
言語学論鐵第13号（1994）

一コ系指示詞の指示文脈の類型

竹田　完次

1　研究園的

　本研究の冒的は次のとおりである。（a）場所を指すとされるココ・ソコ。アソコの＿コ系

の指示詞が，文章化されたテキスト内で，どのような文脈を指すのかを調査し分類する。

（b）同時に，一コ系の指示詞と指示文脈が，山梨（ユ992）のいう間接照応の関係になる場合

の明示されていない指示文脈を考察する。

2　先行研究

2．1　高橋・齢木（1989）

　高橘。鈴木（1989）は，シナリオの会話文のなかで，コレ・ソレ。アレやコチラ・ソチ

ラ・アチラなどの指示詞の各語形が，どのようなものを指しているのかを調査し分類して

いる。そのなかで，一コ系の指示詞が指すものは，次のようなものとされている。

　魑ア．場所。地域・いれもの

　　例：rさ，ここでひと休みを」（場所），

　　rここは俺の生まれたところだ」（地域），

　　　「石川君ここにツバをいれてくれないか」（いれもの）

　爾イ．箇所。部分

　　例：（新聞をひろげて）「やさしいお母さんならここに出てるぜ」（箇所），（カメラを

　　差し出して）「ここ押すだけでいいですから」（ものの部分），

　　　「あの娘，ちよっとここ，オカシイのとちがうか？」と頭を叩く（体の部分）

　働ウ．集団（人の集合体）

　　例：「私，二年ここで働いて……」（会杜），

　　　　　にこの草団子，とってもおいしいんですってね」（店）

　⑧工．場面

　　　例：「一・その前に，われわれはここで，全員でですね，三三で黙祷を捧げたいと思
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　　います」

