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0 . は じめ に

こ の 論文で はu n t i l 節の 中で 進行形が可能か どうか を中心

に考察する｡ そ /して 進行形が可能な場 合, 話し手は どの よう

に その 進行形で表され た状況 を捉えて い る かを考究する｡

K i t t r e d g e (1 9 6 9) はu n ti l 節は ｢ 完結的｣ で な ければ なら

な い の で ､
u n t i l 節に は進行形は 不可 とす る｡

1

次の 2 文を

参照｡

( 1 ) a . A l e x d a n c e d u n t ]

'

1 th e m u s ]

'

c s t o p p e d .

b . ? *A l e x d a n c e d u nt )
'

1 t h e- B us )

'

c w a s s t op p ) ng .

ただし
､ 次の 2 文特進行形 が使わ れて い るが

, 例外的に容認

可能で ある と述 べ て い る｡

( 2 ) a . J o b k ep t p l a y i n g p ok e r un t )
'

1 h e w a s
.

w )

'

n n )

'

n g ･

b . J o h n d i d n
l

t c o m e u n t )

'

1 Th e p a rt y TVa S b re ak )
'

ng

uP ･

例文(2 a) はJ o h n k ep t p l a y i ng p o k e r u n t i l h e b e g a n

wi n n i ng . の よ う な解敢が与え られ ると容認可能で ある と い

う
｡ 他方(2b) の進行形 も容認可能で あ るが ､ なぜ容認可能

に な るの か は説明が困難だとし､ 代りに 次の ような表現の は

うが好まれ るとして い る｡

( 3 )
'

J oh n d i d n
'

t c o m e u n t l
l

l a f t e r t h e p a r t y st a rt e d

b r e a k i n g up .

こ の論文で はKi t t r e d g e ( 1 9 6 9) が例 外とす る(2 a
,

b) の 文

( さら に( 1 b ) の文) は決 し て例 外で は ない こ とを手元 の 実

例 で検証す る｡

K i t t r ed g e ( 1 9 6 9) の 主 張 に 従 う な ら ば
､ 進 行形 は

【i m p e r f e c ti v e] ( ｢非完 結的｣) なも の である の で u n t i l 節に

は不可 また は不適 切 とな るは ずで あ る｡ しか し
, 彼 の主張 と

は反 対 に ､ 次 の ようにu n ti l 節に 進行形 が用 い ら れた実例 が

少なか らず存在す る｡

( 4 ) B u t th o s e w e r e t h e f i r s t a n d l a s t m et e o r i t e s

f o u n d u n [ )

'

1 th e s i x w e ek s e a s o n w a s e n d )

'

n g
l

a n d t h e

p a I
'

tY W a s P r eP a r ) ng t O L e a v e A n t a r c t L

'

ca ･ - B N C

( 5) H el e n C o o p e r w a i t e d u nt )
'

1 t h ey w e I
.

e h a v ]

'

n g th e ]

'

r

co f f e e . 1 S . S h e l d o n
,

R ag e o f A n g el s

( 6) M rs . R o b i n s o n r e a ch e d u p t o p u t o n e of h e r h a n d s

o n h i s s l e e v e . T h e n s h e s t o od sl o w l y u n t )

'

1 s h e w a s

f a c )

'

ng h )

'

m . 1 C ･ W eb b
,

Th e G ra d u at e

例文( 4 ) で は 瞬間動詞 ( a c h i e v e m e n t v e r b) の e n d と ､ 活動

動詞 (a c ti v i t y v e r b) のp r e p a r e の 進行形が使われて い る
｡

例文( 5 ) で は活動動詞 のh a v e( - d r i n k) の 進行形 に な っ て い

る
｡

また
､ 例文( 6) で は状態動詞(状態的意味を持 つ 動詞) の

fa c e が進行形で 用い られ て い る.

こ の よう な進行形 は どの よ うな要因 に よ っ て生起 可能なの

で あろ うか
｡

こ れら の 間琴を解決す る手掛か りはu nt i l の 本

来的な機能の 再吟味に ある｡ そして
､

u nt i l の機能を確認 し

て 初め て u n t i l 節の 中で 用 い られ る進行形 は決して 例外では

なく
､

しかる べ き要因に よ っ て 動機 づ けられ た言語形式で あ

る こ とが解明 で きる｡

l
l

. u n til の語重文法的機能と主節のアスペクト制約

本節で は ､ まずu nt i l の機能を確認 して おき た い
｡ 時間関

係を表すu nt i l は u p t o t h e ti m e ( w h e n) と い う意味で ある

の で ､ 主節の事態に 時間的限定･
･ 境界を付与す る役目を担う｡

こ の 時間的限定としゝ う機能は 言語学 の領域で は[b o u nd e d】

( ｢有界 的｣) と呼ばれ る
｡

なお
, 時間的 限定 は空 間的限定 と

対比 して 考え る と理解 しや す い
｡ たと え ば､ J o h n w a l k e d

a s f a r a s t h e s t a t i o n . の 文で は歩 い た距離 の範 囲が駅 ま

で で あ っ たとい う意 味で あ る の で
､

､
a s f a r a s th e s t a ti o n

は w a l k e d を範囲限定 して い る こ とに な る｡ 動詞 は 移動動詞

で あ り語嚢ア ス ペ ク トは [a t e l i c】で あ る が ､ 文全 体は 範囲

限定さ れ て い る の で [b o u n d e d] で あ る
｡

こ れ に 対 し､ J o h n

w al k e d t o th e s t a t i o n . の 文 で は到 着点 を示す 前置詞 の t o
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が 使わ れて い る こ とか ら終結点 ( e n d p o i n t) が 内在 的 に 含

まれ て い る こ とに なり ､
ア ス ペ ク ト は【t e l i c】(

｢終結的｣

｢完結的｣ ) で あ る｡ ま た､ 過去 形 で 表され た こ の 文 は終結

点 に到 達 した こ と を意味する の で【b o u n d e d】とv ゝう こ とに な

る｡

2

き て ､ a s f a r a s が空 間的範囲 を限定す るの に 対 して ､

u nt i l は 主節の 事態を時間的に 限定する働き をす る こ とを確

認したの で
､ 次 に u nt i l の 主節の アス ペ ク トを見て み よ う｡

主節の 事態は
｢継続｣ とい うア ス ペ ク ト特性を持つ もの に

限 定 さ れ る
｡

こ の
｢
継続｣ と い う ア ス ペ ク ト特性 を

【+ q u r at i v e】で 表す と､ 主節 の 語嚢ア ス ペ ク ト制約は 次の

よう に なる｡

( 7 ) 主節 の語嚢ア ス ペ ク ト制約 : 主節は【+ d u r a t i v e】

で な けれ ばな らな い
｡

こ の 【+ d u r a ti v e】と い う特性はV e n d l e r (1 9 6 7) の よく知 られ

た述語分類で は St at e
,

A c t i v i t y ,
A c c o 叩1 i s h Ⅲe n t に共 通

す る特性で あ る｡ しか し､
A c h i e v e m e n t は 卜 d u r a ti v e】で あ

るの でu n t i l の 主節に は用 い られ な い
｡

3

( 8) * W e n o t )

I

c e d t h e b a t u n ti l i t t o o k o f f .

- 1i e i n云m占ki(1 9 7 8)

なお
､

A c c o mp l
●

i s h m e n t は[ + d u r a ti v e】で は あ るが
､

u n ti l の

主節 に用 い る こ とは で き な い
｡
今こ の 理由 はA c c o m p l i s h m e n t

は 内在的に終結点(e n d p o i n t) が組み 込 ま れて い る の で
､

す

な わち【t e l i七】で あ る の で
､

u n t i l に よ っ て さら に 時間的 限

定を加え る こ とは で きな い か らだ と考えられ る｡

( 9) a .

*
J oh n b u ]

'

1 [ a h o u s e u n ti l h e r a n o u t o f b r i c k s .

- H e i n占m去ki(1 9 7 8)

b ･

*
J o h n p a ]

･

n t ed a p )
･

c t u r e u n ti l n o o n ･

- M ol t m a n n(1 9 9 1)

以上 の 点 をま とめ ると､ ( 7) の 語糞ア ス ペ ク ト制約は次 の よ

う に修正する必 要が ある｡

1 (1 0) 主 節の 語嚢ア ス ペ ク ト制約 : 主 節は【+ d u r a t i v e】

か つ [at e l i c】で な ければ ならない
｡

ちな み に ､ 次 の よ う に 開始点 を表すbe g i n やs t a r t の 相動

詞が使わ れて い る場合 に はA c h i e v e m e n t で は あ る が
､ 開始後

の
｢行為の 継続｣ をu n t i l は修飾して い ると解釈される｡

- (l l) l t w a s R o n P e t e r s o n
,･ s mi l i n g d o w n at h e r

,
a n d

C a th e r i n e
'

s h e a r t b e g a n t o p o u n d u n t )

'

1 i t b e g a n

t o b u r s t o u t o f h e r c h e s
L
f .

