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【 審 査 結 果 】  

佐 野 洋 を 主 査 と し 、主 任 指 導 教 員 の 川 上 茂 信 、お よ び 副 査 と し て 秋 廣 尚 恵 、黒

澤 直 俊（ 東 京 外 国 語 大 学 名 誉 教 授 、外 部 委 員 ）、大 森 洋 子（ 明 治 学 院 大 学 、外 部

委 員 ）か ら 成 る 審 査 委 員 会 は 、2024 年 2 月 16 日 に 上 記 論⽂の 審 査 な ら び に 口 述

に よ る 最 終 試 験 を 行 っ た 。そ の 結 果 、審 査 委 員 会 は 全 員 一 致 で 、申 請 者 に 対 し 博

士 （ 学 術 ） の 学 位 を 授 与 す る の が 適 当 で あ る と の 結 論 に 達 し た 。  

 

【 論 文 の 概 要 】  

本 論 文 は ， ス ペ イ ン 語 の 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 と 動 詞 叙 法 と の 共 起 関 係 を 考

察 し た 研 究 で あ る 。ス ペ イ ン 語 動 詞 の 直 説 法 と 接 続 法 の 叙 法 交 替 の ひ と つ ，い わ

ゆ る 疑 惑 の 副 詞（ 9 個 の 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 ）が 共 起 し た 場 合 の 主 節・従 属 節

の 叙 法 選 択 に つ い て ，（ 1） 出 来 事 の 確 か ら し さ の 推 定 結 果 の 表 出 （ 認 識 的 モ ダ

リ テ ィ ）は ，言 語 社 会 集 団 の 伝 達 目 的 に 適 う（ マ ル チ モ ー ダ ル な 複 合 要 因 が 介 在

す る 言 語 現 象 で あ る ） と 仮 定 し ， （ 2） コ ー パ ス （ 6,310 用 例 ） を 用 い た 定 量 的

分 析 を 通 じ て ， そ の 決 定 要 因 を 明 ら か に し た 研 究 で あ る 。  

具 体 的 に コ ー パ ス か ら 分 析 対 象 用 例（ 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 と ，上 記 の い ず れ

か の 叙 法 を 含 む 書 き 言 葉 5,093 用 例 ，話 し 言 葉 1,217 用 例 ）を 抽 出 し ，そ れ ら 用

例 に 態 ，極 性 や 距 離（ 副 詞 と の 隣 接 の 有 無 ）な ど の 統 語 論 上 な 要 因 に 加 え ，時 間

軸 上 の 参 照 時 間（ 現 在・過 去・未 来 ）や 文 章 ジ ャ ン ル な ど 談 話・語 用 論 的 な 要 因 ，

そ し て 話 者 の 住 む 地 域 や 性 別 ， 年 齢 な ど の 社 会 言 語 学 的 な 要 因 を 用 例 に 付 与 し

た 。諸 要 因 を 説 明 変 量 と し ，叙 法（ 二 値 ）を 目 的 変 数 と し て ，要 因 群 で タ グ 付 け

さ れ た コ ー パ ス を 統 計（ 多 変 量 の 回 帰 ）手 法 で 分 析 し ，交 替 に 影 響 す る 要 因 を 特

定 し た 。さ ら に 選 択 過 程 を 学 習 す る 機 械 学 習 の 手 法（ 決 定 木 分 析 ）を 使 い ，叙 法

交 替 の 予 測 ル ー ル（ い わ ば 社 会 言 語 的 要 因 ま で 含 み 込 む 規 則 ）を 個 々 の 副 詞 毎 に

解 き 明 か し た も の で あ る 。  

共 起 の タ イ プ か ら 9 種 の 副 詞 を 3 分 類 し た こ と ， 主 要 因 と し て 距 離 （ 文 内 要



素 ）が あ る こ と ，副 詞 の 規 範 的 な 意 味（ 辞 書 的 な 示 差 的 特 徴 ）よ り も 参 照 時 間 や

地 域 性 ， 教 育 水 準 な ど マ ル チ モ ー ダ ル な 要 因 が 叙 法 選 択 に 影 響 を 及 ぼ し て い る

こ と を 定 量 分 析 に 拠 り 証 拠 立 て て 詳 ら か に し た 。  

 

［問題の所在］  

ス ペ イ ン 語 で は ，認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 が 動 詞 に 前 置 さ れ た 場 合 に は 、後 続 す

る 動 詞 の 叙 法 が 直 説 法 あ る い は 接 続 法 の 言 語 形 式 を と り ， 対 比 に よ る 差 異 関 係

が あ る こ と か ら 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 は 、 直 説 法 あ る い は 接 続 法 を 導 く 叙 法 導