　鶴オ．時閻

　　例：「ここ三年ぱかり」

だが，この高橘。鈴木の研究は，主に現場指示の用法（話し手と聞き手が，指示対象を知

覚しているか知覚できるものを指示する用法）におけるものである。オ．の時間を指す場

合が5例あるが，すべて上例のように「ここ○年（週間）」という文例で，直示的用法で

ある。テキスト内の文脈を指示する用法については，考察していないのである。そこで，

本研究では，文章化されたテキスト内において，指示詞がどのような文脈を指示するのか

を調査し分類することにする。高橘。鈴木の研究は指示詞のすべての語形について考察が

なされているが，本研究では，さしあたり4系の指示詞だけについて考察する。

2．2　間接照応

　文書化されたテキスト内において，指示詞が指示する文脈となる名詞類，述語類，文類

などの指示文脈は，次例のように，テキスト内にそのままの形で明示されている場合と，

そのままの形で明示されていない場合がある。

（ユ）まず二時間ちよっとかけてム挫まで行く。至三で乗リ継いでB地まで一時間。

（2）秋篠から中山の村に入り秋篠川を渡ると，そこはもう，母の実家のある押態だ。

　　（学38）

（ユ）では，ソコの指示文脈は「A地」であり，「A地」は前方にそのままの形で明示されて

いる。しかし，（2）のソコの指示文脈は欣篠川を渡る」ではなく，文脈から推論によって

鰍篠川を渡った」とタ形にして，「秋篠川を渡った場所」と理解しなければならない。山梨

（1992）は，（1）のような指示詞と指示文脈の関係を直接照応，（2）を閻接照応と呼んでい

る。（2）の指示文脈の認定では，ル形を夕形にするといったテンスあるいはアスペクトが

かかわっているが，閻接照応の指示文脈の認定におけるこの種の間題については，Ter砒u

etα工（1980），寺津（1983），山梨で論じられている。だが，「～場所」となる文脈にっいて

は，注意が払われていない。＿コ系の指示詞ソコはソノトコロと意昧の上で等しい（C£長

閉（ユ974））。そして，トコロは多義語である（籾山（1992））。間接照応の場合の一1コ系の指

示詞の明示されていない指示文脈が，常に「～場所」となるとは限らないのである。そこ

で，本研究では，2．ユ．と合わせて，＿コ系の指示詞の明示されていない指示文脈が，「～場

所」の他にどのような文脈になるのかを考察することにする。

一62一



言語学論叢第至3号（豆99雀）

葛　資料

　文脈を指示する一コ系の指示詞を採集するため，現場指示の多い物語文は避け，下記の

ような論説文，随筆文，ノンフィクションを資料にした。この申から，すべての一コ系の

指示詞を抜き出したが，現場指示のものは考察の対象外である。また，接続詞である「そ

こで」も除外した。すると，今回調査した資料の中には，文脈を指示するココは少数で，

ソコが圧倒的に多く，その指示文脈はコ1コもソコも同じ種類のものであった。また，文脈

を指示するアソコは皆無であった。そのため，本研究ではソコだけを取り上げる。

1．佐藤忠男　『映画で世界を愛せるか』（・・映）　岩波新書

2．落合信彦　『狼たちへの伝言』（＝狼）　集英杜文庫

3．村田武雄　『音と心の旅』（＝音）　朝冒文庫

4．福井謙一　『学間の創造』（＝学）　朝冒文庫

5．桂　敬一　『現代の新闘』（工現）　岩波新書

6．柳田邦男　『事実の核心』（工事）　文春文庫

7．渡部昇一　『指導者の研究』（＝指）　PHP文庫

8．加藤諦三　『自分を嫌うな』（＝声）　三笠書房　知的生きかた文庫

9．大前研一　『世界の見方。考え方』（＝世）　講談杜文庫

10一朝目新闘経済部　『総合商杜』（＝総）　朝貝文庫

11．仁戸田六三郎　『続　タテマエとホンネ』（＝タ）　ダイヤモンド杜

12．辰濃和男　『天声人語』（こ天）　朝目文庫

4　ソコが指し示す文脈

　本資料のテキスト内の文脈を指すソコは，全部で403例あった。そこからソコが指示

する文脈を分類すると，次のようになる，4．ユ．は指示文脈が名詞類の場合である。ここで

は，大方が直接照応となる。4．2．は指示文脈が述語類や文類の場合である。ここでは，大

方が間接照応となる。

4．1　指示文脈が名詞類である場合

この節では，ソコが指示する名詞類の種類別に分ける。
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4．王．五　指示文脈が異体的な名調類である場合

　ソコが指示する具体的な名詞類の大部分は，実際の都市や地域，建物の申などの場所を

示すものであり，ソコが指示する文脈のなかで，もっとも多い文脈であった（99例）。

　指示文脈の名詞類が具象物である場合が，本資料の中で4例あった。「かけ軸」「原稿用

紙」「鏡」「彫像」といったものである。だが，ソコが指しているのは，（3）や（4）のよう

に，その具象物全体ではなく，その表面の部分である。具象物の輸郭を境界線として，そ

の限られた表面を指しているのである。もし，具象物全体を指すなら，（5）のように，ソ

レが使われる。（（注）以下の例で，前方の下線部は，ソコの指示文脈であることを示す）

（3）その茶室に幅の狭いかけ軸がかかっていた。至三には細長い圃面の下に山茶花

　　が一枝画いてあった。（タ204）

（4）鐘がある。至二（竈鏡の面）に太郎が写つている。

（5）鐘がある。迎（＝鏡全体）は太郎のものです。

また，本の題名，記事，映画の題名を，ソコで指示する場合がある（27例）が，その指

示対象となっているのはその中身あるいは内容である。本や映画などは容器と見立てられ

るが，その内容物もまた容器と見立てられているのである。

（6）小学五年の時にキャロルの『ふしきの国のアリス』を読み，異常なほと興奮する。

　　そこには教訓的な話やセンチメンタルな読み物とは別の世界があり（天224）

4．1．2　指示文脈が抽象的な名詞類である場舎

　ソコの指示文脈が抽象的な名詞類である場合，第一に，その名詞類は組織体，集合体，

それに複合体であることを表すものであった（59例）。ソコで指示するところは，場所

を指す場合と同様，その中の部分である。

A　〈組織体〉メカニズム，市場，ニューメディア，システム，ネットワーク，～体制，～

制度，～産業，～仕組み

B　〈人の集合体〉企業，杜会，マスコミ，財界，株式総会，～班，委員会

C　〈知識の集合体〉デ』タベ』ス，情報，実験結果，歴史，データ
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D　〈音の集合体〉音楽，曲，（音楽の）作品

