 と い っ た こ と に つ い て , 考 え て み る必 要 が あ る ｡

メ ッ セ ー

ジ を効 果 的 に 伝 達 す る た め に は
, 伝 達

の 枠 組 み が し っ か り 構 成 さ れ て い な け れ ば な ら な

い
｡ 伝達 の 枠 組 み と は文 頭 の 要 素 で あ る主 題 の こ

と で あ る か ら
, 伝 達 の 枠 組 み が し っ か り 構成 さ れ

て い る と い う こ と は ,
メ ッ セ ー ジを 構 成 す る 各 文

の 主 題 が
, 目 的 に 適 う よ う な や り 方 で

, き ち ん と

選択 さ れ 配列 さ れ て い る , と い う こ と を意味 す る｡

M c C a r t h y ( 1 9 9 2) よ れ ば
, 選 択 の 仕 方 に も 配 列

の 仕方 に も, 代 表的 な 仕方 が そ れ ぞ れ 二 つ ず つ あ

る と い う
｡

配 列 の 仕 方 で 言 え ば ,

一

つ は
, (1 0 , a) の よ う

に
, 連 続 す る 文 の 主 題 を 同 じ も の に 統 一 す る方 法

で あ る｡ も う
一

つ は
, ( 1 0 . b ) の よ う に

, 前 の 文

の (主 題 以 外 の) 要 素 を 選 び , そ れ を次 に 続く 文

の 主題 と し て 設 定 し
, 前 の 文 と の つ な が り を 確 保

し て い く 方法 で あ る｡

( 1 0) a . [ 主 題L 陳述
1

] - [ 主 題
1

一陳 述J

] - [ 主 題
】

一陳述
k

]

-

[主 題
1

一陳述
lユー

]

b . [ 主 題
1

- 陳 述
1

]- - [ 主 題 し 陳述｣

]- ナ [主題 L

陳述
k

]

- [ 主題
1モ

ー陳述
m

]

ま た
, 主 題 と な る語 句 の 選 択 の イー

_
t二万 で い え ば ,

次 の 二 つ が
, 談話 が き ち ん と

一

定 の 方 向 を 向 い て

(方 向づ け ら れ て) 効 果 的 な 伝 達 が 行 わ れ る た め

に は
, 最 も 効果 的 で あ る と い う

｡

(l l) a . 時間 や 場 所 を 示 す標 識 語 を 主題 と す る

b . 主 要 な 登場 人 物 を 主題 と す る

次 の ( 12) は M c C a r th y (1 99 2) で 良 い 例 と し

て 紹 介 さ れ て い る も の で あ る
｡ 説 明 の 都合 上,

一

文毎 に 分 け , 記号 を つ け た ｡

(1 2) a . D e a r J o a n
,

b . r m si t ti n g h e r e a t m y d e s k w ri ti n g t o y o u .

c . O u t si d e m y w i n d o w i s a b i g l a w n s u r T O u n d-

ed b y t r e e s
,

a n d

d . i n th e m id dl e o f t h e l a Ⅵ7 n i s a fl o w e r b e d .

e . It w a s f ull o f d a ff o d il s a n d t u li p s i n th e

S p r l n g ･

f . Y o u

-

d l o v e i t h e r e .

g . Y o u m u s t c o m e a n d s t a y s o m e ti m e ;

h . w e
'

v e g o t pl e n t y o f r o o m .

i . L o v e
,
S a ll y .
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従属接続詞 の談話モ ダリ テ ィ と その 英語教育に お ける 意義 に つ い て

前半 の ( c) (d) で は
, 場 所 を 表 す標 識 が 主 題

に 用 い られ て 読 み 手 に 空 間 的 な 方 向づ け が 与 え ら

れ て い る た め
, 情 報 が ス ム ー ズ に 読 み 手 に 入 っ て

来 る o ま た , ( d) の 主 題 の 一 部 に は 前 文 ( c) の

要素 が 入 っ て お り ,
こ の 二 つ の 文 の つ な が り も極

め て ス ム
ー ズ で あ る｡ 後 半 に な る と , 当事 者 で あ

るy o u や w e が 主 題 と な っ て お り ,
こ れ ら は 伝 達

の 枠 組 み と し て は 最 も 自然 な もの で あ る
｡

こ れ に 対 し て
, 主題 の 選択 や 配列 を き ち ん と 考

え な い で 構成 し た メ ッ セ ー ジ は
, 何 を 伝 え よ う と

し て い る の か ピ ン と こ な い も の が 多 い
｡ 例 え ば

,

( 1 3) a . D e a r J o a n
,

b . Ⅰ
'

m sit ti n g h e r e a t m y d e s k w ri ti n g t o y o u .

c . A b i g l a w n s u r r o u n d ed b y t r e e s i s o u t sid e

m y w i n d o w a n d

d . a fl o w e r b e d i s i n th e m i d dl e o f th e l a w ll .

e . It w a s f u ll o f d a ff o d il s a n d t u li p s i n th e

S P r l n g
､

･

f . Y o u
'

d l o v e i t h e r e .

g . Y o u m u s t c o m e a n d s t a y s o m e ti m e;

h . w e
'

v e g o t pl e n t y o f r o o m .

i . L o v e
,
S a ll y .

こ の 例 で は , 前半 の ( c) ( d) の 文 の 主題 が 適

切 に 選 択 さ れ て い な い の で
,

せ っ か く 素 敵 な 情景

を 描写 し て も 読 み 手 の 頭 の 中 に は ス ム ー ズ に そ れ

が 入 っ て こ な い
｡

そ の た め
, 後 半の 部 分 で そ の 場

所 に招 待 さ れ て も行 き た い と い う 気持 ち が 起 き に

く く
, 全体 と し て ピ ン ぼ け の 内容 に な っ て い る ｡

一

つ
一

つ の 文 に 問題 が な い に も か か わ ら ず, 全 体

と し て 幼稚 な 感 じ を 受 け る の は
, 主題 の 構成 に対

す る配 慮 が 足 り な い か ら で あ る｡

こ の よ う に
,

一

つ の 段落 の 中 で
!

