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日本語の「しておく」について  

一韓国語の「hae nohda／duda」との村照の観点から叫  

許 宰碩   

キーワード：しておく、haenohda、haeduda、複合動詞化、意図性、人称制限、文法化  

要 旨  

日本語の「しておく」と韓国語の「hae nohdaJ「hae duda」は準備を表すという   

点において、対応関係を成しているといえるが、詳細は異なる性質も有してお   

り、その相違点を捉えるのは簡単でないようである。また、韓国語の「haenohda」   

と「hae duda」の間にも相違が見られるが、これは本動詞の意味の遠いから生じ   

るものと考えられる。本稿では、補助動詞の「haenohda」が複合動詞化して単一   

動詞として伺いられる現象があり、そのため日本語の単一動詞に「haenohda」が   

相応しやすい場合があると指摘する。また、「haenohda」が非意図的な場面で用   

いられることが確認できる。さらに、「しておく」には人称制限があり、1人称   

主語に限られる現象が見られるが、「hae nohdaJ「hae duda」には人称制限が見   

られないことも指摘する。このような人称制限は、韓国語の「hae nohdaJ「hae   

duda」が日本語で訳される時、「しておく」ではなく、基本形や「してくれる」「し   

ている」「してしまう」などに訳されることを可能にしていると考える。  

1．はじめに  

現代日本語の「しておく」と韓国語の「hae nohda★l（潮音q－）」「hae duda（朝子ヰ）」  

は準備の意味を表す点において共通している。  

（1）a．部屋の掃除をしておく。   

b．甘召土喜朝 惇中／干草）．   

（bangcheongsoleulhae（nohda／duda）．）  

＊1本稿の韓国語は文化観光部のローマ字表記法に則る。  
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日本語の「しておく」について（許宰碩）  

しかし、「しておく」は（2）のような文においては許容度が落ちるのに対し、韓国語  

の「haenohdaJ「haeduda」には許容度の低下は見られない。  

（2）（学校から帰ってくると、部屋がきれいに掃除してあるのを見つけた。たぶん   

お客さんが来るから、お母さんが掃除したと考えて）  

a．？お母さんが部屋を掃除しておいたんだ。  

b．望口回官舎尋土嘲（吉敷干叫／千翌干ヰ）．   

（eommagabangculcheongsohae†nohassguna／dueossguna）．）  

また、韓国語の「hae nohdaJ「hae duda」にも許容度の相違が見られ、（3）では、  

「haenohda」が用いられ、（4）には「haeduda」が用いられる。  

（3）a．アメリカ軍は重傷を負ったイラク軍の兵士を手術で生かしておいた。   

b．ロほ♀看せ舎甘阜01年三唱小暮手書呈せ司‡音波q／？？予想中ト   

（miguneunjungsangeulibeunIraqbyeongsaleulsusullosa11yeo（nohassda／？？dueoss  

daト）  

（4）a．アメリカ軍は捕まえたイラク軍の兵士を殺さずに生かしておいた。   

b．ロ1舌♀人†王者♀01年三唱小暑号01司舘ヱせ司（？？吉敷q／芋虫中ト  

（miguneunsalqjabeunIraqbyeongsaleuljugtjianhgosallyeo（？？nohassda／dueossda）．）  

（（3b）（4b）は金華和ユ002からの引用）  

このように似たような形式であっても両言語の間には共通点と相違点が見られる  

ため、一概に「しておく」と「hae nohdaJ「hae duda」が対応しているとは思えない。   

本稿では、同じく準備を表すといわれる「しておく」と「hae nohdaJ「haeduda」と  

の比較対照を過去形を中心に行い、その相違点を明らかにしていきたい。  

2．先行研究  

高橋1969が「しておく」の基本的な意味をアスペクト的な意味ともくろみ性の二  

つを認めているのに対し、吉川1973 はアスペクト的な意味を基本的な意味とし、  

もくろみ性はその派生的な意味にすぎないとしている。吾川は「しておく」の意味を  

次のように分類し、［1］～［4］をアスペクト的、［5］［6］をムード的なものとしている。  
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［1］対象の位置を変化させ、その結果の状態を持続させることをあらわす。  