　　（7）音楽を作る人もまた表現する人も，その「感じる」ことで創造につながるので

　　　　あるから，そこにr感じるもの」のあることは否定できない。（音12）

巨＜金の集合体＞関税

　　（8）安い輸入牛が入ってくると閨魏として政府が至三から金を吸いとってしまう（世

　　　　152）

F〈複舎体〉　（（9）や（10）のように種々の事柄や要素から成り立っているもの）

　　（9）現代の新聞の抱える多くの産業的。経営的間題が，新聞紙面やシャーナリスム

　　　　の現れ方に重要なかかわりをもつ事実を跳めるとき，ジャーナリストは，自分

　　　　もそこに組み込まれている仕事の場，新聞産業。新聞杜の望ましいあり方の実現

　　　　にも，進んで責任を負うべきではないか（現195）

（10）（西洋人は）自然現象をつぶさに観察したり実験したりして，ζ≡に恒常的なも

　　のを把握しようとする。（タ88）

上記のような指示文脈は，本資料の中に，通算すると59例あったが，ソコの部分にそれ

らの名詞類をそのまま代入できる場合，そのまま代入できない場合，あるいはどちらでも

よい場合がある。すなわち，ソコと指示文脈であるそれらの名詞類が，直接照応の関係

になっているものから間接照応の関係になっているものまであるが，その区別は容易でな

い。ただ，間接照応の関係である場合，明示されていない指示文脈は「（～の）中」「（～

の）下」「～（世）界」などの範囲を表す名詞類となる。例えぱ，次の（11）のソコの指示

文脈は「相撲界」であり，（12）は「建設業界」である。

　　（1！）相撲をよくテレビで見る。しかしそこにもやはり新旧交替の軋礫が歴然とあら

　　　　われていて（音91）

（12）談合をやっている建設業や，至二に納入するセメント，カラス，タイルといった

　　建築資材の産業などは（世76）

第二に，ソコの指示する抽象的な名詞類は「流れ」「（抽象的な）道」「過程」「人生」と

いった線状のものを表すものであった（8例）。これらの始めと終わりの部分の境界線は，

ばやけている場合もあるが，上例の名詞類と同様に場所のように見立てられ，その中の部

分がソコで指示されている。
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（13）新闘が“自粛”への同調や追随への流れを太くし，至三から外れる異端の存在に

　　非寛容な空気を醸し出すことに役立ってしまった（現22）

（ユ4）奥深い自然に働きかける道を選択したのは，　　至三には私自身が理屈をっけ

　　ることのできない要素が，すなわち科学的直観が強く働いていた（学151）

（ユ5）ム生は最後までギャンブルなのだ。ゲームからおりてしまえば，もう至三に光が

　　当たることはない。（狼240）

第三に，ソコの指示する抽象的な名詞類はr愛情」r欲求」r～意識」といった心の中にあ

るものや「構想」「判断」といった頭の申にあるものであった（5例）。心や頭は容器と見

立てられるが，その内容物も容器と見立てられているのである。

　　（16）内発的に杜会への愛情があって，至二から生じてくる杜会的正義感であれば，そ

　　　　れほど周囲といざこざは出てこないはずである。（自94）

（ユ7）人間の自由という発想は自然の法則に屈服すへきではないという人間の欲求か

　　ら無縁ではない。そこに人間の幸不幸の分岐点がある（タユユ8）

（ユ8）（「一般相対性理論」の）螢塑はかなり早い時期にまとまったものの，至三には

　　非常に難しい間題が待ち受けていた（学85）

4．1．3　指示文脈が身体圃や身体部位を表す名詞類である場舎

　ソコは人の身体面や身体部位を指す。人の身体は具象物であるため，ソコが指示してい

るのは，身体の輸郭を境界線としたその面や身体の部分となる。人の身体全体を指す場合

は，「彼／彼女」のような人称代名詞やソレが使われる。また，身体部位が身体から切り

離され全体化すると，「それ／＊そこは手だよ」（＊は非文の印）のように，ソコで指すこ

とはできず，ソレが使われる（田窪（1984））。

　次の（ユ9）と（20）では，ソニコは，動いている身体の表面を指し（3例），（21）と（22）で

は，身体部位を指している（6例）。

　　（19）ところが見ているうちにしだいに音楽に乗ってくると，まず璽珪にむだや雑な

　　　　ところがなくなって，そこに精気を孕んでくる。（音157）

（20）第四楽章の叙膚的なアダージェットを，ジョルジュ。ドンの独舞でまとめたのは，

　　まさしくシューベルトの「冬の旅」の主人公と同じ心境をそこに感じ取ったから

　　であろう。（音ユ64）
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　　（21）ミスしたら靴の先が鼻に当たって，そこから脳がやられてしまう（狼53）