入 辞 と し て の 機 能 を 有 す る と 考 え ら れ ， そ の 叙 法 の 決 定 要 因 に つ い て 従 来 か ら

統 語 視 点 を 中 心 と し て 分 析 が 進 め ら れ て き た 。  

こ の 叙 法 導 入 辞 と し て の 機 能 は 、 個 々 の 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 に 応 じ て 特 性

が あ る こ と が 明 ら か に さ れ て き て お り 、 例 え ば ， quizá（ も し か し た ら ） や tal 

vez（ も し か し た ら ） は 接 続 法 を 導 き や す い 一 方 、 a lo mejo r（ も し か し た ら ）

や segura ment e（ た ぶ ん ）は 直 説 法 を 導 き や す い 。ま た 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 が 、

文 内 命 題 の 真 偽 に 対 す る 話 し 手 の 態 度 で あ る 蓋 然 性 や 可 能 性 を 意 味 す る 表 現 形

式 で あ る こ と か ら 、 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 が 担 う 意 味 が 表 す 蓋 然 性 や 可 能 性 の

程 度 を 基 に 、 副 詞 の 分 類 を 試 み た 研 究 も 行 わ れ て い る 。  

認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 が 用 い ら れ て い る 文 は 、 ス ペ イ ン 語 学 で は 疑 惑 文 と 呼

ば れ ， 現 在 で は 統 語 論 的 視 点 だ け で な く 社 会 文 化 的 側 面 な ど マ ル チ モ ー ダ ル な

視 点 か ら 、疑 惑 文 に お け る 叙 法 交 替 へ 解 釈 ア プ ロ ー チ と し て 、副 詞 以 外 の 要 素 に

焦 点 を 当 て た 分 析 も 進 め ら れ て い る 。分 析 の 成 果 は 、言 語 的 要 因 以 外 に 、テ ク ス

ト ジ ャ ン ル や 地 域 差 ， 話 者 の 教 育 レ ベ ル な ど の 要 因 が 叙 法 選 択 に 影 響 す る こ と

を 明 ら か に し て き て い る 。  

ま ず ，疑 惑 と は 出 来 事 が 生 起 す る 不 確 か さ で あ り 測 度（ 確 率 分 布 ）を も つ 。確

率 哲 学 に よ る と ，出 来 事 の 不 確 か さ は ，偶 然 に 依 拠 す る 場 合 と ，認 識 に 関 す る 場

合 が あ る こ と が 知 ら れ ，前 者 は ，出 来 事 の 頻 度 ，つ ま り 繰 り 返 し の 長 期 試 行 に み

ら れ る 安 定 し た 頻 度（ 客 観 的 な 事 実 ）に 基 づ い て 測 度 化 さ れ ，後 者 は ，出 来 事 に

つ い て の 信 念 強 度 と い う 事 実 に つ い て の 個 人 の 知 識 や そ の 事 実 を 支 持 す る 証 拠

に よ っ て 測 度 化 さ れ る と い う 。と く に 後 者 の 信 念 強 度 は ，個 々 人 の 知 識（ 教 育 水

準 ）や 言 語 集 団 の 公 共 性（ 文 化 ）に 強 く 依 存 す る 。一 つ の 言 語 が 異 な る 文 化 圏 や

経 済 圏 で 使 用 さ れ る 場 合 ， そ の 言 語 使 用 域 の 違 い が 話 し 手 の 出 来 事 に つ い て の

信 念 強 度 に は 差 を も た ら す と 考 え ら れ ，し た が っ て 、本 論 文 で は 以 下 の 点 を 研 究

課 題 と し て 据 え て い る 。  

  統 語 論 的 視 点 だ け で な く 社 会 文 化 的 側 面 な ど マ ル チ モ ー ダ ル な 視 点 か ら 叙

法 に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 を 統 計 的 に 明 ら か に す る 。  



  認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 を 個 別 的 に 分 析 し 、要 因 群 と 動 詞 の 叙 法 と の 関 係 を 明

ら か に す る 。  

 

［ 分 析 の 枠 組 み ］  

疑 惑 の 副 詞（ 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 ）が 共 起 し た 場 合 ，動 詞 は 直 説 法 か 接 続 法