- S . S h e l d o n
,

Th e O th e r S )

'

d e o f M )

'

d n )

'

g h t .

( 1 2) I s t a r t e d d r e a m )

'

n g a g a i n u n t
I

'

1 I h e a r d f o o t-

s t e p s o u t s i d e .

- B N C

さ ら に
, 次 の よ うな変化動 詞 (b e c o Ⅲ e) の 場合 に も変化 後

の 状態 (b e m a n a g e r) ､ (b e a s l e ep) をu n t i l は修飾して い る｡

(1 3) E v e n t u a l l y h e b e c a m e m a n ag e I
･

a t t h e A l t
.
o n b r a n ch

u n t )

'

1 th e
l

S t O r e C l o s e d i n 1 9 6 5 .

- B N C

( 1 4) A f t e r d i n n e r a n d a m o v i e th e y b o th f el l 'a sl e ep

u n t ]

'

) t h e s t e w a rd a n n o u n c e d i t
-

w a s t i m e t o p r e p a r e

f o r l a nd i n g .

-

∫. C o l l i n s
,

V e n d et t a : L u ck y
r

s R e v e n g e

ま た､ 位置変化や 状態変化 を表すA c c o m p l i s h m e n t の 場合 に

も 同様 に変化後の 状態 をu n t i l は 修飾す る と解釈され る ｡ 換

言すると､
C A U S E[B E C O M E [S T A T E]] で 示されるA c c o m p l i s h m e n t

の 概念構造の 【ST A T E】の 部分 をu n t i l は修飾し て い る
｡ 次 の

例文(15) で は(b e b a c k o n t h e g od d a m n s t a nd) を ､ ( 1 6) で

は(b e m a r r i ed) の[S T A T E] の部分をそれぞれ修飾して い る｡

(1 5) C l a u d i a r a n t o w a rd t h e b e n c h .

"

T h e n p u t m e

b a c k o n th e g o d d a m n s t a n d u n t )

'

1 I c o n v i n c e y o u
,

"

sh e p l e ad e d . - C . R e i l l y ,
N u t s

( 1 6)
.'

I k n o w i t
T

s a t e r r i b l e t h i n g t o a s k
,

b u t -

w o ul d y o u b
y

e w i l l i n g t o m a r r y m e u n t l

'

1
-

u n t )

'

1

my m o t h e r d i e s
,

a n d t h e n g l V e m e a d i v o r c e?
"

- S . S h e l d o n
,

A S t r a n g e r )

'

n th e M l

'

r I
-

O r

とこ ろで
､ 次 の よ うに主 節に進行形 で は なく現在分詞が用 い

ら れ継続状況 を表す こ とが ある｡ (1 7) の 例で は w a t c h i n g と

現在分詞 とな っ て い るが､
こ れ は進行相を表して おらず､ s at

a n d w a t c h e d h i Ⅲ 皿t i l … の 意 でa c t i v i t y を表して い る
｡

(1 8) のw a v i n g も同様 にa c t i v i t y を表す｡

(1 7) S h e d i d n
T

t m o v e f r o m t h e b e d b ut s a t w a t ch )

'

ng

h ]

'

m u n t ]

'

1 f i n a l l y B e nj a m i n t u r n e d a r o u n d
.

a n d

w a l k e d t o th e d o o r
.

-

C . W e b b
,

Th e G I
-

a d u a t e

( 1 8) F r a n k s t o o d w a v i n g o n th e p l a tf o r m

_
u n t )

'

1 h e

c o ul d n o l o n g e r s e e h e r at t h e w i n d o w .

- K . H a r p e r , F a l l l
'

ng )

'

n L o v e

さ ら に
､

k e e p やc o n ti n u e の
`

よ うな継続 を表す相動詞 も可能

で あ る｡
い ずれの 場合も ア ス ペ クト は【+ d u r a t i v e】で ある｡

(1 9) I k ep t s h o u t )

'

n g u n t l

'

1 m y v o i c e w a s h o a r s e a nd

a m e r e s q u e a k i n Ⅲy t h r o at .

- H . R ob b i n s
,

A S t o n e f o r D a n n y F )
'

sh e r

( 2 0) H e b e l l o w ed w i th p a i n a n d r a g e
,

a n d s i t ti n g

a s t r i d e
,

c o n t )

'

n u e d p u n c h )

'

n g h e r s a v a g e l y l n t h e

f a c e u n t l

'

1 sh e l a yl St i l l . 1 B N C

次に
､ 主 節を羊進行形が可能か どうか に つ い て考えて みよ う｡

u n t i l の 主節 に進行形が用い ちれ た文の 容認可能性に つ い て

は言語学者の 間で も判断に揺れが見られ る.
H ei na m a k i(1 9 7 8)

は次 の よ うにu n ti l の 主節 に進行形 は用 い られ ない とす る
｡

(21) a . * J oh n w a s I
-

e ad ]

'

n g th e b o ok u n t ]

'

1 w e c a ln e .

c f . J o h n I
･

e a d th e b o o k u n t)
'

1 w e c a m e .

b . *M i k e w a s p l a y ) n g , [ e n n ]

'

s u n ti l h i s t o e s

h u r t .

c f . M i k e p l a y e d t e n n )

'

s u n t )

'

1 h i s t o e s h u r t .

ま た ､
K i t t r e d g 6 (1 9 6 9) は ､ 主節 に進行 形 が 用 い られた文 は

不 自然 で ある と判断 して い る｡

5
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U n ti l の 主節およ び従属節中の 語垂 ･ 文法的ア ス ペ ク トに 関す る
一 考察

(2 2) ?J o h n w a s w a )
'

t )
'

ng u n t )
'

) M a ry a r r i v ed .

こ れに 対し て､ D e c l e r c k( 1 9 8 1) は容認する立 場をと っ て い

る
｡

(2 3) J o h n w a s w at c h )
'

ng t el e v )
'

s )
d

o n u n t )
'

1 m i d ni g h t .

c f . J o h n w a t ch ed t el e v )
'

s )
r

o n u n t )

'

1 m i d ni gh t .

上記の 文献に は なぜ進行形が容認不可なの か､ 不自然なの か
､

ま た容認可能なの か, その理 由は示 されて い ない
｡ そ こ で ､

こ の ような判断の揺れの 原因を
､ 以下2 つ の 観点から考えて

みよ う｡

まず､ 進行形の有す る文法 的ア ス ペ ク ト特性の 1 つ で ある

[i 叩e r f e c t i v e】に注目 して みよう
｡

進行形 は 状況(si t u a t i o n) を ｢未完結 (i m p e r f e c t i v e) ｣

として ､
つ ま り, 【u nb o u nd e d】とし て表示す る表現形式で あ

る【c f . D e cl e r ck(199 l : 1 57)】｡ した が っ て
､ 進行形に よ っ

て 主節の状況を【u nb o u nd e d】に する文法 的ア ス ペ ク ト機能と､

u nt i l に よ っ て 主 節の 状況 を【b o u nd ed】に す るア ス ペ ク ト機

能とが衝突して しまうの で
, 結果的に

､
上の(21) や(22) は容

認不可ある い は不自
′

然と判断され る の で はな い かと推測 で き

る｡ こ の ア ス ベ タト衝突と い う考え方はDe cl et ck (1 9 9 1) が

進行形 とf o r t h r e e h o u r s の よう な継続時間副詞句との 共起

可能性 を論じる際に 与 えた説明 を基に して い る
｡ 以下､

こ の

考え方 をア ス ペ ク ト衝突説と呼んで おく ｡ 次の 2~文を比較し

て み よう
｡

( 2 4) a . T h e y t a ) k ed ab o ut t h e a c c id e nt F o r ( w o

h o u r s .

b . *T h e y w e r e t a lk L

'

n g a b o ut t h e a c ci d e nt f o r

t w o h o u r s .