　　（22）自分て弾くピアノの音は必ず自分の耳で聴いている。至三で硬いとか柔らかい

　　　　とか，強いとか弱いとかと感じて，つぎに弾くときにそれを直して弾こうと（音

　　　　126）

4．ヱ．4　指示文脈が範囲を表す名調類である場合

　範囲を表す名詞類とは，「（～の）中」「（～の）下」「（～の）世界」「（～の）分野」「（～

の）領域」「（～の）場」などの名詞類をいう。本資料の申で，これらの名詞類で導かれる

範囲は，「変化の中」，「戦時下」といった抽象的な範囲であるが，ソコがそのような範囲を

指す例が，18例あった。

4．2　指示文脈が述語類や文類である場合

　この節では，大方が間接照応となるためヨソコの明示されていない指示文脈を以下のよ

うに分類する。

4．2．1　明示されていない指示文脈が「場所」「場」となる場合

　ソコの指示文脈でもっとも多いのが場所を表す名詞類であるため，冒頭の（2）のように，

明示されていない指示文脈が「～場所」と認定することは容易である。ここにもう一度そ

のような例を示そう（8例）。（24）や（25）のように場所が一定していない場合は，「～場」

となる（25例）。

　　（23）石滴を掘り当てれば，そこを売る。（狼289）

　　　　　　　そこ＝石滴を掘り当てた場所

　　（24）シュタインメッツ将軍が独断でフランス軍と正面衝突してしまった。そこでは

　　　　勝ったが（指165）

　　　　　　　そこ＝フランス軍と正面衝突した場

　　（2δ）遭遇する悪天侯や唾魔を克服し，九目間，約四万キロという前人未到の無着陸

　　　　飛行をやってのけたのである。そこにはやはり，「機械と人間」の一体感がある。

　　　　（事311）

　　　　　　　そこ＝……約四万キロという前人未到の無着陸飛行をやってのけた場
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4，2．2　明示されていない指示文脈が「状況（の中）」となる場合