か の 叙 法 選 択 （ 二 値 区 分 ） が あ り ， い ず れ の 叙 法 に な る か は ， 話 し 手 （ 書 き 手 ）

の 出 来 事 に 対 す る 確 か ら し さ の 認 識 に 基 づ い て 確 率 的 に 決 定 さ れ る と す る 仮 説

を 設 け る 。そ し て 出 来 事 に 対 す る 確 か ら し さ の 認 識 に は ，統 語 上 の 性 質 に 基 づ く

要 因 ， 談 話 ・ 語 用 論 的 な 要 因 ， そ し て 社 会 言 語 学 的 な 要 因 が 関 わ る と 考 え る 。  

これら諸要因を多変量のカテゴリカルデータとし，叙 法 選 択 を や は り カ テ ゴ リ カ ル

な 二 値 区 分 と す る こ と で ，直説法と接続法の叙法交替という言語問題を数理的な分類問

題に帰着させ，統計分析の手法で量的分析の観点から実証的にアプローチする。この手法

は 2 つ の 手 続 き か ら 構 成 さ れ る 。 1 つ め は 要 因 の 選 択 で あ り ， 2 つ め は 選 択 予 測

に 使 わ れ る 要 因 の 決 定 で あ る 。 前 者 で は 要 因 間 の 交 絡 性 に つ い て χ 二 乗 検 定 を

利 用 し ，独 立 性 が 認 め ら れ た 要 因 を 選 択 す る 。後 者 で は ，二 項 ロ ジ ス テ ィ ク ス 回

帰 分 析 を 用 い る 。さ ら に 要 因 分 岐 を 経 る 選 択 過 程 を 学 習 す る 機 械 学 習 の 手 法（ 決

定 木 分 析 ） を 使 い ， 統 計 的 手 法 を 用 い た 分 析 結 果 を 実 際 の 用 例 に 照 ら し 合 わ せ

て 、定 性 的 に 比 較 検 証 す る こ と で ，叙 法 交 替 の 予 測 ル ー ル を 個 々 の 副 詞 毎 に 解 き

明 か す 。  

 

［各章の概要］ 

本 論 文 は 7 章 か ら 構 成 さ れ て い る 。第 1 章 で 問 題 の 所 在 を 明 ら か に し た あ と ，

第 2 章 で は 、モ ダ リ テ ィ を 扱 っ た 先 行 研 究 を 概 説 し 、そ れ ら の 内 容 を 踏 ま え 、モ

ダ リ テ ィ を 発 話 者 の 意 志 や 態 度 を 表 す 言 語 形 式 と し て 定 義 す る 。 そ の う え で 、

Palmer(  [ F.R. Pal me r, 200 1])を 参 考 に 、 モ ダ リ テ ィ を 発 話 内 容 の モ ダ リ テ ィ と

発 話 行 為 の モ ダ リ テ ィ に 大 別 し 、前 者 を さ ら に 、命 題 的 モ ダ リ テ ィ と 事 象 的 モ ダ

リ テ ィ に 分 割 し た 。こ の う ち 、本 稿 で 扱 う 認 識 的 モ ダ リ テ ィ を 命 題 的 モ ダ リ テ ィ

の 下 位 カ テ ゴ リ ー に 位 置 付 け た 。  

第 3 章 で は 、 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 の 種 類 や 叙 法 と の 関 係 に つ い て 、 先 行 研

究 の 内 容 か ら 検 討 し 、 本 論 文 で 扱 う 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 を ，  quizá , q uizá s, 

tal  ve z,  a  l o me jor,  a ca so,  po si blem ent e,  pr oba bl emen te,  segu ram en te,  

difí cil me nte  の 9 個 と し た 。  

第 4 章 で は 、分 析 の 用 い た 要 因（ 変 数 ）や 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 分 析 、決 定 木 分

析 な ど の 分 析 の 数 理 手 法 に つ い て 実 例 を 基 に 説 明 し て い る 。  

第 5 章 で は 、 用 例 を 書 き 言 葉 ， 話 し 言 葉 に わ け て 分 析 結 果 を 詳 細 に 示 し て い



る 。  

第 6 章 で は 、分 析 結 果 を 踏 ま え 、具 体 用 例 を 交 え な が ら 、疑 惑 文 中 で の 叙 法 の

交 替 に 影 響 を 与 え る 要 素 に つ い て 考 察 し て い る 。分 析 と 用 例 検 証 の 結 果 、認 識 的

モ ダ リ テ ィ 副 詞 を ， 基 本 的 に 直 説 法 と 共 起 す る 副 詞 、 直 説 法 と 共 起 し や す い が 、

接 続 法 と も 共 起 す る 副 詞 、 相 対 的 に 接 続 法 と 共 起 し や す い 副 詞 の 3 つ の グ ル ー

プ に 分 類 し た （ 以 下 の 分 類 ） 。  

I.  直 説 法 と の 親 和 性 が 強 い 副 詞  

a lo me jo r, s egu ra ment e, di fíci lme nt e 

II.  直 説 法 と の 親 和 性 が 強 い が 、 接 続 法 と も 共 起 す る 副 詞  

probabl em ente , a ca so  

III.  接 続 法 と の 親 和 性 が 強 い 副 詞  

posible me nte,  qu iz á, q uiz ás , ta l  v ez  

但 し 、接 続 法 と の 親 和 性 が 強 い 場 合 で あ っ て も 、半 数 近 く は 無 標 の 直 説 法 と 共

起 し て い る こ と か ら 、 こ の 分 類 は 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 と い う カ テ ゴ リ ー 内 で