そ れ ぞ れ の 文

が 効果 的 に 結 び 付 け ら れ る た め の 鍵 と な る の が ,

各 文 の 文 頭 に 置 か れ る 主題 で あ る が
, 複 数 の 段 落

か ら成 る さ ら に大 き な 談話 を 考 え た と き, 今度 は ,

各段 落の 先頭 に 置 か れ る文 が そ の 段落 の 主題 と な っ

て い る ｡
こ れ は 主題 文 と 呼 ば れ る ｡ し か し 次 の 引

用 か ら も明 らか な よ う に
, 各 段 落 を 効果 的 に 結 び

付 け る役 割 を 実 際 に 果 た し て い る の は , 主 題文 全

体 と い う よ り も, 主 題 文 の さ ら に そ の 先 頭 に あ る

主題 で あ る ｡ (段 落 毎 に 番 号 を つ け
,

そ の 先 頭 の

単語 に 下線 を 引 い た
｡ ま た 引用 が 長く な る の で と

こ ろ ど こ ろ 省 略 し た
｡ 段 落2 は セ リ フ か ら 始 ま っ

て お り他 の 段 落 と は 性格 が 違 う の で 段 落7 や11 の

よ う に 省略 し て もか ま わ な い の だ が
, 話 の 展 開 を

分か り や す く す る た め に 残 し て お い た ｡)

( 1 4) 1 . 迦 w a s a k n o c k a t t h e o u t e r d o o r
･

, I t

o p e n e d
,

a n d M el B a k e r sf eld l e a n e d i n .

( 省略)
"

I w a s c o m i rl g b y ,

''

b e t ol d T a n y a .

"

I

c a n d r o p b a c k l a t e r
,
if y o u li k e .

"

2 .

"

P l e a s e st a y .

' '

s h e s m il ed a w el c o m e .

( 省 略)

3 . S h e w a t c h ed h i m a s h e w a lk e d t o a c h a i r

a c r o s s th e r o o m
. ( 省略)

4 . S h e s w it ch e d h e r a tt e n ti o n b a ck
,
a n d fill e d

i n a v o u c h e r
,

a n d h a n d e d i t t o th e gi rl .

``

G i v e t h i s t o t h e t a x i d i s p a t c h e r
,
P a t s y ,

a n d h e

'

ll s e n d y o u h o m e , ( 省略)

5 . W h e n t h e gi rl b a d g o n e
,

T a n y a s w u n g

h e r c h ai r a r o u n d t o f a c e M el
-

s . S h e s a id

b ri g h tl y ,

"

H u ll o .

"

6 . 旦堅 P u t d o w n a n e w s p a p e r h e h a d b e e n

gl a n ci n g a t
,

a n d g rl n n ed ･

` `

H i!
' '

7 . ( 二 人 の 会話 省 略)

8 . 坦由1 a u gh e d . ( 省 略)

9 . T a B l o o k e d a t h i m
,
i n q u i ri n gl y . ( 省略)

10 . H e h e si t a t ed
,
w ei g h i n g c o n fli cti n g cl ai m s

,

t h e n r el u ct a n tl y s h o o k hi s b e a d .

1 1 . ( 二 人 の 会 話 省 略)

12 . M el h el d th e d o o r o p eI1
,
a l ld t h e y w e n t o u t

i n t o t h e b u s tli n g ,
n o I S y m ai n c o n c o u r s e .

1 3 . T h e r e w a s a p r e s s o f p e o pl e a r o u n d t h e

T r a n s A m e ri c a c o u n t e r
,
e v e n g r e a t e r th a n

w h e n M el h a d a r ri v e d . ( H ail e y ,
A . A i r p o r t .

1 9 6 8 . B a n t a m B o o k s . p p .2 6- 7 .)

こ の 引用部 分 の 各 段 落 の 先 頭 の 単 語 を見 る と
,

先 に ( 1 0) (l l ) で 述 べ た 主 題 の 効 果 的 な 配 列 の

仕 方 と 選 択 の 仕 方 が 守 ら れ て い る こ と が 分 か る
｡

小 説 の こ の 引用 部 分 を 含 む く だ り で の 主要 な 登場

人 物 は M el と T a n y a で あ る が
,

T a n y a は こ の 前
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の と こ ろ で 既 に 登 場 して い る ｡ そ し て 段落 1 で
,

も う
一 人 の 主要 人物 の M el が T h e r e 構 文 で 場 面 に

登場 さ せ ら れ て い る｡ T b e r e 構 文 の 働 き は ま さ に

こ の よ う に
, 場面 に 新 し い も の を 導 入 す る こ と に

あ る｡ 段 落 3
,
4

,
6

- 1 2 は こ の 二 人 を 主 題 と し て

お り , 効果 的 な 主 題 の 選択 の 仕方 ( ll . b ) に 合致

し て い る｡ 注 目 す べ き は 段 落 5 の 主題 W h e n で あ

る
｡

こ の W h e n 節 は 確 か に 主 節 の 出来 事 の 生 じ た

時 を指 定 す る 働 き を 持 っ た も の で あ る が
,

だ か ら

と い っ て
,

主 節 と 従 属節 の 順番 を 入 れ 替 え た 次 の

よ う な 文 を 段 落 5 の 先頭 の 文 に し て 良 い わ け で は

な い
｡

( 1 5) S h e ( T a n y a) s w u n g h e r c h ai r a r o u n d t o f a c e

M el
-

s
,

w h e n th e gi rl h a d g o n e . S h e s aid b ri g h t -

1 y ,

"

H u ll o .