　ソコの指示文脈が状況や状態であるとき，明示されていない指示文脈は「～状況（の

中）」となる（12例）。組織体や集合体を境界線のある範囲と見立てるのと同じように，

状況や状態を範囲と見立ててソコで指示しているのである。

（26）そのころ，まだアメリカの政治は，年寄りやキング。メーカーと呼ばれるボスた

　　ちに支配にされていて，密室政治もあったわけだし，その意味ではいまの目本と

　　大差なかった。そこに，……若きケネディは果敢にうって出たわけだ。（狼44）

　　　　　そこiアメリカの政治が，年寄りやキング。メーカーと呼ぱれるボスたち

　　に支配され，密室攻治もあった状況の中

（27）高炉メーカーはそれぞれ指定商を持ち，その取引割合もぽぼ固定していて三菱，

　　三井の扱い量が抜きんでていた。そこへ割り込もうとするから……（総77）

　　　　　そこ＝三菱，三井の扱い量が抜きんでていた状況の中

ソこコヘの形の場合，指示文脈は，ある状況や状態が成立した直後（3例）か成立しっっあ

る最中（4例）となることが多い。

（28）これをもとに紡績会杜は手当てを早め、九～十一月には買い付け量を前年より

　　約五割ふやした。そこへ十一克二十九員の一七。五％切り下げ。（総62）

　　　　　そこ＝九～十一月の買い付け量を前年より約五割ふやした状況の直後

（29）楽しんじやった後は誰でも疲れが出る。そこへ苦しみの請求書をつきつけられ

　　る。（タ190）

　　　　　そこ＝疲れが出ている状況の最中

4．2．3　明示されていない指示文脈が「部分」となる場舎

　状況や状態の範囲が狭くなると，ソコの明示されていない指示文脈は’「～部分」となる

（34例）。ソコが「～部分」となるのは，a、事の差異を指すとき，b．全体のなかの一部

分を指すとき，C．点や箇所などの狭い範囲を指すときである。

　まず，a．事の差異を指すときの例である。ソコは，（30）では大きなビルと中小ビノレの

差異，（3ユ）では明治と昭和の差異，（32）では鯨の増加と捕鯨の禁止という対比を指して

いる。
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　（30）大きなビルはコンピュ㎞ターを使った管理システムが普及しているが，中小ビ

　　　ルはそうはいかない。そこに員をつけたのが伊藤忠商事だ。（総131）

　　　　　　　そこご中小ビルのコンピューターを使った管理システムが普及していな

　　　い部分

（3！）今上天皇も非常に聡明な方だが，立憲君主制という制度が整いすぎたために，天

　　皇が自分の意見をなかなか言えなかった。そこに，ある意昧では昭和の悲劇が

　　あったし，明治との違いもあったわけである。（指196）

　　　　　そこ＝……天皇が自分の意見をなかなか言えなかった部分

（32）「……鯨資源が危ないというのなら，おれたちはいさぎよくやめる。その覚悟

　　はある。だが，おれたちの実感では鯨はふえているんだ。それなのに禁」止だとい

　　う。そこのところがどうしても納得いかない」（天52）

　　　　　そこ＝鯨がふえているのに禁止だという部分

次は，b．全体のなかの一部分を指すときの例である。ソコは，（33）ではブルジョアの性

質の一つを，（34）では邦楽の習慣の一つを指している。

（33）当時の自由主義者というのは大部分がブルジョアで，彼らは労働者を安く使って

　　自分がもうけることだけを考えている。ビスマルクはそこを警戒した。（指209）

　　　　　そこ＝ブルジョアの労働者を安く使って自分がもうけることだけを考え

　　ている部分

（34）邦楽では，流派の別がやかましくて，とこぼす人がある。たしかにそこに拒否す

　　べき悪い習慣もないわけではないが（音205）

　　　　　そこ＝邦楽の流派の別がやかましい部分

三番員は，c．点や箇所などの狭い範囲を指すときの例である。ソコは，（35）では義務教

育の音楽を考え直さなければならなギ点」を，（36）では「ねらい打ちする」箇所を指して

いる。

（35）いたずらにクラシックとかポピュラーとかの区別を立てて考えるべきことでは

　　ないのである。そこにも現行の義務教育の音楽を考え直さなければならない点

　　があるように思う。（音26）

　　　　　そこ＝クラシックとかポピュラ』とかの区別を立てる部分
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（36）多国籍軍のなかで目本には作戦の重要な部分などに役割をあてることなどてき