- D e c l e r c k(1 9 9 1 : 1 8 2)

f o r 時間副詞句は 時間的限定を与 え るの で 恥o u n d e d】の 機能

を持 つ
｡ したが っ て(24 b) の よ う に【u n b o u n d e d】で あ る進行

形とf o r 時間副詞句を用 い た文は 非文法的 に な る｡

6
こ の線

に そ っ て 考える と
, 次例のw o r k e d をw a s w o r k i n g に す る こ と

はで 草な い こ とも自動的に説明で きる
｡

(2 5) I us e d t o w o r k w i t h h i m i n m y m o t h e r
■

s s h o p
-

h e w oI
'

k e d th e r e f o r ( W e n t y j )
'

v e y e a r s
,

u n t )

'

1 h e

d i e d a f e w y e a r s ag o .

- B N C

しか し､ 進行形が【u nb o u nd e d】で ある の で u n t i l とは 共 起

で きな い とv ) う理 由だ けで は 十分な説明が与 えられた こ とに

は な らな い ｡ なぜ なら , 単純形の 場合で も､ たと えば上併

(21 b) のMi k e p l ay e d t e n ni s u n t i l h i s t o e h u r t . の 文で

は u n t i l 以下を除い たJ oh n p l a y e d t e n ni s . の 部分は

【u nb o u nd e d】で ある か ら で あ る ｡ た だ し､
こ の 間題 点 は

【(u Ⅲ) b o u nd e 血e s s】の程度(d eg r e e) の違い を考慮すれ ば解決

さ れる｡
- 単純形と進行形 は ともに【u nb o u nd e dl で あるが

､ 進

行形 の は うがよ り【u n b o u n d edl で あ る｡ さ らにf o r 時間副 詞

句とu n ti l を【b d u n d e d n e s s] の 程度で 比較して み る と､
f o r 時

間副 詞句 は その継続期間の初 め と終りが､
つ まり期間の両端

( 左 端と右端 の 両方) がtb o u n d e d】され て い るが ､ u n t i l で は

期間の 終りだ けが
､

つ ま り右端だ けが【b o u n d ed】されて い る

の で
､

f o r 時間軸詞句の ほ うがu n ti l よ りもよ り【b o un d e d] で

あ る
｡

こ の よ うに 考え る と, f o r 時間副詞句は 準行形 とア ス

ペ ク トが激しく衝突 す るの で 完全に 非文法的 にな る が ､ u n ti l

は左端が【u nb o u nd e d】な の で ､ その ぶ ん進行形と共 に用 い て

もさ ほ ど容認度は 下が らな い と考え られ る｡
つ ま り､

u nt i l

は 主節の 継続時間の 右端だ けを P o u n d e d】す る の で ､ 左 端の

【u Ⅲb o 皿d e dl の 部分に 【皿b o u n d e d】な進行形 が用 い られ る可

能性が奉ると い う七と に なる
.

以上 がア ス ペ ク ト衝突説の考 え方 で あるが
, 次に もう 1 つ

の 観点から um t i l の 主 節の 進行形に つ い て 考えて みよ う. ア

ス ペ ク ト衝突説で は進行形 の【i mp e r f e ct i v e】と い う ア ス ペ

ク ト特性に 注 目した考え方 で あるが
､

こ こ で は 進行形の 有す

る【+ d u r a t i v e】とい う ア ス ペ ク ト特性に 着目 して みよ う｡

進行形 を用い る場 合に は必 ず ｢ 時間幅(d u r at i o n) ｣ が保証

され なければなら ない
｡ 語嚢ア ス ペ ク トの レ ベ ル でA c t i v i t y

( お よ びA c c o m p l i s h m e nt) の 動詞 (句) は 進行形 に する と時

間幅が縮小 される｡ ま た
､

A ch i e v e m e nt の 動詞で は
､ 進行形

に す ると時間幅が拡大さ れ､ 終点 まで の 前段階を表す近接未

来の 用 法や反復の 用法 に なる【c f . L e e ch( 1 9 8 5)1 ｡
こ の よ う

に 進行形 は い ずれの 場合に も ｢時間幅｣ を持 つ の で
､

つ ね に

【+ d u r a t i v e] で ある｡
こ の 点 を踏ま えてu nt i l の 主節の ア ス

ペ ク ト制約を見て み る と､ 主 節は【+ d u r a t i v e】で な けれ ば

なら ない と い うア ス ペ ク ト制約を進行形は満た して い る こ と

に な る｡ た だ し､ その 場 合, [ + d u r a ti v e】なA c t i v i t y の 動

詞で は単純形 との違 い が明 らか に されな ければ ならない
｡ そ

こ で
､ 単純形で は なく進行形 を用 い る場合に は ､ 単純形 で は

伝えられな い 進行形 特有の 意味が表され て と考える こ とが で

きる｡ 換言する と､ 進行形特有の 意味を表す必要が特 に見当

たら ない よう な場合 に は単純形の ほ うが 一

般的で あると い う

こ とに なる｡

以下, 次の よ う
'
に u n t i l の 主節 に進行形が用 い られ た実例

を検討して みよ う
.

!

( 2 6) E v e ry o n e s a w t h at th e h o r s e w a s g al l op )
'

n g

w e ] 1 u n( )

'

1
_
t h e r e w a s a c l e a n b r e a k o f t h e l e g .

-

B N C

( 2 7) F r a nk i e
,

a t 6 4
,

w a s
'

w o r k )
'

ng ri g h t up u n t )
'

1

h e w ats t ak e n i l l .

-

B N C

(2 8) G a r y w a s w o rk )
'

n g f o r I B M u n t )
'

1 1 9 6 9
,

w h e n h e

g ot a j o b a t S p e r r y .

-

L D C E (3 r d)

( 2 9) I w a s d a n c ) ng w )

'

t h th e o f f L

'

c e r s u n t )
'

1 t w o

o
]

c l o c k th i s m o r n l n g!
-

B N C

( 3 0) U n
.
t ]

'

1 t h e l a s t m i n u t e I w a s r e v)
'

s )
'

n g o u r

d o c uLH e n t
, O f t e n m a n )

'

n g .
s )g n )

'

f )
'

c a n t a l t e r n a t )

'

o n s
,

a n d r ) n g ) ng up m e m b e rs o f t h e G r o up f o r t h i s

a s s e rl t .

-

B N C

( 3 1) H e h ad k n o w n E l i o t s i n c e th e F i r s t W o r l d W a r
,

a n d a t t h a t t i m e a n d u n t )

'

1 t h e p o e t
l

s d e a t h i n

1 96 5
,

h e w a s s e e ) ng h･)
'

m f r e q u e n t l y .

-

BN C

( 3 ,2) H e w a s T e g a r d L

'

ng h e r w )
'

t h u n n e r v )
'

n g .
c o n c e n t

- I
･

a t )
I

o n
,

u n t )
'

1 s h e f e lt s h e w a n t ed t o d u c k d o w n

u n d e r t h e w a t e r
,

f e a r i n g h e r s w i m s u i t w a s s e e -

t b r o ug h o r s o m e t h i n g .

-

B N C

( 3 3) W i l l i a m T i d b u r y s t a t e d th a t o n l l D e c e m b e r

h e h a d b e e n w o r k
.
)

'

n g u n t )

'

1 1 a~t e a t a l o c a l f a r m

(t h i s h a d a l r e a d y b e e n b o r rl e O u t b y th e f a r m e r) .