"

( 1 5) の 始 め の 文 の 主題 は 主要 登 場 人 物 の sh e で あ

り , 主題 の 選択 の 仕方 で は 問 題 は な い よ う に 思 わ

れ る が
, 段 落 5 の 役 割 は T a n y a の 同僚 の P a t s y

を 帰 宅 さ せ M el と T a n y a の 二 人 だ け の 場 面 を 作

る こ と に あ る｡ 各 段落 の 先頭 の 単 語だ け を 並 べ て

み る と そ の 違 い が 分 か る｡ (1 6 . a) は も と も と の 引

用 か ら の
, ( 1 6 . b ) は そ の 段 落 5 を (15) に 置 き 換

え た 場合 の
, 主 題 の 構 成 で あ る｡ (段 落 2

,
7

,
1 1 を

除 く ｡ )

(1 6 ) a . T h e r e- S h e- S h e- W h e n- H e- M el- T a n y a- H e-
′
＼ノ

~
ヽ

ー
′
＼ノ~ヽ

)

M el- T h e r e

b . T h e r e- S h e- S h e- S h e- H e- M el- T a n y a- H e -
l ■:■: i: ⊇ヨi■】

M el- T h e r e

(1 6 . b ) を 眺 め た だ け で は ,
こ れ と い っ た 状 況 の 変

化 が 感 じ ら れ な い
｡

そ れ に 対 し て ( 16 . a) で は
,

W h e Ⅲ が , 場 面 に 何 ら か の 変 化 が 生 じ た と い う こ

と を読 み 手 に感 じ さ せ て ( 注意 を 喚 起 し て) い る｡

実 際 に (15) の 文 を 元 の 文 と 入 れ 替 え て 全体 を 通

読 し て み れ ば ,
ピ ン ぼ け の 印 象 は 免 れ な い

｡ 文 内

の こ と だ け を 考 え れ ば
, 従属 節 と主 節 の 位 置関係

は
, 問 題 に は な ら な い の だ が

, 文 間や 談話 と い う

こ と を考 え れ ば
, 大 き な違 い が あ る

｡
主題 の 構成

は , ま さ に 発話 者 の 主 観 の 表 明 で あ り , 時 を 表 す

従 属接 続詞 w h e n が 文 頭 に 置 か れ た 場 合 は
,

主節

の 出来事 の 生 じ る 時 を 指 示す る だ け で な く, そ の

場 面 の 中 に新 し い 場面 や 状況 が 生 じ た と い う こ と

を 示 す標 識 と し て の 働 き が あ る と 言 え よ う ｡ そ し

て
,

ど ち ら か と い え ば
, 後者 の 働 き の 方 が 主 要 な

役割 で あ る よ う に 感 じ られ る
｡ 同様 に

,

( 1 7) I n a s m a ll p ri v a t e l o u n g e w h i c h w a s s o m e
-

ti m e s u s e d f o r V I P s
,
t h e y o u n g gi I

･

1 i n th e

u n if o r m o f a T r a m s A m e ri c a ti c k e t a g e n t w a s

s o b b i n g h y st e ri c all y .

T a n y a L i vi n g s t o n s t e e r e d h e r t o a c h ai r .

"

M a k e y o u r s elf c o m f o r t a b l e
,

"

T a n y a s a id

p r a cti c ally ,

"

a n d t a k e y o u r ti m e . Y o u

■

11 f e el

b e t t e r a f t e r w a r d
,

a n d w h e n y o u
●

r e r e a d y w e

c an t al k . ( A i r p o r t . p p .2 21 3 .)

( 1 8 ) T h e g i rl w i p e d r e d d e n e d e y e s w i th a l a r g e

li n e n h a n d k e r c hi ef w h i c h T a n y a h a d gi v e n

h e r . S h e s p o k e w it h d iffi c ul t y ,
c h o k i n g b a ck

m o r e t e a r s .

"

T h e y w o u l d n
-

t t a lk th a t w a y - .

s o m e a n
,
r u d el y . . . a t h o m e . . . n o t t o t h ei r w i v e s .

"

"

Y o u m e a n p a s s e n g e r s w o u ld n
T

t?
"

T h e g i rl n o d d e d .

"

S o m e w o ul d
,

"

T a n y a s aid .

"

w h e n y o u 甘e
I

些 些 幽 t s y , Y o u m a y fi n d o u t
,
th o u gh I

h o p e n o t . B u t if y o u
r

r e t elli n g m e th a t 些隻堅

b eh a v e li k e a d ol e s c e n t b o o r s L u h e n t h ei r t r a v el

pl a n s g e t c r o s s e d u p ,
r ll a g r e e w i th y o u ･

"

( A i r p o r t . p .2 3 .)

(1 7) の 下 線 を 引 い た 文 は , 乗客 の 理 不 尽 な 振 る 舞

い に 興 奮 し て 泣 い て い る 女 性 ス タ ッ フ に対 し て 向

け ら れ た言 葉 で あ る ｡ こ こ で も ま ず話 を す る前 に
,

興奮 し た 状 態 か ら 落 ち 着 い た 状 態 へ と場 面 が 変 わ

る こ と が 必 要 で あり , そ う い っ た 場 面 の 転 換 の 標

識 と し て w h e n が 文 頭 に 置 か れ て い る の で あ る｡

( 1 8) の 最 初 の 下 線部 も同様 で あ る ｡ こ の 場合 は,

妻 に 対 し て 理 不 尽 に 振 る 舞 う 夫 が い る と い う こ と

は 実 際 に 結 婚 し て み て わ か る こ と な の で
,

独身 か

ら結 婚 へ と い う 場 面 の 転 換 が ま ず必 要 で あ る｡ 主

節 と従 属節 を 入れ 替え て Y o u m a y fi n d o u t
,
P a t s y ,

w h e n y o u

-

r e m a r ri ed . と し て も意 味 は 通 じ る が
,

-
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従属接続詞 の 談話 モ ダリ テ ィ と そ の 英語教育に お け る意 義に つ い て

