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1. はじめに

 本発表の目的:

『語研論集』中の言語にみられる連体修飾を類型論的観点から考察する

 「連体修飾節」

→ 「関係節」を含む，名詞を修飾する節
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1. はじめに

 本発表の結論:

分類された言語群には、地理的な偏りや類型論的な特徴がある

✓ 関係詞優勢型 …無生物主語の許容

✓ 空所一貫型 …無生物主語の非許容
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2. 先行研究

 Comrie & Kuteva (2013) [WALS: 122A]

① 非縮約型

② 代名詞残留型

③ 関係代名詞残留型

④ 空所型
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2. 先行研究

③ 関係代名詞残留型

→ 関係節内に主要部名詞に相当する関係代名詞が残留するタイプ (1)
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2. 先行研究

④ 空所型

→ 関係節内に主要部名詞に相当する語が何もない (Ø) タイプ (2)
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2. 先行研究

④ 空所型

→ 英語でいう関係節にあたる表現だけでなく，Fact-S構造を表す際にも使用
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※ Fact-S構造: “The fact that he doesn’t know me…” などの構造



2. 先行研究

 Comrie & Kuteva (2013) [WALS: 122A]

✓ 地理的分布について

1. ヨーロッパでは語族を問わず③関係代名詞残留型が支配的

2. ただし，1は印欧語族全体にみられる特徴ではない

3. 東アジアと東南アジアにおいては④空所型が最もみられる

4. ①非縮約型はアメリカ大陸に最もみられる
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2. 先行研究

 関係節には，主要部をもたない主要部欠如型の関係節も存在 (3)
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2. 先行研究

 寺村 (1993)

✓ 連体修飾表現には「内の関係」と「外の関係」の2種類がある

内の関係: 被修飾名詞が修飾節において項や付加詞の役割を果たすもの

外の関係: 項や付加詞の役割を果たしていないもの

(→ 先述のFact-S構造はこれにあたる)

12



1. はじめに

2. 先行研究

3. 語研論集データにもとづく調査
4. 分析・考察

4.1. 関係詞優勢型の言語
4.2. 空所一貫型の言語
4.3. 他動詞文における無生物主語の許容との関連
4.4. 各タイプの類型論的な特徴

5. おわりに

13



3. 語研論集データにもとづく調査

 調査言語数: 38言語

 本発表で検証する調査例文:

① 「[その本を持って来た]人」 …内の関係 (主語)

② 「[私が昨日買ってきた]本」 …内の関係 (目的語)

③ 「[私たちが仕事をしている]部屋」 …内の関係 (場所)
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表1: 各言語がとる連体修飾節のタイプ

言語 言語数

関
係
詞
優
勢

イタリア語，スペイン語，フランス語，ポルトガル語，英語，ドイツ語，チェコ
語，ブルガリア語，ポーランド語，ロシア語，ペルシア語，ウルドゥー語，ヒン
ディー語 (以上インド・ヨーロッパ語族)，ヴェトナム語，クメール語 (以上オーストロアジ

ア語族)，インドネシア語，マレーシア語 (以上オーストロネシア語族)，タイ語，ラオ
語 (以上クラ・ダイ語族)，ジョージア語，アラビア語エジプト方言
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空
所
一
貫

ウイグル語，ウズベク語，キルギス語，サハ語，タタール語，トゥバ語，トルク
メン語，トルコ語，モンゴル語チャハル方言，モンゴル語ハルハ方言 (以上アル

タイ諸言語)，朝鮮語，日本語，日本語大阪方言，チナンテク語オスマシン
方言，ベンガル語，ビルマ語，タガログ語
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3. 語研論集データにもとづく調査

 関係詞優勢 …連体修飾節として広く関係詞を持ちいるタイプ

 空所一貫 …連体修飾節として一貫して空所型を用いるタイプ
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● 関係詞優勢型
● 空所一貫型
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4.1. 関係詞優勢型の言語

 全21言語

✓ 印欧語族: イタリア語，スペイン語，フランス語，ポルトガル語，英
語，ドイツ語，チェコ語，ブルガリア語，ポーランド語，ロシア語，ペルシア
語，ウルドゥー語，ヒンディー語

✓ 東南アジア大陸部: ヴェトナム語，クメール語，タイ語，ラオ語

✓ 島嶼部の孤立型: インドネシア語，マレーシア語

✓ その他: ジョージア語，アラビア語エジプト方言
20
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4.1. 関係詞優勢型の言語

 全21言語
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● 関係詞優勢型
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4.1. 関係詞優勢型の言語

 内の関係と外の関係で異なる文法的手法を用いる
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4.1. 関係詞優勢型の言語
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4.1. 関係詞優勢型の言語

 同じ文を空所型で表すこともできる言語も
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4.2. 空所一貫型の言語

 全17言語

✓ アルタイ諸言語: ウイグル語，ウズベク語，エウェン語，キルギス語，サハ語，
ソロン語，タタール語，トゥバ語，トルクメン語，トルコ語，モンゴル語チャハル
方言，モンゴル語ハルハ方言

✓ 印欧語族: ベンガル語

✓ 中南米: チナンテク語オスマシン方言

✓ その他: 朝鮮語，日本語，日本語大阪方言，ビルマ語，タガログ語
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4.2. 空所一貫型の言語

 全17言語

✓ アルタイ諸言語: ウイグル語，ウズベク語，エウェン語，キルギス語，サハ語，
ソロン語，タタール語，トゥバ語，トルクメン語，トルコ語，モンゴル語チャハル
方言，モンゴル語ハルハ方言