［2］対象を変化させ、その結果の状態を持続させることをあらわす。  

［3〕ある暗までに対象に変化をあたえることをあらわす。  

［4］放任をあらわす。  

［5］準備のためにする動作をあらわす。  

［6］一時的処置をあらわす－2。  

［7］いくつかの特例＊3。  

それに対し、笠松1993は、「しておく」の基本的な意味は、もくろみ性であり、  

動作が完了してもその効力が持続しているという〈動作のパーフェクト〉の意味（ア  

スペクト的な意味）がつきまとっていると指摘している。本稿では、アスペクト性  

ともくろみ性のなかでどちらが基本的な意味なのかについて深く踏み込まないが、  

たとえば、放任であってもやはり話者の意図性が捉えられるのではないかと考えた  

い。谷口2000は「しておく」の本来的機能を［処置的動作」と捉え、文脈上、それが  

あることの前段に置かれた場合には事前処置（準備性）としての、そのことの後段に  

置かれた場合には事後処置（終結性）としての機能が働くとしており、終結性の「し  

ておく」の意味を捉えている点が注目される。谷口によれば、後のことが前捷とさ  

れず、眼前の事柄の完了という点に話し手の注意が向けられると、「しておく」は準  

備性を消失し、終結性を帯びやすくなるとしている。   

一方、韓国語の「haenohdaJ「haeduda」は吉川の［1］～［6］の［しておく］、あるい  

は谷口の「準備性」の「しておく」に通常対応することができると思われる叫。しかし、  

詳細を見ると、（2）のような相違もある上に、さらに、「しておく」に相応できる「hae  

＊2「一応、預かっておこう」のような例を指すが、吉川は準備の一種となるとしている。  

＊3「お安くしておきます」のような例を指すが、舌川は形式的には［2］を意味し、さらに何か  

の準備のため、又は何か将来のためというニュアンスを含むとしている。  

＊4谷口の「終結性」の「しておく」には「haenohdaJ「haeduda」と訳せるばあい（①）もあれば、  

訳せないばあい（②）もあるが、基本的には訳すことができると考えられる。  

（D（妻との協議離婚を決めた夫が）息子には僕から話しておくよ。  

②（郵便局の窓口で）A：これ、速達でお酷いします。  

B：240円ですね。では、こちらから出しておきますから。  
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日本語の「しておく」について（幹事碩）  

nohda」と「haeduda」の間においても（3）（4）のような相違が見られる。   

本稿では、「しておく」と「haenohdaJ「haeduda」との対応関係を検討し、両言語  

の違いは日本語のほうが動作主の人称に敏感であることや、文法化の度合いの差か  

らも影響されていることを確認したい。  

3．韓国語の「nohdaJ「duda」の意味  

3．1．本動詞の意味  

日本語の「置く」は本動詞として「物をある場所に位置させる」という「動作による  

物の位置変化」に注目しており、変化後の状態維持は表しにくいようである。それ  

に比べ、本動詞「置く」が補助動詞「しておく」になると、動作による変化に加え、変  

化後の状態維持をも表すことができる。このように日本語の「置く」は補助動詞化に  

よる意味の拡張が見られる。   

一方、日本語の「置く」に対応するといわれる韓国語は「nohda」と「duda」の2種類  

が存在する。「nOhda」は「動作による物の位置変化」に注目しているのに対し、  

「duda」は変化後の状態維持に注目していると考えられる。日本語の本動詞「置く」  

は変化後の状態維持を表しにくいことから「duda」には対応することができないの  

である。［図－1］［図－2］を見られたい。  

［図－1］  ［図－2］  

司せ朝刊 司書手中  

（？？机の上に本を置く）  

duda  

J  

司せ朝刊 司書青年  

（机の上に本を置く）   

nohda  

J  

t  t   

（∴t：置かれていない状態から置かれている状態への切り替え時点）  

韓国語の場合、「置く動作による本の位置変化」に焦点が向けられると、「nOhda」  

が対応し、「本を置いた後の状態維持」に焦点が向けられると、「duda」が対応する。  

つまり、［図－1］［図－2］から分かるように「nohda」は「置かれていない」状態から「置  

かれている」状態への変化時点（t）を表し、「duda」はその変化時点以後の状態維持  
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を表している。このような本動詞の意味は補助動詞「haenohdaJ「haeduda」にも影  