や は り 場 面 の 切 り 替 え と い う 点 で は w h e n 節 が 最

初 に あ る は う が 読 み 手 に と っ て 理 解 し や す い
｡

こ

れ に対 し て ( 18) の 二 っ 目 の 下 線 を 引 い た 文 は,

男 性 が 乱暴 な 若者 の よ う に 振 る 舞 う こ と が あ る と

す れ ば
,

そ の 一

つ に は 旅行 の プ ラ ン が 駄 目 に な っ

た 時 な ど が 入 る だ ろ う , と い う よ う な 意 味 で あ っ

て
, 文 脈 の こ の 箇 所 で 読 み 手 に 頭 の 中 の 場 面 を

｢ 男性 客 の 旅 行 プ ラ ン が 駄 目 に な っ た 時｣ に 転 換

を し て も ら い
, 転 換 さ れ た 新 し い 場面 で 何 か を 述

べ る
,

と い っ た 必 要 は全 く な い
｡ 主節 と 従属 節 を

入 れ 替 え て W h e n th ei r t r a v el pl a n s g e t c r o s s e d

u p ,
m e n b e h a v e lik e a d o l e s c e n t b o o r s . と す る と こ

の 場合 は話 の 流 れ が 不 自然 な 感 じ に な る
｡

こ の よ う に 文 頭 の 従属 接 続 詞 w h e n は , 主 題 で

あ り , 発話 者 の 主 観 の 表明 で あ り , 談 話 の 中 で 新

し い 場 面 の 登場 を 示 す標 識 で あ る ｡
こ の w h e n に

続 く 従 属節 の 内容 は , そ の 新 し
､
い 場面 の 説 明 で あ

り ,
そ の 場 面 に 関 し て

, 後 続 す る 主節 で 何 ら か の

コ メ ン ト が 加 え られ る｡ 普 通 こ の コ メ ン ト の 部 分

が 発話 者 の 最 も伝 え た い 部 分 で あ り , 従 っ て , 語

順 を 変 更 さ せ る な ど し て , よ り そ の 部 分 に 強調 や

焦 点 を 当て る こ と が 可能 で あ る が
, 場 面を 設 定 す

る 部 分 に そ の よ う な 特 別 な 効 果 が 加 え ら れ る こ と

は
, 本 来焦点 を 当て た い 主 節部 を 相対 的 に ｢ 軽 く｣

す る こ と に な り 不 自然 で あ る ｡

( 1 9) a .

*

W h e n i n c a m e J o h n
,
I w a s d oi n g t h e

di s h e s .

も. I w a s d o i n g th e d i s h e s w h e n ( s u d d e nl y) i n

c a m e J o h n , ( 村 田
,

1 9 8 2)

(1 9 .b ) は 継続 用 法 の 例 で あ る
｡

こ の 場 合 は 焦 点 は

w h e n 節 に あ る の で , 更 な る 効果 を ね ら っ て w b e n

節 内 で 倒 置が な さ れ て い る
｡

同時 用法 の w h e n 節 が 主 節 の 後 に あ る 場 合 は,

文 脈 に よ り ,
w h e n 節 は 旧 情 報 と も新 情 報 と も な

れ る
｡ ( 2 0) は 旧 情 報 の 例 , ( 2 1) は新 情 報 の 例 で

あ る ｡ こ こ で 興 味深 い の は
, 情 報 の 新 旧 に か か わ

ら ず
,

文 末 の w h e n 節 内 で は 語 句 の 倒 置 な ど の 現

象 は 起 こ り に く い
,

と い う 点 で あ る
｡ (2 2) ( 2 3)

を 参 照｡ ( 2 0) - ( 2 2) は村 田 (1 98 2) か ら の 引 用,

( 2 3) は筆 者 が 英 語母 国語 話 者( 複数) に 確認 し た

も の
, ( 24 ) は 村 田 (1 9 8 2) が Ⅲo o p e r- T h o m p s o n

(1 9 7 3) .
か ら 引用 し た も の で あ る ｡

(2 0) A : W h a t di d y o u d o w h e n J o h n h it y o u ?

B : I g o t a n g r y u ) h e n 遡 些 迦 些 . 【EE] 情 報】

(21) A : W h e n d id y o u g
-

e t a n g r y ?

B : I g o t a ll g r y w h e n J o h n hi t m e . 【新情 報】

(22) A ∴ . . a ll d a t t w o o
■

cl o c k s u d d e n l y i n c a m e

J o h n .

B : W h a t w e r e y o u d oi n g a t th e ti m e?

A : I w a s d oi n g th e di s h e s w h e n J e c a m e i n /

*
w h e n j 旦 h e c a m e . 【旧 情報】

(23) A : W h e n di d y o u g e t a n g r y ?

B l : I g o t a n g r y w h e n J o h n c a m e i n ( B u d-

地 . 【新 情報】

B 2 : I g o t a n g r y
*

w h e n

重工 【新情 報】

B 3 : I g o t a n g r y 三L u h e n

辿 ｡ 【新 情 報】

(24)
*

W e w e r e a ll m u c h h a p pi e r w h e n u p s t ai r s

li v e d t h e B r o w n s .

倒 置 を す る と い う こ と は
!