- B N C

こ れら の 進 行形 は行為 ･ 過 程がu n ti l で 示さ れ る 時点ま で
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継続して い た こ とを表して い る が ､ 単純形 とは 異 なり､ 主語

の行為 ･ 活動そ の もの が焦 点化さ れ
､

とき に は 主観的に ま た

ときに古よ強調的 に表琴されて い る｡ (2 6) で は 骨折す るまで は

競争馬が順調に 疾走 して い た こ とが ､ (2 7) で はFr a n k i e が病

気 に なるま で は元気 に 働しゝて い た こ とが主観的 に描写され て

い る｡
こ の場合､ 話し手 (書き手) は 自ら の視点 を主語のt h e

h o r s e
,

F r a nk i e に置 い て ､ 主語 に共 感的 に そ の 行為 ･ 活動

を描写 して い る
｡

u n ti l 以 下の 出来事に よ っ て それま で の 順

調 な主 語の行為 ･ 活動が中断され､ 話し手 (書き手) は無念

さ を覚えて い る
1

. ( 2 8) で はG a r y がIB 削 こ 一 時的期 間働い て い

たこ とが表され､ 進行形の 持つ
｢ 一

時性｣ の意 味が反映さ れ

て い る｡ (2 9) で は役人た ちと朝の 2 時まで 締 っ て い た こ とが

感嘆的 に述 べ られ て い る｡ 朝の 2 時まで 踊 ると い う特別の 体

験が私 に と っ て は 印象的 で あ っ た の で ある
｡ (3 0) で は議員秘

書の私が原稿手渡しの 寸前まで 原稿の 校正 や手直し作業､ さ

らに 同僚議員へ の 同意確認の 電話な どに懸命に 取り組んで い

た様子 が あり ありと述べ られて い る
｡ 行為反復 を表す進行形

で あ る｡ ま た､ (31) は 瞬間動詞のs e e が進行形 とし て使わ れ

て い る の で反 復の意味で ある｡ (3 2) は ､ 彼が彼女( の 水着姿)

に視線 を 一

点集中させ ま じまじ と見つ め 続けたの で彼女 は不

安に な り水中に身を隠したい 気持ちに 駆られた とい う意味で

あ る｡ 書き手 は彼女の 視点に 身を置き､ 彼の執扮な視線を浴

びせ て い る こ とに批判的 な感情を抱 い て い る
｡ 最後に(33) で

は ､
ア リ バイ を主張して い る とこ ろに進行形が使われ て い る｡

進行形 の
｢強調用法｣ が うまく活か されて い る｡

こ れら の例文で は まさ に 進行形 その も の の 意味が表わさ れ

て い る の で ある｡ 具体的 に は ｢主 観性｣
｢ 一

時性｣
｢反復｣

｢ 強調｣
｢生 き生 き とし た生 彩｣ な ど意 味で ある【cf

. 安藤

(1 9 8 3)】｡ 単純形 の場合は 状況 を過去の 事実 として 客観的 に

述 べ た捉え方とな るの で ､ 進行形 の 持つ こ れらの 多彩な意味

合 い は伝 えられ ない
｡

つ ま り､
u n t i l 節の進行形 は上 で 述べ

たさま ざまな話し手の 表現 意図 を表すた め に選 択された表現

形 式で あると言えよう
｡

7

これ らの 点 を踏ま えた上 で
､ (2 1) ､ ( 2 2) ､ ( 2 3) の例 を検討

して みよ う｡ (2 1) ､ ( 2 2) で は特定の 時点 まで
｢読書した｣

｢
テ ニ ス をした｣

｢
待 っ た｣ こ とが客観的 に述 べ られて い る の

で
､ 進行形 に す る動機 づ けが 存在 し ない

｡ (2 3) で は
､

H o w

l o n g 【H o w l a t e】 d i d J o h n w a t ch t e l e v i s i o n ? に 対す る答

えとしては飼 鮒 oh n w a t c h e d t e l e v i s i o n u nt i I m i d n i g h t .

と答え る の が 自然 とな ろ う｡

一

方 ､
W h a t w a s J o h n d o i n g

u n t i l m i d n i g h t ? に 対す る 答えとして はJ oh n w a s w a t ch i n g

t e l e v i s i o n u nt i l mi d n i g h t? が自然と なる｡ そ して こ の 場

合に は
､

コ ン テ クス トに よ っ て は
｢
真夜中まで テ レ ビ を観て

い た｣ こ とに 対して 話し手の 批判的態度が表され る こ とも あ

る｡

以 上 の 考察か ら､ 主節 は[ + d u r at i v e】で か つ [at e l i c】と

い う語嚢ア ス ペ ク ト制約 を持 つ こ と が明 らか に な っ た
｡

さ ら

に
､ 進行 形 は [ + d u r a t i v e】で ある の で こ の ア ス ペ ク ト制約

を満 たすが, その 場合､ 単に ｢継続｣ の意 味を表すの で は な

く ､ 上記 の 進行形 独自の さま ざまな意味を表す こ とが わ か っ

た
｡

2 . u n til 節の進行形に つ い て

前節で は
､

u n t i l の 機能 は主 節 を時間 的に 限定 す る こ とで

あ る羊 と を確認 した
｡

こ

_
の こ とは u n t i l 節 は 境界点 を表す事

態で なければ ならな い こ と を意味す る
｡

そ して
､

そ の 境界 点

として は 終結 点 が代 表的 で あ る｡ した が っ て ､ u n ti l 節内に

は 明確 なe n d p o i n t を持 つ 動詞 (句) ､
つ ま り【t e l i c】の 特性

を 持 つ 動詞句 が 来 る 場 合 が
一

般 的 と な る ｡ 典 型 的 に は

a c c o mp l i sh m e n t とa c h i e v e m e n t の 場合で ある｡

8

( 3 4) I e a r n e d t h e m o n e y f o r th e f a m i l y ,
u n t l

'

1 h e

d J e d .~ - B N C

( 3 5) S h e d i d n
r

t s t o p r u h n i n g u n t )

'

1 s h e r e a c h e d G r a n d

C e n t I
-

a l S l a t )

r

o n . - i . C o l l i n s
,

L o v e K )
'

l l e r s

( 3 6) S h e r e s o l v e d t o d r i nk~ n o m o r e c h a m p a g n e u n t ]

'

1

sh e g o t h o m e . - R . J a f f e
,

c l a s s R e u n )

'

o n

( 3 7) T h e y t a l k e d u n [ 1

'

1 th e c o f f e e s h o p c l o s e d
,

a n d

b y t h a t t i m e t h ey
~ w e r e o l d f r i e nd s .

- S . S h e l d o n
,

A S t I
.

a n g e r l

'

n t h e M ]

'

I T O I
.

こ こ で ､ 境界点 と終結点 の 区別を明確に して お く必要があ

る
｡ 境界点 は 時間軸上の 明確な点で あればよく

､ 時間軸上 に

任 意に 指定され る点 で ある ｡ 他方 ､ 終結点 ( e n d p o i n t) は 境

界 点の 最終点で あり唯 一 無 二 に 指定され る点 で あ る｡
つ まり､

境界点 ≧終結点 とい う包含関係が成り立 つ
｡ 愉えて 言えば､

境界点 は ｢各駅 停車｣ の ｢停車駅｣ で あり､ 終結点 は ｢終着

駅｣ で ある｡

こ の よ うにu n ti l 節が時間軸上 に 任意に 指定さ れる境界 点

を表す こ と は
､ 次 の よ うに al m o s t やn e a r l y と共起 した文が

Lin t i l 節に可能で ある こ とで 確かめ られ る｡

9

( 3 8) S h e d i d n
l

t f a l l a s l e e p u n t ]

'

1 )

'

t w a s n e a r l y

l ]

'

g h t
,

a n d t h e n s h e o v e r s l e p t .

- R . J a f f e
,

F l

'

v e W om e n

(3 9) S e r f a t y s u f f e r e d t e r r i b l e i nj u r i e s : t h e y b r o k e

h i s b o d y u n t )

'

1 h e a l m o st d )

.

e d
,

b u t th e y c o ul d n ot

b r e a k h i s sp l ri t . - B N C

境界点 が任 意 に 指定され る点で ある と い う こと は話し手 は

主観的 に事態 を境界 化する こ とが出来 る こ とを意味す る｡
こ

の視点が以下の議論で 決定的に 重要な意味を持 つ
｡

以下､ 次の よ う に進行形がu n t i l 節に 用い られ て い る場合

を検討して み よ う｡ 冒頭で挙げた例文( 2 a
,

b) ､ ( 4) ､ ( 5) ､

( 6) を再録す る｡

(4 0) a . J o h n k e p t p l a y i n g p ok e r u n ti l h e wa s w )

'

n n ]

'

n g .

●

b . J o h n d i d n
l

t c o m e u n [ )
'

1 th e p a I
'

ty w a s b r e ak )
'

ng

up .

-

K i t t r e d g e (1 9 6 9)

(4 1) B u t t h o s e w e r e t h e f i r s t a n d l a s t m e t e o r i t e s

f o u n d u n t )

'

1 th e s ]

'

x w e ek s e a s o n w a s e n d )
'

n g a n d

th e p a r t y w a s p r ep a r l n g t O L e a v e A n t a T Ct ]

'

c a .

1 B N C

( 4 2) H e l e n C o o p e r w a i t e d u n t )

'

1 th e y
,

w e r e h a v ]

'

n g

th e )

'

r c o f f e e .