響しているようである。（5）（6）を見られたい。  

（5）a．アメリカ軍は重傷を負ったイラク軍の兵士を手術で生かしておいた。（＝（3））   

b．ロ1吉舎号せ書望♀01年王増車書手音量せ司（吉敷q／？？早望中）．   

（miguneunjungsangeulibeunIraqbyeongsaleulsusullosallyeo（nohassda／？？dueoss  

da）．）  

（6）a．アメリカ軍は捕まえたイラク軍の兵士を殺さずに生かしておいた。（＝（4））   

b．ロ1吉舎小五甘♀01軋三唱斗蔓草01ズl舘ヱせ司（？？音波q／早望q）．  

（miguneunsalqjabeunIraqbyeongsaleuljugijianhgosallyeo（？？nohassda／dueossda）．）  

日本語の「置く」は変化時点（t）以後の状態維持を表せないことから「duda」には対  

応することができない。しかし、補助動詞「しておく」は変化時点（t）だけでなく、  

変化時点以後の状態維持をも表せる。（5）は「死にかけている兵士を手術で生きられ  

るようにした」という意味であり、「手術で命を取り戻した」動作に注目しているが、  

（6）は「捕まえた兵士を生きたままにする」という意味であり、「生きた状態を維持さ  

せる」という状態維持に注目している。補助動詞「しておく」は（6）のような状態維持  

にだけ注目することもできるのである。これに対応する韓国語は（5）のような動作  

に注目している文脈においては「hae nohda」が用いられ、（6）のような状態維持に  

注目している文脈においては「hae duda」が用いられやすいのである－5。先行研究で  

もこのような点に注目しているが、それを簡単にまとめると次のようになる。  

「haenohda」：「haeduda」  

油谷1979  対象の変化：対象の結果持続  

＊5これは次の例からも分かる。   

a．机の上に本を置いておく。   

b．chaegsangwiechaegeulinohaduda／？？dueonohdal．  

日本語の「置いておく」のばあい、本動詞「置く」と補助動詞「おく」の間には行為に注目するか  

結果維持に注目するかという焦点は異なっているものの、同じ「おく」という動詞が用いら  

れる。一方、韓国語は「置く」行為には「nohda」、結果維持には「duda」が用いられるため、  

「nohaduda」は自然であるが、「dueonohda」は不自然になってしまう。  
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日本語の「しておく」について（許宰碩）  

李フ1号1979  状態変化：状態維持  

金聾和2002＊6 留置性終結：保存性終結  

しかし、「haenohda」と「haeduda」が必ずしもこのようにはっきり分かれるとは  

限らない。（7）を見られたい。  

（7）a．彼は金沢に別荘を買っておいた。   

b・ユきヲ叫ス一斗句1望甘含斗（寺毀q／早望ヰ）．   

（geuneunkan函Waebyeotiangeulsa（nohassda／dueossda）．）   

（7）は、「別荘を買う動作」に注目するか、「買った後の状態維持」に注目するかの遠  

いは見られるものの、「haenohdaJ「haeduda」のいずれも可能である。実際、（5）（6）  

のように、ある一方が不自然で、ある一方が自然である場合よりも、焦点は異なっ  

ていても（7）のようにいずれも可能な場合が多いようである。  

3．2．複合動詞の「hae nohda」  

韓国語の「nohda」は前接動詞とくっついて一種の複合動詞として用いられ、辞  

書の見出し語として載っていることもある■7。日本語文を訳すとき、日本語の単一  

動詞に対し、「hae nohda」形の複合動詞が対応するケースが見られる。（8）～（10）  

を見られたい。  

（8）a．太郎が新しい機械を（作った／作っておいた）。   

b．中主且7t用量舎フ17】1喜（せき望q／中書可専毀中ト   

（TALOOgasaeloungigyeleul（mandeuleossda／mandeuleonohassda）．）  

＊6「haenohda」は動作の終結により、動作が行われていない状態から行われた状態への変化  

を表す（留置性終結）が、「hae duda」は終結した動作の結果を未来のため保存する（保存性終  

結）としている。  

＊7韓国国立国語研究院の r国語大辞典』の見出し語調査では、「hae nohda」形が「hae  

duda」形より多かった。「hae duda」形は「nuleoduda（押しておく）」「dueoduda（置いてお  

く）」の2例しかなかった。ただし、「dueoduda」は若干違和感が感じられないわけでもない。  
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（9）a．彼は新しい机を部屋に（入れた／入れておいた）。   