✓ 印欧語族: ベンガル語

✓ 中南米: チナンテク語オスマシン方言

✓ その他: 朝鮮語，日本語，日本語大阪方言，ビルマ語，タガログ語
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● 空所一貫型
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4.2. 空所一貫型の言語

 内の関係と外の関係いずれの連体修飾節も空所型によって示すことができる

31



4.2. 空所一貫型の言語
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4.3. 他動詞文における無生物主語の許容との関連

34

 この2つのタイプと内的に関連する何らかの別の特徴は存在するか

→ 他動詞文における無生物主語の許容 (/非許容) という点に注目

『語研論集』18号およびその補遺に含まれる下記の例文を対象に調査:

調査例文17「その飲み物にはアルコールが入っている」

※なお，本発表では斜格主語は想定せず，扱っていない
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4.3. 他動詞文における無生物主語の許容との関連
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 この2つのタイプと内的に関連する何らかの別の特徴は存在するか
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4.3. 他動詞文における無生物主語の許容との関連
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 『語研論集』18号およびその補遺に含まれる下記の例文を対象に調査:

調査例文17「その飲み物にはアルコールが入っている」

他動詞文における無生物主語を許容する例:



38

表2: 各言語がとる連体修飾節のタイプと無生物主語の許容

言語 言語
数

無
生
物
主
語
の
許
容

〇
関
係
詞
優
勢

A類
イタリア語，スペイン語，フランス語，ポルトガル語，英語，ドイツ語，チェコ語，
ブルガリア語，ポーランド語，ロシア語，クメール語，インドネシア語，マレーシア
語，タイ語，ジョージア語

16

×

B類 アラビア語エジプト方言，ウルドゥー語，ヒンディー語，ペルシア語，ヴェトナム語 5

空
所
一
貫

C類

ウイグル語，ウズベク語，キルギス語，サハ語，タタール語，トゥバ語，トルクメ
ン語，トルコ語，モンゴル語チャハル方言，モンゴル語ハルハ方言，朝鮮語，
日本語，日本語大阪方言，チナンテク語オスマシン方言，ベンガル語，ビルマ
語，タガログ語

17



4.3. 他動詞文における無生物主語の許容との関連

39

 この2つのタイプと内的に関連する何らかの別の特徴は存在するか

✓ 無生物主語の許容は連体修飾節のタイプと相関がある

① 関係詞優勢／無生物主語文許容 (A類)

② 関係詞優勢／無生物主語文非許容 (B類)

③ 空所一貫／無生物主語非許容 (C類)

( ④ 空所一貫／無生物主語文許容 (本調査では該当言語なし) )



● 関係詞優勢型／物主〇 (A類)
★ 関係詞優勢型／物主× (B類)
● 空所一貫型 ／物主× (C類)
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4.4. 各タイプの類型論的な特徴

 A類の言語 (関係詞優勢／無生物主語文許容)

✓ SVO語順，もしくは比較的語順の自由な言語

✓  「被修飾語 ― 修飾語」の語順

 C類の言語 (空所一貫／無生物主語文非許容)

✓ タガログ語 (VSO)，チナンテク語 (VSO) を除きほとんどがSOV語順

✓ 「修飾語 ― 被修飾語」の語順 42



4.4. 各タイプの類型論的な特徴

 A類の言語 (関係詞優勢／無生物主語文許容)

✓ SVO語順，もしくは比較的語順の自由な言語

✓  「被修飾語 ― 修飾語」の語順

 C類の言語 (空所一貫／無生物主語文非許容)

✓ タガログ語 (VSO)，チナンテク語 (VSO) を除きほとんどがSOV語順

✓ 「修飾語 ― 被修飾語」の語順 43



4.4. 各タイプの類型論的な特徴

 A類の言語 (関係詞優勢／無生物主語文許容)

✓ SVO語順，もしくは比較的語順の自由な言語

✓  「被修飾語 ― 修飾語」の語順

 C類の言語 (空所一貫／無生物主語文非許容)

✓ タガログ語 (VSO)，チナンテク語 (VSO) を除きほとんどがSOV語順

✓ 「修飾語 ― 被修飾語」の語順 44



4.4. 各タイプの類型論的な特徴

 A類の言語 (関係詞優勢／無生物主語文許容)

✓ 「被修飾語 ― 修飾語」の語順

 B類の言語 (関係詞優勢／無生物主語非許容)

✓ 「被修飾語 ― 修飾語」の語順 (アラビア語，ペルシア語，ヴェトナム語)

✓  「修飾語 ― 被修飾語」の語順 (ウルドゥー語，ヒンディー語)

 C類の言語 (空所一貫／無生物主語文非許容)

✓ 「修飾語 ― 被修飾語」の語順
45



4.4. 各タイプの類型論的な特徴

松本 (2014)

✓ 空所一貫の言語と主要部終端型 (head-final: AN, SOV) の
言語には相関する傾向がある
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5. おわりに

 結論：地理的偏りや類型論的な特徴がある

① 関係詞優勢／無生物主語文許容 (A類)

② 関係詞優勢／無生物主語文非許容 (B類)

③ 空所一貫／無生物主語非許容 (C類)

 今後の課題

✓ 対象言語の拡大，外の関係の連体修飾節についても扱う
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5. おわりに
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グロス略号一覧
(Leipzig Glossing Rulesにないもののみ)

: 形態素境界非表示

ADN adnominal

IMPRF imperfect

INT(RR) interrogative

54

OBJ objective

REL relative pronoun

SUBJ subjunctive

VN verbal noun
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