-

S . S h e l d o n
,

R a g e o f A n g el s

( 4 3) M r s . R o b i n s o n r e a c h e d u p t o p u t o n e o f h e r

h a n d s o n h i s s l e e v e . T h e n s h e s t o o d s l o w l y u n t )

'

1

sh e w a s f a c ]

'

n g h )

'

m . 1 C . W e b b
,

T h e G r a d u a t e

便宜 上､
こ れ らの 例 の u n ti l 節に 生 じて い る進行 形 を3 つ

の タ イ プに 分 けて 検討 して みよ う｡ まず (4 0 a
,

b) (4 1) の

タ イ プで あ る が ､
こ の 進行形 で は日舜間 動詞 が使われ て い る の

で 近接 未来を表して い る ｡
こ の 場 合 ､

e n d p o i n t に近 接す る
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u n t i l の 主節 およ び従属節中の 語嚢 ･ 文法的ア ス ペ ク トに 関す る
一

考察

時点が表されて る が
､ 終結点は 表して い な い の で

, 文法的ア

ス ペ ク ト と し て は【i m p e r f e c ti v e】､ す な わ ち , 本稿 で の

【u n b o u n d
,
e d] に相当す る の で , u n t i l の [b o u n d e d】とい う機能

と
一

見矛盾して い る よう に思 われる
o

しかし
､

こ こ で 注意す

べ き点は ､
皿t i l は 進行形 の表す1 局面 を境界 化 (b o u nd i ng)

する こ とば 可能で ある とい う こ とで ある｡
こ の境界化 とい う

の は局面化､
ある い は 段階化と言い 換えて もよ い

｡ (4 0 a
,

b)

や'(4 1) の 例 で は ､
e n d p o i n t に 近接し て い る段階や 局面や

i

｢点｣ 的に 捉えられ てしゝる わ けで ある. (4 0 a) で は ポ ー カ ー

で 勝ちか けて い る段階が
､ ･(4 0 b) で は パ ー テ ィ

ー が終り かけ

て い る段 階が こ れらの 進行形 に よ っ て表され て い る
｡ 勝利を

収める こ と､
パ ー

テ ィ
ー が お 開き に な る こ とがe nd p oi n t で

あ るわ けだ が
､

こ こ の 進行形 は その e n d p o i n t に近 接し た段

階を指して い る｡
こ の よう にe n d p o i n t その も の で は な い̀ が

､

そ こ に 近 い 段階が言わ ば ｢境界点｣ を拡張し た ｢局面｣
｢段

階｣ として 認識されて い る わ けで ある｡

この よう な考え方を進め て い く と
､ 冒頭で 挙げた(1b) の

例文の 場合も瞬間動詞 のst op が使わ れて い る の で
､ 音楽が

止 まりか けて V ゝる段階ま で ア レ ッ ク ス は 踊り続けた とい う解

釈が可能となるような文脈で は容認可能 な文となろ う.

次に い く つ かこ の タイ プの 進行形が用 い られて い る例を挙

げて みる
｡

(4 4) S h e h ad t h e d r e a d f u l t h o u gh t t h a t o n c e h e r

h a rld s p l u n g ed i nt o t h e f o u l g r e a s i n e s s , s h e w o ul d

f e e l r e a ch i n g , g r a s p l ng h a n d s u n d e r th e s u r f a c e
,

c l ut ch i n g a t h e r
, p u l l i ng h e r d o w n u n t )

'

1 s h e w a s

d r o w n I ng .

- B N C

(4 5) Sh e d i d n ot u n d e r s t a n d w h a t h e h a d m e a n t u n t ]

'

1

t h e y w e r e g e t t L

'

ng )
'

n [ o t h e c a r . - B N C

(4 6) A f t e r t h at i f o r g o t ab o ut s e e i n g T a v e t t a n d

d i d n
.

t r e m e mb e r u n t )
'

1 I w a s l e a v L n g th e b u )
'

1 d )
l

n g .

-

B N C

(4 7) B e l l e d e v i s e d t h e t r i c k o f w a i t i n g b y a f o o d

s t a 1 1 a t a h a l t u nt )
'

1 th e t r a ]

'

n w a s j u s t p ul l )
'

ng

o u t a g a )

'

n .

-

B N C

(4 8) W e s a w e a c h ot h e r a l ot
,

a nd w e w e r e v e ry c l o s e
,

b ut w e d i d n
r

tl l i v e t og et h e r a ct u al l y u n [ )

'

1 h e w a s

dy L

'

ng ･ I t o o k t h r e e m orlth s o f f w9 r k a nd t o ok c a r e

o f h i m . 1 D . S t e el
,

Th e R a n c h [衣笠(20 0 1)I

な お､ 次の a p p r o a c h よ うな場合も同様の 説明 が可能で あ

る｡
a p p r o a ch は g o n e a r の 意味で あるか ら

､ 過程動詞で あ

るが､ 進行形に なる と到達 点 に近 づ い て い る ことを表す｡
こ

の例 で は
｢

ハ ン ナが50 歳近 く に なろうと して い る頃ま で｣ と

い う意味を表す
｡

(4 9)
I

U n f )

'

1 sh e' w a s a p p r oa ch )
'

ng h e l
l

h a l f c e n t u r y

H a n n a h w a s p r ob a b l y t h e l e a s t t r a v e l e d p e r s o n

a n y w h e r e i Ⅲ th e n o r t h e r n c o u nt ri e s . - B N C

以上 は u nt i l 節に 瞬間動詞の 進 行形 が用 いう れ
､

u n t i l が

進行形の 表す ｢前段階｣ を境界化の基準に して い る場合で あ っ

たが､ 次 に瞬間動詞以外の動詞が用 い られ る事例 を検討 して

み よう｡

(5 0) S h e c o o k e d d i n n e r f o r K e n . H e w a i t e d u n t )

'

1

th e y w e r e h a vi n g d e s s e r t b e f o r e h e b r o u gh t u p t h e

s ubj e ct .

"

Ⅰ
■

d o n
-

t w a nt t o p r y ,

.T

h e s a i d
,

‖

b ut

s h o u l d n
'

t w h o e v e r th e p r o u d p a p a i s b e d o i n g

s o m e th i ng - ?
"

- S ･ S h e l d o n
,

R a g e o f A n g e l s

彼女 ( ジ ェ ニ フ ァ
ー

) は ある男の 子供を身ごも っ て い る｡
し

同僚の ケ ン は 彼女 の こ とを気遣い
､ 相手 の 男 は彼女 に 何らか

の ( 経済的) 援助をす べ きで は なv ゝか と助言しよ うと思 っ て

い る｡ 彼女の 手料理 を食 べ なが らケ ン は その 話題を切 り出す

チ ャ ン ス を伺っ て い る｡ そして デザ ー トが出され る
｡

ケ ン は

デザ ー トを食べ なが ら思 い 切 っ て その 話題を持ち 出す とい う

場面で あ る
｡

こ こ で はケ ン がその 話題を持ち出したの は デザ ー

トを食 べ て い る最中で あり､ そ の前で も その 後で もな い こ と

に 注意す べ きで あ る
｡

こ の 点で ､ 上で 扱 っ た瞬間動詞の場合

と は 異 なる
｡ 活動動詞 (h a v e) の 進行形 に な っ て い るの で

進行中の プ ロ セ ス を表し て い る
｡

こ こ で 注 目 した い の は

de s s e r t で ある｡ ス
ー プ､ サ ラダ､ メイ ン デ イ シ ュ

､ デザ ー

ト
､

コ ー ヒ ー の よ う に順 番に 出さ れ るdi n n e r で あ る の で

de s s e r t は そのdi n n e r の
一

段階 ( ある い は最終段階) で ある
｡

こ の例で は
,

､
デザ ー トを食 べ て い る段階がク ロ ー ズア ッ プさ

れて い る｡
つ ま り､

デザ ー トを食 べ て い る段階が 時間的に ひ

とま とまり として 捉えられて い る｡
ひ とまとま りに くく られ

た段階全 体が さらに 時間上の ひ とつ の
｢局面｣ として 捉え直

され て い る
｡

こ こ で は行為の プロ セ ス が境界化の基準とされ

て い ると考えられ る｡

次の例で はr ai n の進行形が使われ て い る｡

(51)
- ■

Y o u u s e d a s a w ed - o f f sh o tg u n u n d e ｢ a r a i n c o a t ?
‖

"

T h at
'

s r i gh t . I w ai t e d u n t )

'

1 1 t w a s r a )
'

n ) n g ,

a n d t h e n h i t a b a nk .

‖

- S . S h e l d o n
,

R ag e o f A n g e l s

銀行強盗 をするの に銃身の 短 い 散弾銃を使 う計画を立 て て

い た私は その散弾銃を レイ ン コ
ー トの 中に隠す必要があ っ た｡

レイ ン ア
ー トを着るため に は雨の 日で なくて は不自然で ある

.