　　ない。イラクは，当然，そこをねらい打ちするだろう。（世197）

　　　　　そこ二固本には作戦の重要な部分などに役割をあてることなどできない

　　部分

以上は，ソ：コがある状況の申の部分を指しているのであるが，明示されていない指示文脈

が「～部分」となるもう一つの場合に，文章の引用部分や人の発言部分を指すときがある

（8例）。次の（37）は直接引用部であるが，間接引用部の場合もある。

　（37）「目をとぢて秋の夜汽車のすれちがふ」（中村汀女）という句が飛びこんできて，

　　　　たぶんそこで火花が散ったのだろう，（天224）

　　　　　　　そこ＝「員をとぢて秋の夜汽車のすれちがふ」の引用部分

4．2．4　明示されていない指示文脈が「糧度」となる場合

　ソコマデの形の場合，ソコは状況の甚だしい程度になる部分を指し，明示されていない

指示文脈は「～程度」となる（25例）。

　　（38）いまでこそ，物産だ，商事だといえば，世界じゆうのビジネスマンに名を知られ

　　　　ているが，そこまでになるには，それだけの苦労があった（狼157）

　　　　　　　そこ＝世界じゆうのビジネスマンに名を知られるようになる程まで

4．2．5　明示されていない指示文脈が「（時の）過程j「時点」となる場合

　ソ1コの指示文脈が事態の進展であるとき，明示されていない指示文脈は「～過程」とな

る（5例）。時の流れが線状のものとして見立てられている。

　　（39）われわれが今遠い未来を予測して建立している墓も，……いつかは雑革の中に

　　　　消えてゆくものと考えざるをえない。そこにはただ時間の長短の差が若干ある

　　　　だけである。（音6！）

　　　　　　　そこ＝われわれが今遠い未来を予測して建立している墓が，いつかは雑

　　　　草の中に消えてゆく過程

（40）人間は「出会い」がすへての端緒である。それがとう進展しまた衰退するか，そこ

　　に人生の流れの意義がある。（音25）

　　　　　そこ工咄会い」がどのように進展しまた衰退するかの過程
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次のソコも事態の進展を指すが，指示するのはその進展の流れではなく，流れのスポット

である。このとき，明示されていない指示文脈は「～時（点）」となる（23例）。

（41）貨物列車が停止信号を見落として，安全線側を暴走し，レールの行き止まりで

　　機関車と貨車一両が脱線そこに走ってきた下り電車が接触して，前二両が対向

　　する上り本線側に脱線した。（事28）

　　　　　そこ＝貨物列車がレールの行き止まりで機関車と貨車一両が脱線した時

（42）とにかくNHKはじょうずに音頭取りの役をして，みずからは大した金もかけ

　　ずにハイビジョンのシステムを完成させてしまった。さて，そこから先が間題な

　　のである。（世48）

　　　　　そこ＝ハイビジョンのシステムを完成した時点

（43）彼は真っ青になってブルブルと震え出した。ζ≡を，オレは助走なしでいきなり

　　スパーツと蹴りをきめて，タバコの先っぽの灰だけふっ飛ぱした。（狼53）

　　　　　そこ＝彼が真っ青になってブルブルと震え出した瞬間

4．2．6　明示されていない指示文脈が感情，感覚，思考などを表す場合

　ソニコの指示文脈が心や頭の申の状態であるとき，明示されていない指示文脈は感情，感

覚，思考を表す（15例）。心や頭の中の状態が容器と見立てられている。

（44）オレはここでいいたい。不安だから，寂しいからといって，そこから逃げるな，

　　と。　（ろ良129）

　　　　　そこ＝不安な，寂しい気持ち

（45）　　・英語が話せるようになりたい，アメリカに行きたい，バイオリンをもっと

　　上手にひきたい……。これらはみんな，実現すればどんなにか楽しいことであ

　　るし，新しいことへの挑戦なのである。そこには，そうならなかったらどうしよ

　　うという恐れがない。（自99）

　　　　　そこ＝……英語が話せるようになりたい，アメリカに行きたい，バイオ

　　リンをもっと上手にひきたいという願望

（46）それ（騎士道物語）は，・一封建的忠誠心をも大いに賞めたたえているのです

　　が，一方，愛する女性のためならば，封建的忠誠心を否定してもかまわないと

　　いうことも暗示しています。そこから民主主義や個人主義はあと一歩です。（映
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160）