の 比 較 対 照 の 結 果 で あ る 。  

ま た 、副 詞 以 外 に も 諸 要 因（ 地 域 ，参 照 時 間 ，極 性 ，副 詞 の 位 置 等 ）が 叙 法 の

選 択 に 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と が 統 計 的 に 示 さ れ た 。地 域 に つ い て は 、ラ テ ン ア

メ リ カ 地 域 の 中 で 使 用 さ れ る 叙 法 の 傾 向 に 差 異 が 生 じ て お り 、 ア ン デ ス 山 脈 が

大 ま か な 境 界 線 と な っ て い る こ と が 示 さ れ た 。こ の 点 に つ い て は 、先 住 言 語 の 影

響 か ら ア ン デ ス 山 脈 以 西 で は 言 語 規 範 の 圧 力 を 受 け て い な い た め 、 接 続 法 が 使

用 さ れ な い 傾 向 に あ る こ と を 示 唆 し た 研 究 も 存 在 し て い る が 、本 研 究 の 目 的 は 、

そ の よ う な 背 景 事 象 を 説 明 す る の で は な く 、 統 計 的 に 叙 法 の 選 択 に 影 響 を 与 え

る 要 素 を 見 出 す こ と で あ る た め 、 地 域 と 叙 法 の 関 係 を ま と め る こ と だ け に 留 め

た 。 地 域 と 叙 法 の 関 連 性 を 以 下 に 示 す 。  

I.  直 説 法 が 使 用 さ れ や す い 地 域  

Andina,  C arib e c on tine nta l,  Chi len a,  Méx ico  y  Cen toa mé rica  

II.  直 説 法 も 接 続 法 も 使 用 さ れ る 地 域  

España,  G uine a E cu ator ial  

III.  接 続 法 が 使 用 さ れ や す い 地 域  

Antilla s,  Río  de  l a Pl ata  

こ の 分 類 の 中 で 、 特 に Río de l a P la ta、 つ ま り ラ プ ラ タ 川 流 域 国 で は 接 続 法

を 使 用 す る 傾 向 が 非 常 に 強 か っ た 。以 上 の よ う に 、地 域 に 応 じ て も 叙 法 と の 選 択

傾 向 に 差 異 が 生 じ て い る こ と を 明 ら か に し た 。  

言 語 的 要 因（ 変 数 ）の な か で 、副 詞 の 位 置 や 参 照 時 間 も 叙 法 と 関 係 が あ る こ と

が 示 さ れ た 。二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 と 決 定 木 分 析 の 結 果 か ら 、副 詞 が 文 頭



に 位 置 す る 場 合 に 接 続 法 が 選 択 さ れ や す い 傾 向 に あ っ た 。こ の 点 に つ い て は 、副

詞 の 位 置 に よ っ て 修 飾 す る 内 容 が 異 な っ て お り 、文 頭 に 位 置 し た 場 合 に は 、文 副

詞 と し て 文 全 体 の モ ダ リ テ ィ に 影 響 を 及 ぼ し 得 る 点 を 文 中 で 指 摘 し た 。  

参 照 時 間 に つ い て は 、 現 在 を 参 照 し て い る 場 合 に は 接 続 法 が 用 い ら れ や す い

が 、 過 去 を 参 照 し て い る 場 合 に は 直 説 法 が 用 い ら れ る 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か

に な っ た 。極 性 に つ い て も 差 異 が 生 じ て お り 、肯 定 文 や 疑 問 文 で は 直 説 法 が 好 ま

れ る が 、 否 定 文 で は 比 較 的 に 接 続 法 が 使 用 さ れ や す い 傾 向 が 示 さ れ た 。  

第 7 章 で は 、 結 果 や 考 察 の 内 容 を 基 に 結 論 を 述 べ て い る 。 認 識 的 モ ダ リ テ ィ

副 詞 と 叙 法 の 関 係 に つ い て は 、 個 々 の 副 詞 と 共 起 し や す い 叙 法 と の 関 係 に 焦 点

を 当 て た 研 究 が 多 く 、 各 用 例 の 言 語 的 環 境 を 踏 ま え た 研 究 は 十 分 に 進 め ら れ て

こ な か っ た 。し か し な が ら 、本 稿 の 分 析 に よ っ て 、認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 が 用 い