発 話 者 が 特 別 な 情 報伝

達 の 枠 組 み を 設 定 す る と い う こ と で あ り,
そ れ は

す な わ ち 発 議者 の 主観 の 表 れ で あ る
｡

従 っ て , 文

末 の 同 時 用法 の w h e n 節 に そ れ が 生 じ に く い と い

う こ と ば
,

こ の 型 の w h e n 節 が モ ダ リ テ ィ を 持 た

な い と い う こ と を 示 唆 す る
｡

つ ま り ,
こ の 型 の

w h e n 節 は 主 節 の 動 詞 句 の 内 部 に 客観 的命 題 の 一

部 と し て 存在 し て い る の で あ る｡ こ の 点 に お い て
,

モ ダ リ テ ィ を 有 す る 文 頭 の 同時 用 法 の w h e n と 対

照 的 で あ る｡
こ れ で 同 時 用法 の 検 討 を ひ と ま ず終

え
, 継 続 用法 に進 む

｡

3 .2 . 継 続 用法

最初 に , 継続 用 法 に つ い て
,

い く つ か の 文 法書

に あ る 用 例 と コ メ ン ト を 紹 介す る と
,

( 2 5 ) a , T h e l a s t m a n w a s e m e r gi n g f r o m th e e s-

c a p e t u n n el w h e n a d i s t a n t s h o u t si g n all e d

it s d i s c o v e r y b y t h e g u a r d s .

b ～. ( - ( 5 .a ) ) I w a s pl a yi n g th e pi a n o
,

w h e n
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th e r e w a s a k n o c k a t th e d o o r .

c . ( - ( 5 .b ) ) H e w a s w a lk i n g d o w n th e s t r e et

li st e ni n g t o m u si c o n h i s h e a d s e t w h e n a

c a r h it hi m .

C O M M E N T : T h e m o r e i m p o r t a n t i n f o r m a ti o n

i s gi v e n i n t h e s u b o r d i n a t e cl a u s e s
,

. ‥ T h e

eff e c t i s t o p r o vi d e a d r a m a ti c a n d e m p h a ti c

cli m a x .(Q u i r k
,
e t al .1 9 8 5 )

( 2 6) I t o o k s o m e pi c t u r e s o f th e s q u a r e a n d o f th e

c b il d r e n
,

w h o w e r e e n c h a n ti n g . I w a s j u s t g o
-

1 n g t O W a lk d o w n L e ni n A v e n u e
,

w h e n l w a s

a p p r o a c h e d b y a y o u t h o f ei g h t e e n o r s o a n d

t h r e e c o m p a n i o n s .

C O M M E N T : こ の w h e n は a n d th e n と 書 き 換

え る こ と が で き , 等 位 接続 と ほ と ん ど 同 じ

で あ る ｡ た だ 等 位接 続 よ り連 結性 が 緊密 で

あ る と い う 印 象 を与 え る ｡ ( 成 田
, 他 .1 9 8 4)

( 2 7) ( - (1 9 .b )) I w a s d oi n g t h e di s h e s w h e n s u d -

d e n l y i n c a m e J o h n .

C O M M E N T : w h e n i n c a m e J o b n と い う 語 順 に

は 何 か 意 外 性 が 含 意 さ れ て お り
,

. . . ( 村 田 ,

1 9 8 2)

他 に もた く さ ん あ る が
,

こ れ ら が 代 表的 な コ メ ン

ト で あ る.
ポ イ ン ト は 二 つ あ り

,

一

つ は
,

w h e n

以下 が 伝達 の 中心 で あ り , 主 節 は そ の 背 景 で あ る

と い う こ と｡ も う
一

つ は
, 継続 用法 の w h e n は a n d

t h e n と は ぼ 同 じ意 味 で あ り , し い て 言 え ば , a n d

t h e n に 比 べ て 連 結 性 が 緊 密 で あ る か の よ う な 印

象 を与 え る
,

と い う こ と で あ る｡ ま た , 継 続用 法

で は w h e n の 前 に コ ン マ を入 れ る 場合 と 入 れ な い

場 合 が あ るが
, 両者 を 厳密 に 区別 し て い る 文法 書

は ほ と ん ど 無 い と い っ て 良 い
｡

こ の 最後 の 点 に つ い て 筆 者 が 日 本 の 外 国語 専 門

学校 で 英語 を 教 え て い る 母 国語 話 者 に 尋 ね て み た

と こ ろ,
い く つ か 興 味深 い コ メ ン ト を得 る こ と が

で き た ｡ ま ず
, 継 続 用法 は 会話 で は あ ま り 聞 か れ

ず,
a n d t h e n が 普通 で あ る こ と ｡ ま た ,

コ ン マ の

あ る な し で は ほ と ん ど 意 味 の 違 い を感 じ な い と い

う こ と｡ そ れ よ り も, 書 か れ た も の を 読 む 場合 ,

コ ン マ が あ っ た 方 が 分 か り や すく て 良 い
,

と い う

こ と
｡

そ し て
, 最 後 に ,

こ れ が 最 も興 味深 い こ と

だ が
,

w h e n に 続 く 内 容 が 劇 的 あ る い は 衝 撃 的 で

あ れ ば あ る は ど , 継 続用 法 は 好 ま し く 感 じ ら れ る
,

と い う こ と で あ る
｡ 例 え ば

, ( 2 8) の 例 文 で
, ( a )

よ り も ( b) , さ ら に は ( c) の 方 が よ り 好 ま しく

感 じ られ る と い う ｡

( 2 8) a . I w a s p l a yi n g t h e pi a n o w h e n th e r e w a s a

k n o ck a t t h e d o o r .

b . I w a s w a t ch i n g th e T V w h e n s u d d e n l y th e

li g h t s w e n t o u t .

c ･ Ⅲe w a s w al k i n g d o w n t h e s t r e e t li st e n i n g

t o m u si c o n h i s h e a d s e t w h e n a c a r h it

h i m .

こ の 好 ま し さ の 度 合 い は ,
コ ン マ が あ っ た 方 が 良

い と い う コ メ ン ト と相 互 に関 係 して い る ｡ つ ま り ,

コ ン マ の な い 継続 用 法 の w h e n は , 同 じ位 置 に 生

じ る 同時 用法 の w h e n と 見分 け にく い の あ る
｡ 従 っ

て
,

そ れ が 継 続 用 法 で あ る と い う こ と を は っ き り

示 す 何か が な けれ ば な ら ず
,

そ れ が 内容 の 劇 的 さ

や 衝 撃 度 な の で あ る ｡ w h e n 節 の 内容 が 劇 的衝 撃

的 で ク ロ
ー ズ ア ッ プ さ れ れ ば さ れ る ほ ど

, 相 対的

に 主節 の 内容 が か すみ 背 景 化 す る こ と に な る｡ そ

う し て
, 継 続 用法 で は主 節 と w h e n 節 の 働 きが

,

同 時用 法 の そ れ と ち ょ う ど逆 に な っ て く る の で あ

る ｡ さ ら に こ の 母 国語 話 者 に よ れ ば
, ( 2 9 . a ) よ

り も (29 .b) の 方が 好 ま し く 感 じ ら れ る と い う ｡

( 2 9) a ･ I w a s w a t c h i n g th e T V w h e n th e li g h t s

w e n t o u t s u d d e n l y .

b . I w a s w a t c hi n g th e T V w h e n s u d d e n l y t h e

li g b t s w e n t o u t .