私は雨 の 引手なるまで 犯行の 機会を待 っ て ､ そして 雨 の 日が

来る
｡ 雨 の 中 レイ ン コ

ー ト に散弾銃 を忍 ばせて 犯行 を実施 す

る.
こ こ で も雨 が降っ てV ゝ る段階が決定的に 重要で ある

o 雨

が降 っ て い る その プロ セ ス が時間的に ひ とま とまりの 段階と

して 捉えられ てし) る .

こ の 2 例の よう に活動動詞の進行形の場合に は ､ その活動

が開始された後の 動作の継続状態 が表されて い ると考えられ

る
｡

そ の 動作の 継続状態 に
｢
変化｣ す る述語 は 言語化

(e n c o d i n g) され て い な い わ けで ある
｡

つ まり
､

｢
変化｣ の段

階を飛 び越 えて 変化後の 継続状態 だ けが 言語化されて い るわ

けで ある｡ こ の よ うな現象が可能に なる の は u n t i l が本来的

に時間的 ｢
境界｣ を指定する とい う機能を備 えて い る からで

ある｡

次の よ うに u nt i l 節 に活動動詞 の進行形が便われ て い る例

はか なり多い
｡

い ずれ の場合も変化後の進行中の行為や 出来

事を境界化､
.段階化し た捉 え方 に な っ て い る｡ 次例 を参照

され た い
｡

(5 2) Sh e h a d n
T

t r e a l i z e d u n tl
l

l s h e w a s b u m p )

'

n g al o n g

[h e r o a d a fr a y f r o m th e d o ck th a t s h e
r

d b e e n s h a k i n g

l i k e a n a s p e n l e a f .

-

B N C

(5 3) I t w a s n o t u n t L

'

) h e w a s c l )

'

m b ]

'

n g th e s t a )

'

r s
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i n f r o nt o f h e r th a t T u g r e a l i z e d s u d d e n l y ,
c ol d

I a nd h a r d
,

w h y h e r e y e s h a d f l i c k e r e d b e f o r e s h e

a n s w e r
･

e d .

- B N C

( 5 4) T h a t n i gh t , t h e p e ng ui n w a i t e d u n t )

l

l th e s e a l

w a s s l e ep ] n g ,
s l n g l n g g e nt l y t h r o u g h h e r b e a u t i f u l

w h i s k e r s . 1 B N C

( 5 5) I t w a s n
'

t u n t )

'

1 s h e w a s s tu mb l )
'

ng f r o m th e

r o o m t h a t s h e s a w h e r m o th e r . - B N C

( 5 6) I t w a s n o t u n t l

'

1 th ey w e r e c o m ) n g b a ck
,

w i th

t h e r e q ui r e d t i n s o f p a i n t a nd t h i c k b r u s h e s

a m o n g s t th e r e s t o f th e s h o p p l n g th a t a ny t h i n g

r e al l y u rlp l e a s a rlt t o ok p l a c e .

- B N C

( 5 7) I w a i t u nt )
l

l m y h u s b a nd
'

s d o l

'

ng th e l a te s h l

'

f t
,

a nd l w ai t u llt i l t h e c h i l d r e n h a v e g o n e t o b e d
,

a nd I si t d o w n i n f r o nt o f t h e t e l e v i s i o n . - B N C

( 5 8) T h e n I w e nt t o w o rk i n a f i v e an d t e n , a n d

g r a d u al l y w o r k e d my w a y u p u n t )
'

1 I w a s m a n ag ] n g

a g e n e r al s t o r e . 1 B N C

( 5 9) W at e r r e g ul a rl y at f i r st
,

un t )

l

l th e y a r e g r o w )

'

ng

a n d SP I
-

C a d )
'

n g h a p p i l y .

-

B N C

( 6 0) N ow I h a v e b e e n i n th i s b u s i n e s s f o r a l o n g

t i m e , a n d I w a s a t t h a t c o n f e r e n c e , a nd I h a v e

t o s ay t h a t I h a v e f o r g ot t e n th e r e s ol u t i o n u n t]
-

1

I w a s l e a d )
'

n g th )
'

ng s a g a l n i n p r ep a r i n g f o r t h i s

t a

'

1 k . - B N C

以上
､

u nt i l 節 の進行形 は､ 継続中の 行為や 出来事を境界

化する こ七 を検証し て きたo ち なみ にu n t i l が ｢結果読み｣

の 場合に も活動動詞 の進行形 が用 い ら れるo

1 0

次例の(61) で

は
､

トピ
ー

は歌の レ ッ ス ン を毎日続け
､ 果て に は寝なが らに

して 歌を歌 うま で に な っ た と い う こ と で
､
土のu nt i l 節は

｢結果｣ を表 して い る｡
こ の 場合の 進行形も変化後の 継続状

態を表す｡

(6 1) T o b y r e h e a r s e d u n t i l e v e ry m u s c l e i n h i s b o d y

a cb e d
,

b u t h e b u rrle d o f f f i v e p o u n d s a n d b e c a m e

t ri IⅢ a n d h a r d . Ⅲe t o ok a s l n g l n g l e s s orl e v e r y

d ay a n d v o c a l i z e d u n t )
'

1 h e w a s s ) n g ) n g )
'

n h ]

'

s

s l e ep .

- S . S h el d o n
,

A S t r a n g e r L

'

n th e M )

'

r r o r

歩こに第3 の タイ プの進行形 に つ い て 考えて み よう.
こ の タ

イ プの 進行形の特徴 は用 い られ る動詞がい ずれ の場 合も状態

的意味を持つ と い う こ とで ある｡ 次例を参照さ れた い
｡ 用 い

られ る動詞 はI i e
,

r e s t
,

s i t
,

st a nd
,
h a ng ,

f a c e
,

c o n f r o n t
,

c o v e r
,

t o u c h な どが 代表的で あ る｡

( 6 2)
.
H e l e a n e d f o r w a r d u n t )

'

1 h i s h e a d w a s l y )

'

n g

a g a l

'

n s t h e r s h o u l d e r .

-

B N C

( 6 3) B e nj a mi n w a s si t t i n g a t th e c o r n; r t ab l e l o o k i n g

o u t th e w i lld o w a t th e g r o u ll d s o f th e h o t e l a n d

d i d n
'

t s e e h e r u n t )

'

) s h e w a s s t a n d l

'

n g d i r e c tl y

a c r o s s t h e t a b l e f r o m h i m .

-

C . W e b b
,

Th e G r a d u a t e

( 6 4 ) A s th e y ne.
a r e d f u l f i l l m e n t

･
h e r ol l e d

･
th e m

s l o w l y s i d e w a y s u n t l

'

1 h )

'

s b o d y w a s c w e I
-

1 n g h e r s .

-

B N C

(6 5) T h e pe r f o r m a n c e c an n o t s t a r t t l

'

l l e v e I
-

y O n e )

'

s

s )
'

t t l

'

n g d o w n .

(6 6) I
.

m s u r e L u c y w i l l

f e el L

'

n g s t r o n g e r .

(6 7) S h e s t r et c h e d o u t

a t t h e c e i l i n g a nd h e

u n t L

'

1 h eI
-

k n e e s w e r e

- E E D

ag r e e t o s t ay u n t )

'

1 y o u
'

r e

- B N C

o rュ t h e n a r r o w b e n c h g a z l n g

p u s h e d h e r l eg s b a c k w a r d s

t o u ch )
'

n g h e r sh o ul d e r s .

-

B N C

(6 8) B e n d f r o m th e w ai st un t )

l

l t h e t o rs o i s h o ri z o nt al
,

a n d th e a I
'

m S a r e h a ng ) n g s t T a )

'

g h t b el o w . - B N C

(6 9) H u n t e r t o o k t w o s t e p s a l o n g t h e s o f a u nt )
'

1

h e w a s c o n f r o n t )

'

n g G a y l e M )
I

) 1 e r
,

w h o h a d j u s t

s t op p ed s ay i ng S O m e t h i n g t o B r a n d o n .