b．ユモス1司せ舎甘刊（？き思q／書叶専敦ヰ）．   

（geuneunsaechaegsangeulbange（？deulyeossda／deulyeonohassdal・）  

（10）a．食卓に食べ物を（並べた／並べておいた）。   

b．当年印書句喜 （＊き忠ヰ／き司書敦中ト   

（sigtageeumsigeul（＊neulyeossda／neuleonohassda）．）  

（8）は、単一動詞「作る」に「mandeulda（せきq）」が対応しているが、（9）は、「入れる」  

に相応する単一動詞「deulida（き01年）」はやや許容度が落ちるようである。さらに、  

（10）になると、「並べる」に「neuleonoh血（喜可尊卑）」が対応しており、ほほ一つの動  

詞となっている。（9）の「deulida」は現代韓国語の単一動詞として認められるが、（1  

0）の「neulida（音01年）」は現代韓国語では用いられず、「hae nohda」形で一つの単語  

となっている■8。（8）から（10）に行くほど、単一動詞より「hae nohda」形のほうが落  

ち着きがよくなると思われる。つまり、前接動詞とのくっつきの度合いが高くなる  

といえそうである。これは、「動詞十eo nohda」が補助動詞から複合動詞へ変化し  

ていることを物語っていると思われる。このような複合動詞化が起こりやすいのは、  

韓国語の場合、複合動詞と補助動詞との形態が同一であることも影響しているもの  

と考えられる。このような複合動詞化がなぜ「haeduda」より「haenohda」に起こり  

やすいのかは依然として疑問である。一つ考えられるのは、「hae nohda」のほうが  

出来事の成立時点を表していることと関係があるということになる。例えば、（10）  

の「並べる」という動作は「食卓に食べ物が並べられていない」状態から「食卓に食べ  

物が並べられている」状態への変化に注目しているだけで、変化後の状態維持まで  

は含まれていない。これは「並べる」を含むほとんどの位置変化他動詞において共通  

するところである。結局、このような動詞の素性に近いのは「hae duda」より「hae  

nohda」のほうであり、その分複合動詞化が起こりやすくなるのであろう。   

一方、李美淑2001は「Ⅷ司q（下す）」「喜司q（載せる）」のような空間関係動詞は  

場所「ニ」格と共起できないため、「hae nohda」形にしなければならないとし、韓国  

語の場合、動詞の語嚢的な意味の中に「nohda（置く）」の意味が含まれておらず、方  

向性のみを有するが、日本語は語柔の中に「置く」の意味が含まれていると指摘して  

＊8現代韓国語の「neulida（き01ヰ）」は、「並べる」の意味ではなく、「伸ばす・延ばす」の意味で  

用いられている。  
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日本語の「しておく」について（許宰碩）  