よ り好 ま しく感 じ ら れ る方 で は
,

s u d d e 山y が w h e n

の 直後 に 来 て お り
,

w h e n 節 で 述 べ ら れ る こ と が

劇 的 な 内容 で あ る と い う こ と を早 め に相 手 に 知 ら

せ る と い う 役割 を 果 た し て い る ｡ ま た , 次 の よ う

な 例 も あ る
｡

( 3 0) T h e o th e r d a y l w a s w a lk i n g f r o m m y ロa t

i n T o k y o t o th e l o c a l r ail w a y s t a ti o n w h e n

l h a p p e n e d t o p a s s a g r o u p of s m a ll c h ild r e n
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従属接続詞 の 談話 モ ダリテ ィ と そ の 英語教育 に お ける意 義に つ い て

w h o w e r e pl a y l n g b y t h e r o a d sid e .

( A .J .P i n n i n gt o n
,
I n si d e O u t . 三 修社)

こ の 例 で は b a p p e ll ed と い う 動詞 が , 前 の 例 で s u d-

d e n l y が 果 た し て い た の と 同 じ よ う な 役 割 を 果 た

し て い る と 言 え る｡

こ の よう に 継 続 用 法 の w h e n が 使 わ れ る 場 合 ,

発話 者 は w h e n 節 の 内 容 が 劇 的 衝 撃 的 で あ る こ と

を い ち早 く 読 み 手 に 知 ら せ よ う と 何 ら か の 方 策 を

講 じ る｡
つ ま り 発 話者 の 主 観 が 入 り 込 む こ と に な

る ｡ ( 2 8 . c) の w h e I1 節 に 発 話 者 の 価 値判 断 を示 す

u n f o r t u n a t el y を 加 え た ( 31) の よ う な 例 文 を 見

れ ば
, 主 観 が 入 っ て い る こ と が さ ら に は っ き り す

る｡

(3 1) H e w a s w a lk i n g d o w n t h e s t r e e t li s t e n i n g
･

t o

m u si c o ll h i s h e a d s et w h e n u n f o r t u n a t el y a

c a r h i t h i m .

主 観 的 表 現 が 入 る と い う こ と は , 継 続 用 法 の

w h e n 節 は モ ダ リ テ ィ を 有 す る 独 立 文 と い う こ と

を意 味 し
,

こ の 点 に お い て , 同時 用 法 の w h e n 節

後 置 型 と 対 照 的 で あ る｡ そ の 一 方 で
,
( 3 1) の u n -

f o r t u n a t el y は S モ ダ リ テ ィ で あ る か ら
,
そ の 前 に

あ る w h e n は D モ ダ リ テ ィ で あ り
,
前 の 文 と の つ な

が り を 確 保 す る 役割 を 果 た し て い る と い う 点 に お

い て は
, 同 時 用 法 の w h e n 節前 置型 の w h e n と 同

じ で あ る｡ で は こ の 両 者 ,
す な わ ち 同 時 用 法 の

w h e n 節 前 置 型 と 継 続 用 法 の w b e n 節 の 違 い は 何

で あ ろ う か ｡

一 言 で 言 え ば
,

そ れ は 場面 を 切 り 替 え る タ イ ミ

ン グ の 違 い だ と思 わ れ る
｡

先 に
, 同 時用 法の w h e n

節 前 置 型 の w h e n の 役 割 は
, 場 面 を 切 り 替 え て 新

し い 場面 を 導入 す る こ と で あ る
,

と い う こ と を 見

た ｡ こ こ で 継 続 用 法 の w b e n に よ る場 面 の 切 り 替

え の 仕 方 と 違 う の は
, 同 時用 法 で は

, 場面 が 切 り

替 わ る と き に
, 前 の 場 面 が き ち ん と 閉 じ ら れ 新 た

に 別 の 場 面 が 開 か れ て い る と い う こ と で あ る｡ 例

え ば (14) で は , 三 人 で い る 場面 か ら
一 人帰 っ て

( 多 分 恋 人 同士 の) 二 人 だ け が 残 る と い う 場 面 に

切 り 替 わ っ て い る ｡ ま た ( 17) で は
,
気 が 動 転 し

て ま と も に 詰 もで き な い 場 面 か ら
,落 ち 着 き を 取

り 戻 し て 話 が で き る と い う 場 面 に 切 り替 わ っ て い

る
｡

さ ら に (18) で は
, 未婚 の 状 態 か ら結 婚 後 の

状 態 へ と場 面 が 切 り 替 わ っ て い る ｡

こ れ に 対 して , 継続 用 法 で は , 場面 の 切 り替 え

は 突然 で あ る
｡

つ ま り 前 の 場 面 が 閉 じ ら れ て い な

い 状 態 で 新 し い 場面 が 開 か れ て い る ｡ こ の こ と を

端 的 に 示 し て い る の は , Q u i r k
,
e t a l . ( 1 9 8 5) に も

述 べ ら れ て い る が , 継 続 用 法 の w h e n 節 の 主 節 に

は進 行 形 が 用 い ら れ る こ と が 多 い
,

と い う 事 実 で

あ る ｡ ( 2 5) - ( 2 7) , (3 0 ) の 例 文 の 主節 は 全 て 進

行形 で あ る
｡

ま た 進 行形 で な い 場 合 で も
, (3 2)

の よ う に あ る 期間 持続 し て い る 状 態 を述 べ て い る

例 が 多 い ｡

(3 2 ) a . W e h a d j u s t f a ll e n a sl e ep w h e n th e b ell

r a n g ･

b . I w a s a b o u t t o r e pl y ,
w h e n h e c u t i n .