ら れ て い る 文 中 で は 、副 詞 が 叙 法 選 択 に 与 え て い る 影 響 は 強 い も の の 、そ の 他 に

も 影 響 を 及 ぼ し て い る 因 子 が 存 在 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。つ ま り 、副 詞

の 種 類 の み で 共 起 す る 叙 法 が 決 定 し て い る わ け で は な く 、 副 詞 の 周 辺 環 境 や 地

域 、テ ク ス ト に 関 わ る 要 因 も 重 な っ て 叙 法 が 選 択 さ れ て い る 。ま た 、決 定 木 分 析

の 結 果 を 踏 ま え る と 、 副 詞 以 外 の 要 素 が 、 副 詞 と 叙 法 と の 共 起 特 性 を 強 め て い

る 。  

そ の 一 方 で 、 本 論 文 の 課 題 と し て 、 （ 1） 認 識 的 モ ダ リ テ ィ 副 詞 の 蓋 然 性 の 差

異 を 定 量 的 に 示 す こ と が で き な か っ た 点 、（ 2） 書 き 手 に 関 す る 情 報 が 不 足 し て

い た 点 、 （ 3） 話 し 言 葉 の デ ー タ 数 不 足 と 偏 り の 3 点 が 挙 げ ら れ る 。  

（ 1） に 関 し て は 、 本 稿 に お い て 、 二 項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 の オ ッ ズ 比 や

決 定 木 分 析 の ノ ー ド 内 の 比 率 に よ っ て 、 各 副 詞 の 叙 法 と の 関 係 に つ い て 統 計 的

に 示 し た 。た だ ，こ の 数 値 は あ く ま で 叙 法 選 択 と の 関 係 性 を 表 す 数 値 で あ り 、蓋

然 性（ 出 来 事 の 確 か ら し さ ）の 程 度 を 示 し て い る も の で は な い 。（ 2）に つ い て 、

本 稿 で は 5,093 例 の 書 き 言 葉 の デ ー タ を 分 析 の 対 象 と し た が 、 書 き 手 に 関 す る

要 因（ 変 数 ）と し て 、地 域 カ テ ゴ リ ー の み の 使 用 で あ っ た 。話 し 言 葉 の 分 析 に お

い て 教 育 レ ベ ル が 叙 法 の 交 替 に 影 響 を 与 え て い る こ と が 明 ら か に な っ た こ と を

踏 ま え る と 、書 き 言 葉 に お い て 書 き 手 の 社 会 的 背 景 が 、叙 法 に 影 響 を 及 ぼ し て い

る こ と は 想 像 に 難 く な い 。 （ 3） に 関 し て は 、 書 き 言 葉 の 用 例 が 5,093 例 で あ る

の に 対 し 、 話 し 言 葉 の 用 例 は 1,217 例 で あ っ た 。 ま た 、 話 し 言 葉 の デ ー タ で は 、

要 因 （ 変 数 ） に よ っ て デ ー タ 数 に 偏 り が あ っ た 。 例 え ば 、 副 詞 は a lo m ejor の

デ ー タ が 多 く 含 ま れ て お り 、 地 域 に 関 し て は ス ペ イ ン の デ ー タ が 多 数 を 占 め て

い た 。  

一 般 に ，母 集 団 か ら の 用 例 サ ン プ リ ン グ の 品 質 問 題 は ，コ ー パ ス 指 向 分 析 に つ

い て ま わ る 課 題 で あ る 。本 論 文 は ，問 題 の 分 析 の 構 造 を 明 示 し た こ と が ポ イ ン ト



で あ り ，コ ー パ ス 規 模 が 変 化 す れ ば ，同 じ 手 続 き を 再 適 用 す る こ と で ，分 析 精 度

を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。  

共 起 の タ イ プ か ら 9 個 の 副 詞 を 3 分 類 し た こ と ， 主 要 因 と し て 距 離 （ 文 内 要

素 ）が あ る こ と ，副 詞 の 規 範 的 な 意 味 よ り も 参 照 時 間 や 地 域 性 ，教 育 水 準 な ど 町

モ ー ダ ル な 要 因 が 叙 法 選 択 に 影 響 を 及 ぼ し て い る こ と を 定 量 分 析 に 拠 っ て 証 拠

立 て て 詳 ら か に し た 。  
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