いる。しかし、（11）の「載せる」に「呈司中」が対応できることから、一概に空間関係  

動詞が「ニ」格と共起できないとは限らないだろう。  

（11）a．太郎がカバンを棚の上に載せた。   

b．中主且乃フtせ書ゼせ朝刊（喜怒ヰ／喜司音波キト   

（TALOOgagabangeulseonbanwie（011yeossda／011yeonohassda）．）  

本稿では、日本語の単一動詞に「hae nohda」形が対応しやすいのは、（10）のよう  

な「hae nohda」形の複合動詞化によるものではないかと考えたい。このような複合  

動詞化は他の形式にもいくつか見られる。  

（12）a．太郎が花子に花を渡した。   

b．中量且フト和右錮1刀1覚書（召城中／召Ⅶ予想ヰ）．   

（TALOOgaHANAKOegekkocheul（geonnessda／geonnqjueossda）．）  

（13）a．彼は息子に店を譲った。   

b．ユきO一書司1瑚フ用1喜（＊昔憩ヰ／昔司予想中ト   

（geuneunadeulegegageleul（＊mullyeossda／mullyeqjueossda）．）  

（14）a．太郎が山に登った。   

b．中主且7tせ叫（喜敦ヰ／暑中社中ト   

（TALOOgasane（ollassda／o11agassda）．）  

（15）a．太郎が花子の部屋に入った。   

b．中主且フト計叶五ヰ拍1（？き忠ヰ／き可社中）．   

（TALOOgahanakobange（？deuleossda／deuleogassda）．）  

（16）a．猫が食卓に近付いた。   

b．ヱ曾01升句早朝（＊ヰ改q／中7一社中）．   

（goyangigasigtage（＊dagassda／dagagassda）．）   

この5例から分かるように、韓国語は日本語の単一動詞に「hae juda（シテアゲル）」  

「haegada（シティク）」形が対応できる場合もあるが、（13）（16）のように単一動詞で  

な〈、「haejuda（シテアゲル）」「hae gada（シティク）」形しか対応できない場合もあ  

る。これは「hae nohda」と同様に、前揺動詞とのくっつきの度合いの差であり、（1  

2）（14）の「召可1子中（渡してあげる）」「豊中7t斗（登っていく）」より（13）の「曹司子中  

（譲ってあげる）」（16）の「ヰフtフナ斗（近付いていく）」のほうが複合動詞化している  

－33－   



『筑波日本語研究』第十二号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究室2007  

といえそうである。先にも述べたように、このような韓国語の補助動詞から複合動  

詞への変化は日本語に見られない現象であり、補助動詞と複合動詞の形態が同一で  

あることが一つの要因として挙げられるだろう。  

4．日本語と韓国語の比較対照  

4．l．「hae nohda」の非意図的用法  

日本語の「しておく」は動作主の意図、すなわち何らかの目的をもって行為をする  

場合に用いられるだけで、次のような意図や目的のない文脈においては不自然にな  

ってしまう。（17）（18）を見られたい。  

（17）（太郎に車を貸してあげたが、次の日、運転するとき、エンジンの故障に気づ  

く。これはたぶん太郎の運転ミスから生じただろうと思いながら）  

a．？？太郎が車を故障させておいた。  

b．中主且フ一斗喜ヱ杏Ⅷ（寺敦q／？？早雲中ト   

（TALOOgachaleulg可angnae（nohassdamdueossda）．）  

（18）（1歳の弟の次郎が太郎の部屋で遊んでいた。幼稚園から帰ってきた太郎が自  

分の部屋が散らかされているのに気づく。これは次郎がしでかしたと思いな  

がら）  

a．？？次郎が僕の部屋を散らかしておいた。  

b．司孟且フ一周せ喜可司召司（音敦ヰ／？？予想斗）．   

（JILOOganaebangeuleqjileobhyeo（nohassdamdueossda）．）   

（17）は太郎がわざと車を故障させたのではない。（18）も1歳の弟の次郎が何らかの  

目的をもって部屋を散らかしたのではない。このように日本語の「しておく」は動作  

主の意図性が認められない場合には用いられにくいようである 。一方、韓国語は  

「hae duda」ではなく、「hae nohda」が用いられる。これは、「hae nohda」が行為に  

焦点を当て、その行為の結果が話し手に被害を与えたという不満や非赦などのニュ  

アンスがあるからであろう。（19）（20）を見られたい。  

（19）a．？？猫が赤ちゃんのおもちゃを僕の部屋に運んでおいた。  

b．ヱ管017t Ot71脅せ香合Ⅷせ叫畠司（吉敷ヰ／？？千盟q）．   

（goyangigaagijangnangameulnaebangeolmgyeo（nohassda／？？dueossdal・）  
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（20）a．？？台風が並木を倒しておいた。   