( T h o m s o n
,
e t a l .1 9 6 0)

c . I w a s J u s t a b o u t f alli n g i n t o a d o z e
,

w h e n

b e s t a r t e d u p f r o m th e ch a i r . ( T b o m s o n
,
e t

al .i bi d .)

d . I w a s i n a w ell- k n o w n P a ri s r e s t a u r
･

a n t

l a t e o n e n i g h t w h e n t h e k i t c h e n d o o r b u r s t

o p e n a n d o u t r u sh e d a w a it e r f u ri o u sl y

p u r s u ed b y t h e c h ef
,

h u rli n g a b u s e a t

h i m . ( 村 田
,
1 9 8 2)

e . I w a n t e d t o p h o n e M r . M u r a t a
,

w h e n l

r e ali z ed t h a t th i s w a s S u n d a y .

f . I n f a c t
,
h e h a d b e e n th u s e n g a g ed w h e n t h e

t el e p h o rl e m e s s a g e C a m e f r o m t h e a l r p O r t

a b o u t th e m i r ed A e r o- M e x i c a n J et W hi c h

T W A h a d b e e n a sk e d t o h el p e x t r
L

i c a t e .

( A i r p o r t . p4 0 .)

あ る 状 態 が 続 い て い る 時 に , 場面 を 切 り 替 え る と

い う こ と は
,

そ の 新 し い 場 面 は あ る 意味 突 発 的 あ

る い は 予期 せ ぬ 状 況 で あ り , 劇 的 衝 撃 的状 況 で も

あ る
｡ 継 続 用法 の w h e n は そ れ を 知 ら せ る 標識 で

あ り , w h e n 節 の 中 で は
,

劇 的 衝 撃 的 状況 を 読 み

手 に 確 実 に 伝 え る た め の 工 夫 が な さ れ て い る の で

あ る ｡ ( 3 3) は ( 2 9) を 再 掲 し た も の だ が
, (3 3 . a)

よ り ( 3 3 .b ) の 方 が 好 ま し く 感 じ られ る と い う 母
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国 語話 者 の 感 想 に そ れ が 見 て 取 れ よ う
｡

(3 3) a . I w a s w a t c hi n g th e T V w h e n th e li gh t s w e n t

o u t s u d d e nl y .

b . I w a s w a t c h i n g t h e T V w h e n s u d d e nl y th e

li g b t s w e n t o u t .

( 3 3 .b ) の w h e n s u d d e n l y は
,

発話 者 の 工 夫 を 示 す

複 合 的主 題 と も 言 え る
｡

3 .3 . ま と め

以 上 の こ と を ま と め る と次 の よ う に な る
｡

( 3 4) ① w h e n 節 が 主 節 の 後 に 生 じ る 場 合, 同 時用

法 で は そ れ は モ ダ リ テ ィ を 含 ま な い 純 粋 に

主 節 の 動 詞 句 に 含 ま れ る 命題 成 分 で あ り ,

継 続 用法 で は そ れ は モ ダ リ テ ィ を 含 む 独 立

節 で あ る .

② 同時用法 の w h e n 節 前置型 と継続 用法の w h e n

節 は ,
モ ダ リ テ ィ を 含 む と い う 点 で 同 じ で

あ り,
そ の 役割 は

, 場面 の 転換 と い う 形 で
,

前 の 文( 文 脈) と の つ な が り を 確保 す る こ と

で あ る
｡

た だ し
, 前者 の 場 合 は

, 現 在 の 場

面 を
一 度 閉 じ て 新 た に 別 の 場 面 を 開 い て い

る の に 対 し
, 後者 の 場 合 は

, 今 あ る 場面 を

閉 じ ず に , 新 し い 場 血 を 開 い て い る , と い

う 違 い が あ る｡

③継 続 用 法 で は w b e n の 前 に コ ン マ が あ る 場

合 と な い 場 合 が あ る が
, 両 者 の 間 に 意 味的

な 違 い は な い
｡ た だ し

,
コ ン マ が な い 場 合

は 同時 用法 と 形 が 全 く 同 じ に な っ て し ま う

の で
,

そ の 分 w b e n 節 に 発話 者 は 工 夫 を 凝

らす必要 が あ る ｡ そ れ は副詞 句の 前 置で あ っ

た り, 要 素 の 倒 置 で あ っ た り
,

ま た
,

述 べ

られ て い る 状 況 が 非 常 に 劇 的 衝撃 的 な も の

で あ っ た り ,
と色 々 で あ る

｡
コ ン マ の な い

形 が コ ン マ の あ る 形 よ り 緊 密 感が 増 し て い

る よ う に 感 じ ら れ る と す れ ば
,
そ れ は こ の

よ う な 工 夫 の 多 さ の た め で あ ろ う ｡

4
. 英語教育にお ける意義

前 節 ま で に
,

い わ ゆ る従 属 接 続詞 w h e n に つ い

て
,

そ の 文 中 で の 位 置 や 働 き を基 に 4 つ の 型 に 分

類 し
,

そ の 特 徴 を ま と め た が
,

こ れ ら は ど の よ う

に 教 え て い っ た ら よ い の だ ろ う か ｡

( 1 3) の 引用 は
,

主 題 の 構 成 が き ち ん と な さ れ

て い な い た め に メ ッ セ ー ジが 相手 に 上手 に 伝 わ ら

な い 例 で あ っ た
｡ 著者 の M c C a r t h y は こ の 文章 を

｢ 幼 稚 で ! 初級 レ ベ ル の 学 習者 が 手 紙 や エ ッ セ イ

を 書 こ う と す る 際 に 犯 し や す い 間違 い が 含 ま れ て

い る｣ と 評 し
,

そ の 原 因 を ｢ 文 法知 識 に 乏 し く
,

主 題 を 上手 に 構成 す る に 足 る 構 文 の バ リ エ
ー シ ョ

ン を 持 た な い か ら｣ と し て い る
｡

確 か に そ う で あ ろ う ｡
た だ 原 因 は こ れ だ け で は

な い と思 わ れ る
｡

と い う の も
,
｢ 構 文 の バ t｣ エ

ー

シ ョ ン｣ と い う 意 味 で の 文 法知 識 は ( た ぶ ん 受験

英 語 の お か げ で)
.