　　　そこ＝愛する女性のためならば，封建的忠誠心を否定してもかまわない

という考え

4．2．7　明示されていない指示文脈が「姿・姿塾（態度）」となる場合

　ソコは人の身体面や身体部位を指す。次のソコの指示文脈も，明示されていないが，人

の身体の表面を指している。そのため，明示されていない指示文脈は「～姿。姿勢（態

度）」となる（3例）。

　　（47）まあ中国人に変装したメーキャップ術はたいしたものだし，映画も一応立派な出

　　　　来と言えるが，ただそれが，アメリカ人の見た無気昧な中国人てあり，そこには

　　　　中国人の中国人らしい人閻味がてんで欠けていたことは確かである。（映184）

　　　　　　　そこ＝アメリカ人が変装した中国人の姿

（48）不名誉なこと，軍隊の士気にかかわることを，ふつう軍隊の機関紙はのせたが

　　らない。だが，表現の自由こそ大切だと記者たちはいい，軍の上層部も会見の内

　　容が掲載されることを拒まなかった。そこには「身をさらす勇気」のようなもの

　　が感ぜられる。（天129）

　　　　　そこ＝表現の自由こそ大切だという記者たちと会見の内容が掲載される

　　ことを拒まない軍の上層部の姿勢

4．2．8　明示されていない指示文脈が「行為・行動」となる場合

　人の身体が動くと行為や行動となる。次のソコはその行為や行動を指していて，明示さ

れていない指示文脈は「～行為。行動」となる（8例）。行為や行動が範囲と見立てられ

ているのである。

　　（49）いま，外国の土地やホテノレや家を買う目本人が激増している。スペインやハワイ

　　　　のマンションを買うのがはやっている。ニューヨークの高層ビルを次々に貿う企

　　　　業がある。すべてがそうだとは思わないが，そこにはかなり「われさき症侯群」

　　　　的病状があるのではないか。（天234）

　　　　　　　そこ＝スペインやハワイのマンション，ニューヨークの高層ビルを買う

　　　　行為

（50）ひどいのになると人の裏窓をのぞいたり，人の茶の間の有様をのぞいているよう

　　なものもある。このように一つのことに夢中になると節度を忘れてガムシャラ
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　　　　になる癬がそこにも出ている。（タ77）

　　　　　　　そこ＝人の裏窓をのぞいたり，人の茶の間の有様をのぞく行為

（51）（新聞が）政治家と手を携えれぱ，個別的な政治過程に自分が決定的な影響力

　　を及ぼし得る局面を，しばしばそこに見つけることになる（現88）

　　　　　そこ＝政治家と手を携える活動

5　まとめ

　本研究では，12冊の資料を調査して，ココ。ソコ。アソコの一コ系の指示詞が指示す

る文脈と，指示文脈と閻接照応の関係になる場合の明示されていない文脈を分類し考察

した。ただし，本資料では，文脈指示用法の一コ系の指示詞のほとんどがソコであったた

め，ソコだけを取り上げた。

　ソコが指示する文脈は，実際の場所や地域を表す名詞類，具象物を表す名詞類，抽象的

な名詞類，身体を表す名詞類，範囲を表す名詞類とあらゆる名詞類に及ぶが，指示してい

るのは，（a）境界線があるあるいは境界線があると意識される面状の部分，（b）線状の部

分，それに（C）申身の部分である。

　また，ソコと指示文脈が間接照応の関係になる場合，その明示されていない文脈は，（a）

「～場所，～場」F～状況の（中）」「～部分」「～程疲」「～姿。姿勢（態度）」「～行為・行

動」，（b）「～過程」「～時（点）」，（c）「～気持ち，考え」となる。（a）は境界線のある範

囲と見立て，（b）は線状のものと見立て，（c）は容器と見立てて，ソコで指示しているの

である。
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The Type of the Antecedents of Demonstratives Koko, Soko, 

Asoko 

Kanji Takeda 

Demonstratives koko, soko, asoko in Japanese refer to the place or the position in the 

actual world. In this paper (A) we exarnine what are the antecedents of the demonstratives 

in the written text, having had no study on such antecedents. (B) At the same time we 

examine the non-explicit antecedents of the demonstratives . A non-explicit antecedent is 

the following. 

Akishino kara Nakayama no mura ni hairi Akishinogawa o wataru to, soko wa 

mo, haha no jikka no aru Oshikuma da. 

We go in Nakayamamura through Akishino and cross the Akishino river, then 

we are in Oshikuma, where my mother's parents' family lives. 

The antecedent of 'soko' in this example is 'Akishinogawa o watatta basho (the place 

which we arrived at, crossing the Akishino river) '. But the place isn't written before 

'soko'. So in the example 'place' is a non-explicit antecedent. 

The results are as follows: 

(A) The antecedents of 'koko, soko, asoko' are a great variety of nominals, but what the 

demonstratives refer to are (1) a part which is drawn a border line or a thing which we 

suppose is drawn a border line, (2) a line-shaped thing and (3) an interior part of a thing. 

(B) The non-explicit antecedents of 'koko, soko, asoko' are (1) 'place', 'state or situation', 

'part', 'degree or extent', 'flgure or attitude', 'act or behavior', (2) (process', 'time' and 

(3) 'feeling or thinking'. (1) is compared to a space which is drawn a border line, (2) is 

compared to a line~shaped thing and (3) is compared to a container. 

- 75 -