b．嘲号01升王手喜増可望司（寺安中／？？千望q）．   

（taepungigalosuleulneomeotteulyeo（nohassda／？？dueossda）．）   

（19）も動作主の「猫」が何らかの目的をもって行為をしたとは考えにくいことから  

「しておく」は不自然になる。（20）も同様である。一方、韓国語の「hae nohda」は、  

意図性がなくても「赤ちゃんのおもちゃを運ぶ」という行為に焦点を当てると、自然  

に用いられるようである。さらに、韓国語の「hae nohda」は（21）（22）のように形容  

詞にも接続することができる。朴2005は、このような「hae nohda」は形容詞の強  

調表現であると指摘しているが、これもやはり非難や不満などのニュアンスがある  

ように感じられる。  

（21）a．息子の体が（弱くて／＊弱くておいて】心配です。   

b．叶叶叶胡中（年刊べ／年刊巨旨可刃）召瑠望り可．   

（aigawonag（yaghaeseo／yaghaenohaseo）geogjcongibnida．）  

（22）a．（暑くて／＊暑くておいて）、仕事ができない。   

b．せ01（q朝べ／司潮音且り叶），望舎利用量智子叙ヰ．   

（nali（deowoseo／deowonoheunikka）ileuljedaelohalsueobsda．）  

（（21b）（22b）は朴包阜2005からの引用）  

一方、（19）は「人」主語に替えると、「haeduda」の許容度が上がると考えられる。  

（23）のように文中に意図性を表す副詞「わざと」などが付加されたり、主語が1人称  

主語になったりすると、より意図性が捉えられやすいだろう。「hae nohda」は意図  

性と関係なく用いられるのに村し、「hae duda」は意図性がないと用いられにくい  

のである。「しておく」は基本的に「haeduda」と並行的であると思われる。  

（23）a．私が赤ちゃんのおもちゃをわざと太郎の部屋に運んでおいた。   

b．用7t Oレ1脅せ沓舎望早朝中主且せ叫怠司（吉敷ヰ／芋虫斗）．   

（naegaagijangnangameulilbuleoTALOObangeolmgyeo（nohassda／dueossdal．）  

4．2．人称制限  

益岡1992は、「しておく」構文は、行為の主体が基本的に1人称に限られるとい  

－35－   



『筑波日本語研究』第十二号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究室2007  

う現象が見られる★9としている。（24）（25）を見られたい。  

（24）（学校から帰ってくると、部屋がきれいに掃除してあるのを見つけた。たぶん  

お客さんが来るから、お母さんが掃除したと考えて）  （＝（2））  

a．？お母さんが部屋を掃除しておいたんだ。  

b．望叫フtせ宮司土嘲（吉敷子中／予想干叫）．  

（eorrmagabangeulcheongsohaefnohassguna／dueossguna）．）  

（25）（受験勉強をしている田中が心配事を言うと）  

a，？君は試験勉強を十分しておいたから、心配しないでよ。   

b．司き人1習苦手喜青草司 胡‡音放旦リオ／手忠旦リオ），召各町神叶   

（neoneunsiheomgongbuleulchungbunhihae（nohasseunikka／dueosseunikka），geOg  

jeong叫ima．）  

（24）（25）から分かるように、日本語の「しておく」は人称制限が働いており、許容度  

が下がるようであるが、韓国語の「haenohdaJ「haeduda」にはこのような人称制限  

は働かない。   

一方、3人称主語であっても、「しておく」が許容される場合もある。  

（26）（太郎と花子と三人で学会に行くことになっている。花子と二人で話している  

間、花子から「私たち、どこに泊まるの？」と聞かれて）  

a．部屋なら、太郎がもう取っておいたよ。   

b．甘♀中主且フナロ1司沓Oti音波可／予想可）．   

（bangeunTALOOgami1ijaba（nohasseo／dueosseo）．）  

これは、（26）の場合、行動を共にする3人は一種の共同体であるため、他人である  

太郎の行為を自分の行為として見なすことができるからであると思われる。（26）は  

表面的には「しておく」の人称制限にかからないように見えるが、実際にはl人称に  

限られるという制約が働いているのではないかと考えられる。このような人称制限  

＊9益岡1992（p．534）では、単一動詞の「手配する」と「おく」には人称制限がないが、「してお  

く」形になると人称制限が課せられるとしている。  

？鈴木さんは切符を手配しておきました。  
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は「haenohdaJ「haeduda」との大きな遠いにもなる。結局、このことは、授受表現  

のほかに、日本語のほうが韓国語より視点に敏感であるというもう一つの傍証にも  

なると考えられる。これと似たような現象はいわゆるムードの「夕」にも見られる。  

（27）（明日の対戦相手を見たら、弱い選手であることを知って）  

a．よし、（俺が）勝った。  

b．？？明日の試合はお前が勝った。  

（27a）のように行為者（あるいは予測者）が1人称であれば、何の問題もなく「タ」形  

で言い表すこ とができるが、（27b）のように2人称になると、許容度がかなり落ちる  

ようである。一方、韓国語の過去形「eoss」はこのような人称制限は存在せず、両  

方とも言い表すことができる。先にも述べたように、「しておく」は3人称であって  

も行動を共にする人であれば、許者と一種の共同体になるため、自然になる。（27）  

は未来の状況に対する確信の「タ」であるが、（27b）を（28）のように変えることによ  

り、許容度が上がるようである。  

（28）（相手が弱いチームであることが分かったチームメートが言う）  

明日の試合は我々が勝った。  

このように、人称制限は「しておく」だけの問題ではない。いわゆるムードの「タ」  

や授受表現など日本語全般において何らかの影響を及ぼしているかのようにも思わ  

れる。人称制限が日本語と韓国語のアスペクト形式の相違をもたらすーつの原因に  

なっていることは否めないだろう。  

4．3．着■脱表現  

日本語は着・脱を問わず、「しておく」が用いられるが、韓国語は著・脱の間に「hae  

nohda」と「haeduda」の許容度の差が若干あると思われる。（29）（30）は着用動詞文、  

（31）は取り外し動詞文であるが、着用動詞の「（スーツを）ibda（＝着る）」「（マスクを）  

ssuda（＝つける）」は「hae duda」に比べて「hae nohda」の許容度がやや落ちるようで  
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ある＊10。  