十 分 に あ る は ず の 日本 人大 学生

に 自 由英 作 文 を さ せ て み る と , ( 1 3) の よ う な 拙 い

文 章 は ご く 普通 に 出来 上 が る か ら で あ る
｡ 学 生 に

聞く と
, 外 国 人教 師 の 英 作文 の 授 業 な ど で も こ の

点 は 頻 繁 に 注意 さ れ て い る と の こ と で あ る
｡

つ ま

り こ の 場 合 は
,

M c C a r th y が 言 う よ う な 文法 知 識

の 不 足 で は な く , 構文 の バ リ エ ー シ ョ ン が 文脈 か

ら 切り 離 さ れ た と こ ろ で 個 々 に学 習 さ れ て い る の

で , 主 題 の 構成 と い っ た こ と に 対 す る 認 識が 低 い
,

と い っ た よ う な と こ ろ に 原因 が 求 め ら れ る と 考 え

ら れ よ う ｡

そ こ で
,

こ の よ う な 状 態 を 少 し で も 改善 す る た

め に , 例 え ば (14) の 引用 文 の 各 段 落 の 主題 だ け

を 書 き 出 し た (16 . a) ( - ( 3 5) と し て 再 掲) の よ う

な も の を 折 に 触 れ 生 徒 に 提 示 し て , 主題 構成 の 重

要 性 を 意 識 さ せ る こ と な ど が 必 要 に な っ て く る と

思 わ れ る ｡ 特 に , 筆者 の 体 験 か ら も , 文 章 の 内容

に 入 っ て 行 く 前 に 機 械 的 に 主 題 を 抜 き 出 し配 列 す

る と い う 作 業 は
,

主 題 に 対 す る 意 識 を 高 め
,

ま た

文 章 の 理 解 を 容 易 に す る 上で 非 常 に 効 果 が あ る
｡

こ れ は 中学校 や 高等 学校 の レ ベ ル で も無 理 な く で

き る学 習 方法 で あ ろ う ｡

( 3 5 ) T h e r e- S h e- S h e- W h e n - H e- M e トT a n y a - H e-

M e トT h e r e
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従属接続詞の 談 話モ ダリ テ ィ と そ の 英語教育 に お ける意 義に つ い て

そ し て こ の よ う な 作 業 を 数 回繰 り 返 す こ と に よ っ

て
, 生 徒達 が 自 然 に

, (1 0 ) で 示 し た ｢ 効 果 的 な

主 題 の 配 列 の 仕 方｣ や , ( l l) で 示 し た ｢ 効 果 的

な 主題 の 選 択 の 仕方｣ な ど を
, 教 師 か ら の ｢ 難 し

い｣ 説 明 が な く て も, 感 じ 取 っ て い く こ と が で き

る で あ ろ う と い う こ と は
,

想 像 に 難 く な い
｡

た だ し
, 教 師 の 資質 と い う こ と を 考 え れ ば

,
こ

の よ う な漠 然 と し た 感 覚 を 持 っ て い る だ け で は 語

学 教 師 と し て は 不 十 分 で あ る ｡ 当 然 , (3 4 ) で ま

と め た よ う な 文 法 知 識 が な い と
, ( 3 5) の 主 題 構

成 の 中の W h e n に つ い て は 十分 な (生 徒 の 納 得 が

い く よ う な) 説 明 は で き な い
｡

日 本 人が 英語 が 下

手 な の は文 法 教 育偏 重 の せ い で あ る と い う 批 判 を

受 け て , 最 近 は 使 え る 英語 ･ コ ミ ュ
ニ ケ

ー シ ョ ン

を 重 視 し た 語 学教 育 に重 点 が 移 り つ つ あ る｡ し か

し, か つ て 文法 教育偏 重だ っ た の は
,

コ ミ ュ
ニ ケ

ー

シ ョ ン 手段 と し て の 英語 を無視 し て い た の で は な

く
,

十 分 な 文 法 知識 が あ れ ば 後 は 練習 を積 み 重 ね

る だ け で 英 語 が 使 え る よ う に な る ,
と い う 考 え 方

が あ っ た た め で あ る ｡ こ の 考 え 方 自体 に は何 の 問

題 も な い ｡ む し ろ 今 日 の コ ミ ュ
ニ ケ

ー シ ョ ン 重 視

の 英 語 教育 に お い て
, 基礎 と な る べ き文 法知 識 が

お ざ な り に な る 危険 性 の 方 が 問題 で あ る と言 え よ

う｡ 日本 に お い て は英語 は ま だ 第 二 言語 で は なく
,

あ く ま で 外 国語 で あ り ,
そ の 学習 に は あ る程 度 は

意 識 的 な 文法 の 習得 が 含 ま れ な け れ ば な ら な い ｡

そ し て そ の 文法 は コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン に 役 立 っ 文

法 で あ り , そ の た め に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 役 立

つ 文 法指 導 が な さ れ な け れ ば な ら な い
｡

こ の 小 論

で 検 証 し た 知識 は , そ の よ う な 文法 指 導 の 一

つ の

サ ン プ ル と な る は ずで あ る｡
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