- I . W a l l a c e
,

Th e C e l e s t l

'

al B ed

(7 0) N i c ol a w o r k e d b a

.
c k w a r d s o n th e b e d u n t )

'

1 s h e

w a s r e s tl
'

n g a g a l n S t t h e w a l l : s h e p ul l ed h e r k ne e s

up a nd c l a sp e d t h e m . - B NC

こ れら の例文で 用 い られ て い る動詞は ｢位置｣ や ｢姿勢｣ ま

たは
｢
接触｣ を表す状態的意 味の 動詞で ある

｡
この 第3 の タ

イ プは
､

.
動作､ 行為､

ノ
､
出来事の (変化後の) 継続状態を表す

第2 の タイ プとは 異種の も の で ある｡ しか し､ 第2 の タイ プ

と同 じよ う に､ 第3 の タイ プで も位置 ｢変化｣ その も の を表

す動詞 は言語化されて い ない
｡ 第3 の タイ プの 進行形は位置

変化後の ｢結果 状態(r e s u l t at i v e s t at e) ｣ を表して い る と

考 えられる ｡ したが っ て u n ti l は 変化を飛び越 えて 変化の 結

果状態ま で の 時間領域 を境界化 (b o u n d i n g) の 基準 として

い る とい う こ とに なる
｡

こ れら の ｢位置｣
｢姿勢｣ を表わす動詞が 単純形 で 用い ら

れ る こ ともあ る が ､ その 場合に は 位置や姿勢の 変化 (B EC O M E)

の 時点 が境界化されて い る
｡

(7 1) S l o w l y a n d w i th d i g n i ty ,
T s u M a c l i m b ed t h e

s t e p s u n t )

'

1 h e s to od Th e r e a t h L

I

s d e a d f a th e r
'

s

s )

'

d e .

-

B N C

(7 2) A s i f m o v e d b y a k e y ,
h e r o w n h e ad t u r n ed u n t L

'

1

s h e c o n f r o n te d h l

'

m .

-

B N C

(7 3)
-

Ⅰ
■

d n e v e r d o a n y th i n g t o h u r t y o u
,

'

h e ad d e d

s o f t l y ,
s l o w l y l o w e r i ng h i s h e a d u n t )

'

1 h ]
'

s m o u th

t o u ch ed . 1 B N C

3 . おわりに

本論文で は u nt i l と進行形 の共起 に つ い て 考察し た｡ 最初

に
､

u n ti l は主 節の 事態 に 時間的限定 ･ 境界 を与え る語重文

法的機能を持つ こと を確認した
｡

こ の 機能から主節の ア ス ペ

ク ト制約 として は ､ 什 d u r a t i v e】と【at e l i c】と い う語嚢ア

ス ペ ク ト特 性を提 示で き る こ とを例 証 した｡ また ､ 主 節の 進

行形 は[ + d u r a t i v e】なの で 7
t

ス ペ ク ト制約 を満 たす けれ ど

も
､

その 場合､ 進行形独 自の 意 味を表すため に用 い られ る
､

言わ ば
､ 有標の表現形式で あ る の で

､ 特に こ の よ うな意味合

い を表す必 要 が な い 場合 に は 用 い られず､

_
ア ス ペ ク ト的 に は

同 じ【+ d u r a ti v e】で あ る行 為 ･ 過程動詞 の 単純形 が用 い ら

れ る こ とを述 べ た
｡

本論文 の 中心 テ ー

マ で あ るu n ti l 節の 進 行形 は
､

u n ti l が

状況 を境界 化す る と い う機能 を有して い る の でこ 進行形 で 表

され る事態 を話 し手 が時 間的 に局面化 や段 階化 して い る場合

に 用 い られ る こ とを検証した
｡

こ の 局 面化､ 段 階化 されて い
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U n t il の 主節お よび従属節中の 語愛 ･ 文法的ア ス ペ ク トに 関す る
一

考察

る状況 は具体的に は終結点に近接する時間帯で ある場合 と､

行為 ･ 出来事の 開始後の進行中の プ ロ セ ス の 場合､ そして 変

化後の 結果状態の 場合 の 3 つ の タイ プに分類 で きる こ とを明

らかに した
｡

終結点 は言語表現 の要素として 内在的に組み込ま れたもの

で あるが､ 境界点は話し手が任意に 設定で き るの で 話し手 の

視点が反映され る
｡

主節の 事態を時間的に境界 づ け る機能を

持 つu nt i l は節内に 境界化するた め の基準点を含むわ けだが,

事態の どの部分 を基準点に する か は話し手の 視点に左 右され

る
｡ 進行形は文法ア ス ペ ク ト的に は【u nb o u nd e dl で ある｡ し

か し,
u nt i l 節で は こ の【皿b o u Ⅲd edl な進行形 は

, 境界化す

るため の基準点として 時間軸上 に 位置づ けられ なければな ら

な い
｡ 本来【u n b o u n d edl な状況 を表す進行形 はu n t i l 節で 用

い られる と､ 進行して い る段階を ひ とまとま りにくく ら れ

さら に大きな時間の流れの 中の
一 段 階として 捉え直される こ

とに なる
｡ 換言する と

､
u nt i l 節の進行形は､

｢
開始 (変化) ｣ ､

｢過程 (動的継続) ｣ ､

｢終了 ( 変化) ｣ ､

｢結果状態 (静的継続) ｣

とい う時間の 流れの 中に位置づ
l

けられる段階や局面の中か ら､

話し手が基準点として任意 に選択した段 階や局面に お ける動

的状態や静的状態を表す と言えよう｡

｢ 開始｣
｢終了｣ で は

､

それ らに 近接する段 階 ( 前段階) を表す進行形が ､

｢過 程｣

で は
､ 変化 (

｢
開始｣) 後の 動的継続段階を表す進行形が､ そ

して ｢結果状態｣ で は 変化 ( ｢終了｣) 後の静的継続状態を表

す進行形が それぞれu n ti l 節中に用 い られ て い る と結論 づ け

られる
｡

* 本論文で はTh e B a n k o f N a ti o n al C o r p u s (B N C) から多

くの 用例を利用 させ て も ら っ た
｡

こ こ に 記して 謝意を表し

た い
｡

注

1 . 出水(200 1) はKi t t r ed g e (1 9 6 9) と同じくu nt i l 節は[t el i c】

で あるとして 論を進めて い るが, こ の論法 で は進行形の 場

合が うまく説明 で きな い の で再考を要する
｡

2 . ある 文が【t el i c / at e l i c] かrb o u nd ed/ u nb o u nd e d] か と

いう こ とに関してま とま っ た形で 論じて い るの はD ep r a e t e r e

(1 9 9 5) で ある｡
こ の 論文で は 両者の 区別 は 次 の よ うに ま

とめ ら れて い る ｡ 終結点が 内在的で あ っ て も(i nh e r e n t

e nd p o i nt) ､
また意図されると い う形で あ っ て も(i n t e n d ed

e ndp o i n t) ､ 状況(s i t u at i o n) に 潜在的 に 組み込 まれ て い

る場合が【t e l i c】､ 組み込 まれて い な い 場合が【at e l i c] で

ある
｡

一

方､ 状況 が【t e l i c】【a t e l i c】の どちらか で ある か

にか かわ らず､ 時間的な境界 に 達 した場合が【b o u nd e d] ､

達 しなか っ た場合が【u n b o u n d e d】で ある｡

しか し
､ [t el i c】な場合と して

､ 終結点 が意図 された場

合を含むとい う点 に は賛同で きな い
｡

た とえば､ 次例はf o r

2 h o u r s が意図さ れ た時間で あり, その 意図さ れ た 2 時

間が経過 した時点が終結点として 含まれ るの で [t e l i c】に

なるとい う｡

( a) S h e i l a d e l i b e r at e l y s w a m f o r 2 h o u r s .

一

方 ､ 次例で は
､ 庭 で遊 んだ のが 1 時間で あ っ た とい う

ことで
､

1 時間鋼酪直した時点が終結点で あるの で【b o u n d e d】

なる と い う.

(b) J u d i th p l ay e d i n th e g a rd e n f o r a n h o u r .

し かし､
f o r 2 h o u r s の よ うな継続時間副詞 句は 文の

必 須要素で は ない の で ､
つ まり付加詞で あっ て 項(a r g u m e nt)

で は な い の で
､

t e l i c i t y に は 関わ ら ない と考えら れる ｡

した が っ て
､ (a) (b) の 文 は い ずれもa c t i v i t y を表し､

■終

結点は 内在的に 組み 込 まれて い ない の で 【a t el i cl.と な る
｡

さら に､ 両文とも 時間副詞句に よ っ て 時間限定され､ か つ

過 去形で 述べ られて い るの で【b o u nd e d】と い う こ とに なる0

3 . 否定文で は
｢否定の継続｣ が表され るの で a c h i e v e m e n t

v e r b
,

a c c o mp l i s h m e nt v e rb も用い られ る｡

( a) W e d )

'

d n o t n o t )
'

c e t h e b at u n t )
'

1 i t t o o k o f f .