（29）乱出勤時間に間に合わせるために、食事前に前もってスーツを着ておいた。   

b．喜モ人1社司1安手71卯軋外車錮1ロ1司等号書留可（？音敦q／手翌年ト   

（chulgeunsiganemqjchugiwihae，Sigsqjeonemiliyangbogeulibeo（？nohassda／dueoss  

da）．）  

（30）a．実験室に入る前に前もってマスクをつけておいた。   

b．忍層包印書可フt71翌朝1可司一斗とヨ喜呵（？吉敷q／子忠q）．   

（silheomsiledeuleogagijeonemilimaseukeuleulsseo（？nohassda／dueossda）．）  

（31）a．太郎はプールに入るため、すでにメガネを外しておいた。   

b．中量且き牛乳政明竜珂フt71割判，可司せ司書喫可（専敦ヰ／千曳中ト   

（TALOOnuensuyeongiangedeuleogagiwihae，miliangyeongeulbeoseo（nohassda／  

dueossdaト）  

先にも述べたように、「しておく」は3人称主語を取ることができないことから、  

動作主は話者自身になるだろう。「しておく」は着・脱を問わず、一定の文脈が整え  

ば可能であると考えられる。それに対し、「hae nohda」は人称制限は働かないが、  

着用動詞文においては許容度がやや落ちるようである。しかし、（31）のような取り  

外し動詞文の場合は「haenohda」と「haeduda」がともに可能である。   

…方、着用動詞文であっても使役の意味を含む表現においては「hae nohda」と  

「haeduda」がいずれも自然になる。  

（32）a．子供がいつでも寝られるように前もってパジャマを着せておいた。   

b．叫01叶望瑚中主沓ス匝拍1き手毀呈号音鼻音ロ1司望司（吉敷q／千忠  

ヰト  

（aigae叫eladoja叫aliedeulsuissdologjamoseulmi］＝bhyeo（nohassda／dueossda）．）  

寧10これと関連して、李71号1979（p．74）は「ibda（服を着る）」「ssuda（帽子をかぶる）」など  

は、行為者の身から経れていたものを身につけるという意味であり、行為者が持っていた  

ものを行為者から手放すという「nohda」の意味に反するから不自然になると指摘している。  

しかし、話者によっては「haenohda」と「haeduda」の差はあまり感じられないインフォー  

マントもいることから、さらなる検討が必要であろう。  
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（33）aバイクに乗せるため、前もって子供にヘルメットをかぶせておいた。   

b．且呈叫0冊嘲♀71割朝，可司OtOl可1州望月舎盛岡（吉敷q／辛翌年）．   

（otobaietaeugiwihae，miliaiegehelmeseulssuiwo（nohassda／dueossda）．）  

さらに、前節でも述べたように、非意図性の「hae nohda」は（34）のようにある行  

為の結果に対し、不満や非難を言い出す表現として用いられることがあるが、「hae  

duda」はこのような表硯にはなじまない。このことは再帰表現でも同様である。  

（34）a．不動産政策の失敗が周辺の土地の価格を（上げた／？？上げておいた）。  

b昔風せ瑠軍司宅周フ十干登玉司7t習合呈司 惇安中／？？千霊草）．   

（budongsanjeongchaeguisilpaegajubyeontqjigagyeogeulollyeoinohassda／dueoss  

da）．）  

（35）a．君は何で息子にこんな服を（着せたの／？？着せておいたのI？  

b．吋旨朝 0洞珂lol婁貴書望司（音放り／？？予想り）？   

（neoneunwaeaehanteileonoseulibhyeo（nohassnimdueossnり？）  

（36）a．（美容室に行ってきて鏡を見ながら）髪をおかしく（切られたな／？？切られてお  

いたな）。   

b．（ロ1阜ゼ明 年巧♀司 刀合音且更々）可司書01せ中州書中（音敦嘲／？？予想  

司1）．   

（miyongsiledanyeoondwigeouleulbomyeonseo）meolileulisanghagejalla（noha  

SSneノ？？dueossne）．）  

日本語の「しておく」は基本的に話者が何かを備えるための行為でないと用いられ  

にくいから、基本形で言い表すしかないと考えられる。このように考えていくと、  

韓国語の「hae nohda」と「haeduda」を訳すとき、「しておく」が対応できないことも  

説明することができる。  

4．4．他の形式との関連  

先にも述べたように、「しておく」は1人称主語（あるいは話者）の行為ではないと  

用いられにくいようであるが、韓国語の「haenohda」と「haeduda」は人称を問わず、  

用いられる点において日本語とかなり異なっている。（37）を見られたい。  

－39－   



『筑波日本語研究』第十二号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究室2007  

（37）（学校から帰ってくると、部屋がきれいに掃除してあるのを見つける。たぶん  

（＝（2））   お客さんが来るから、お母さんが掃除したと考えて）  

a．お母さんが部屋を掃除して（くれたんだ／？おいたんだ）。  

b．望叫7tせ舎瑠生嘲i吉敷干叫／キ忠子q）．  

（eommagabangeulcheongsohae（nohassguna／dueossguna）．）  

日本語は2・3人称主語（行為者）が行為を行ったときには「しておく」ではなく、「し  

てくれる」か「しておいてくれる」にしなければならないようである。山本2005も同  

様の指摘をしている。日本語は行為者が1人称主語（話者）か2・3人称主語かによっ  

て「してあげる」「してくれる」の使い分けがあるのは周知の事実であるが、このよう  

な視点の問題に関して、日本語のほうが韓国語より敏感であると思われる。   

また、日本語の「しておく」は1人称に限られるものであることから、韓国語の  

「hae nohdaJ「hae duda」が用いられる文脈において用いられないこともある。その  

時、日本語は「している」形になることもあるようである。  

（38）（受験勉強をしている田中が心配事を言うと）  （＝（25））  

a．君は試験勉強を十分して（いるから／？おいたから）、心配しないでよ。   

b．司盲人憎奇手喜尊貴司嘲（寺致旦リオ／芋虫旦り外l，召瑠可司叫．   

（neoneun siheomgongbuleulchungbunhihae（nohasseunikka／dueosseunikka），geOg  

jeong叫ima．）  

（38）は2人称の行為であるため、「しておく」は用いられにくい。さらに、話者（1人  

称）が恩恵を受けるような表現でもないことから「してくれる」も用いられにくい。  

この場合、日本語は人称に関してニュートラルである「している」が用いられる。   

このように、「しておく」と「hae nohdaJ「hae duda」の間には、視点の問題も絡ん  

でおり、必ずしも1対1の対応関係を成しているとは考えられない。アスペクト形式  

の場合、韓国語より日本語のほうが視点に敏感であり、「しておく」は視点の制約が  

働くという点で授受表現とも関わっていることが分かる。   

さらに、非意図的な「hae nohda」に対し、意図的な「しておく」が対応しにくいた  
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め、「してしまう」に訳されることもある十＝。  

（39）（太郎に車を貸してあげたが、次の日、運転するとき、エンジンの故障に気づ  

く。これはたぶん太郎の運転ミスから生じただろうと思いながら）（＝（17））   

a．太郎が車を故障させて（？？おいた／しまった）。   

b．中主且斗斗喜ヱ骨相（音安中／？？千盟中ト   

（TALOOgachaleulgqjangnaeinohassda／？？dueossda）．）  

（40）（1歳の弟の次郎が太郎の部屋で進んでいた。幼稚園から帰ってきた太郎が自  

分の部屋が散らかされているのに気づく。これは次郎がしでかしたと思いな  

がら）  （＝（18））   

a．次郎が僕の部屋を散らかして（？？おいた／しまった）。   

b．ス1旦且フ一明1督喜（叶可召司（吉敷q／？？子忠q廿   

（JILOOganaebangeuledileobhyeo（nohassda／？？dueossda）．）  

5．まとめ  

以上、日本語の「しておく」と韓国語の「hae nohdaJ「hae duda」との関係につい  

て、過去形を中心に述べてきた。簡単にまとめると、次のようになる。  

a．この3形式はそれぞれ本動詞「置く」「nohdaJ「duda」の意味をまだ保持してい  

る点において共通している。   

b．韓国語の「hae nohda」は非意図的な用法を持ち、人の行為でないような状況で  

も用いられる。また、「haenohda」は複合動詞として用いられることがあるが、   

「しておく」「hae duda」は複合動詞化は見られない。   

c．「しておく」には人称制限が働き、主として1人称主語をとるが、「hae nohdaJ   

「haeduda」には人称制限は働かない。そのため、韓国語の「haenohdaJ「hae  

duda」を日本語で訳すと、「しておく」には訳されず、文脈により、基本形や「し  

てくれる」「している」「してしまう」などに訳さなければならないこともある。  

＊11李美淑1999は日・韓翻訳本を通して「hae nohdaJ「hae duda」が「しておく」のほか、  

「している」「してくれる」「してしまう」などに訳されていると指摘している。しかし、季はそ  

の数を示しているだけで、その理由については触れていない。  
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このことは、「しておく」のほうが「haenohdaJ「haeduda」より視点に敏感で   

あることを示唆していると考えられる。  

このように、「しておく」と「hae nohdaJ「hae duda」は似たような意味を有してい  

ながらも、詳細は違っているようである。この3形式のうち、動詞とのくっつきの  

度合いが高いのは「haenohda」であり、その分「しておく」と「haeduda」より文法化  

が進んでいるとも言えそうである。  
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