(b) C l a udi a d ]

'

d n o t w a k e u p u n t )
'

1 t h e t el e p h o n e

r a n g .

-

H e i na m畠ki (1 9 7 8)

さら に ､ 主節が ｢反復｣ を表す 場合に も【d u r a t i v
.
e】と

なり､ 文全体 は【at e l i c】となる
｡

( a) P e rh a p s G i s e l e w a s i n t h e b a t h r o o m . L i 乞

k n o ck e d h a I
'

d e r
, p e r s l

'

s t e nt l y , u n t i l h e r k n u c k l e s

h u rt .

-

I . W a l l a c e
,

T h e M )
'

r a c) e

(b) B o t h h e a n d h i s b r o t h e r j u mp ed up
一a n d d o fm

o n th e p l a t f o r m u n t )
'

1 t h e t r ai n b o o m ed p a s t

t h e m .

-

K . P a r k e r
,

F al l ]

'

n g l

'

n L o v e

(c) ` M a ry d r e w p )
'

ct u r e s u nt )
'

] n o o n .

- M o l t m a rl n(1 99 1)

4 . u n t i l が ｢結果｣ を表す場合に は
､ 主節にa c c o m p l i s h 血e nt

も可能｡ 例文( a ) のw e ed o u t はa c c o mp l i sh m e nt を表す｡

また例文( b ) で はt ak e t w o s t e p s とな っ て い るの で【t el i c]

･ な表現 に な っ て い る.
さ ら に例文( c ) で はth e 9 0 mi l e s

と有界的経路目的語が使われて い る のでfl e w t h e 90 mi l e s

はa c c o m p l i s h m e n t で ある｡

( a) T h e r o u gh s a r e w e ed e d o ut u n t )

'

) o n l y th e b e st

r e Ⅲa l rl .
.

- B N C

(b) H u nt e r t o ok t w o s t ep s a l o n g th e s o f a u n t )
I

)

h e w a s c o n f r o nt i ng G a y l e M i l l e r
,

w h o h a d j u s t

s t o p p e d s ay l ng S O m et h i n g t o B r a n d o n .

-

I . W al l a c e
,

Th e C el e s t )

'

a l B e d

(c) H e i ) e 甲th e 9 0 mj l e s at a he i gh t o f l e s s th a n

1 0 0 f t
,

t o d o d g e b o t h C ub a n a nd A m e ri c a n r ad a r

d ef e n c e s
,

u n t )

'

1 h e r e a c h e d h i s c i ty o f M at a n z a s .

一

B N C

5 . ち なみ に ､ 筆者の イ ン フ ォ
ー

マ ン ト の 5 名 は不自然 と

判断したが
､

2 名は 可能と判断した
｡

6 . た だ し､ f o r 時間副詞句 は継続の現在完了形と は共起可

能で 奉る【De c l e r ck (1 9 9 1 : 1 8 2)i : W e h a v e a l r e a d y b e e n

w a )

'

t )

'

ng f o r t w o h o u r s . こ の 例文の fo r t w o h o u r s は

待ち始め た時か ら発話時に 至るま で に 経過した時間を示
.
し

て い る｡ し たが っ て 発話時が示さ れて い る時間の 終点で あ

る｡ しかし, 場面, 状況 は 発話時に 終結するもの として は

表さ れてヤ
ゝない

. 待 つ 行為は ､ 発話時を越えて 継続して V ､

る か
.
も しれ ない からで あ る｡

7 . 次 の よう に ､ 近接未来を表す進行形 もu n t i l の 主節 に は

可能 ( イ ン フ ォ
ー

マ ン トに確認済み) ｡

( a) J a c k w a s w )

I

n n )
'

n g th e I
'

a C e u n t )

'

1 th e l a s t l a p .

(b) M ag g i e w a s w )

'

n n )

'

n g th e r a c e ti n t )

'

1 Z o l a t ri p p ed

h e r .
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8 . 本来は状態動詞 として 用 い られろ[a t e l i c】の動詞もu nt i I

節で は 境界化され て【t e l i c】の 意味に 変換さ れ るo

( a)
I

L e a r n f r o m th〉is e x p e r i e n c e a n d u s e a r e l i a b l e

f o r m o f c o n t r a c e p ti o n u n t i l y o u w a n t a b a b y .

- B N C

( b) I n f a c t at e v e r y m e a l t i m e I e a t u n t )

l

l I f e el

f u l 1 .

-

B N C

( c) U n t )
'

1 I k n o w w h y A l b i e d i e d
,

I w o n
■

t k n o w

w h et h e r L ud o a n d I a r e a l s o i n d a n g e r .

- B N C

( d) T h e y d i d n
7

t l a u gh u n t )

'

1 t h e y w e r e o u t o f

s i gh t . - B N C

( e) J o h n s t a y e d w i t h th e m f o r t w o y e a r s u n t l

'

1

h e h a d e n o u gh m o n e y t o o w n a b u s o f h i s o w n .

- B N C

( f) D ay s a nd n i g h t s o f t e a r s a n d r e c r i m i n a t i o n s

f o l l o w e d u n t l

'

1 h e f i n a l l y u n d e rs t o od th a t s h e

w o ul d n e v e r a b o r t t h e i r c h i l d . - B N C

( g) A s t h e t i m e w o r e o n
,

h e b e c a m e m o r e a nd m o r e

f u ri o u s
,

u n t )

'

1 h e r e a l l

'

z e d t h at w a s h e r i n t e n ti o n .

- S . S h e l d o n
,

Th e O [h e r S )

'

d e o f M )
'

d n )
'

g h t

( h) T h e b e l t r o s e a n d f e l l
,

r o s e a n d f e l l u n t ]

'

1

i t s e e m e d a s i f I h a d l i v e d f o r e v e r i n t h i s

c u ri o u s w o r l d o f p a l ll .

- H . R o b b i n s
,

A S t o n e f o r D a n n y F )

'

s h e r

同様に本来は[at e l i c】な行為動詞､ 移動動詞もu n ti l 節

で は【t el i c】に ア ス ペ ク ト変換さ れる｡

(i) S h e l a u gh e d u n ti l th e t e a r s s t r e a m e d d o& n h e r

f a c e . - S . S h e l d o n
,

A S t r a n g e r )

'

n t h e M L

'

r r o I
.

(j) S h e p i c k e d h i m u p a n d s h o o k th e p o o r ch i l d

u n t )
'

1 h e s c r e a m e d . - B N C

( k) M y w e l l- w o r n s c h o ol s h o e s w e r e p o l i sh e d u n t i l

t h e y s h o n e l i k e g l a s s . 1 B N C

9 . u n t i l 節で は 終結点 で は なく境界 点が表さ れ る こ と は次

の よう に 比較級が使われる こ とからも裏づ けら れ る
｡

(a)
■
-

H e
l

s h ad a s t r o k e . I w a n t e d t o c a l l y o u

s o o n e r b u t y o u r f at h e r a s k e d m e t o w a i t u n t ]

1

1

h e w a s b e [ t e r .

1.

- S . S h e l d o n
,

T h e O th e r S )
'

d e o f M )

'

d n )
'

gh t

(b)
''

D o I g e t t o h e a r a b o u t i t r
l "

N o t u n t )

'

1 I k n o w

y o u b e t t e r .

' '

-

I . C o l l i n s , V e nd e t t a : L u ck y
'

s R e v e n g e

( c)
y.

N o
,

s ay n o t h i n g y e t
,

n o t u nt l

'

1 t h i ng s b e c o m e

c J e ∂ r e r .

‖

- B N C

1 0 . u n ti l が ｢
結果｣ の 意味で 用 い られ る場合に は次 の よう

に 否定 文が 続く こ とが あ る｡

( a) H e s t o od v e ry s t i l l f o r a m o m e n t
,

th e n h i s

a r m s t i g h t e n e d a r o u n d h e r u n t l

'

1 s h e c o u l d h a r d l y

b r e a th e .

-

H . R o b b i n s
,

79 P a r k A v e n u e

(b) Ⅰ̀ w a t c h e d t h e p ai n g r o w a n d g r o w i n t h e i r

ey e s u n t )

'

1 I c o u l d n
'

t s ta nd )

'

[ a n y L o n g e r .

- H . R o b b i n s
,

A S t o n e f o r D a n n y F )

'

sh e r
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