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博士論文審査及び最終試験の結果  

 

審査委員（主査）  花  薗    悟  印 

 

 

学位申請者 キ ショウ（帰翔） 

 

論 文 名 「範列関係明示の複合副助詞」の設定――「にかぎらず」「だけで (は )なく」

「かわり (に )」などをめぐる考察――  

 

【 審 査 の 結 果 】  

本 論 文 は (1)「 太 郎 に か ぎ ら ず 次 郎 も そ の サ ー ク ル に 参 加 し た 」、(2)「 こ の 植

物 は 温 帯 だ け で (は )な く 寒 帯 に も 分 布 し て い る 」、(3)「 先 生 は 花 子 の か わ り (に )

良 子 を 褒 め た 」の 下 線 部 の 形 式 な ど 、い く つ か の 複 合 辞（ 通 常「 複 合 助 詞 」の 一

種 と さ れ る ） に 共 通 の 文 法 的 性 格 、 す な わ ち 単 位 A((1)で あ れ ば 「 太 郎 」 )に 付

属 し 、 A と 範 列 関 係 に あ る 単 位 B（ 同 じ く 「 次 郎 」 ） を 必 ず
、 、

右 側 に 並 べ る 、 と い

う 機 能 が あ る こ と を 豊 富 な 実 例 に よ っ て 実 証 し 、 こ れ ら が 一 つ の カ テ ゴ リ ー を

な す こ と を 主 張 す る 非 常 に 意 欲 的 な 論 考 で あ る 。 当 該 カ テ ゴ リ ー に 属 す る も の

と し て 筆 者 の 挙 げ る 形 式 を 個 々 に 検 討 す る と 、 著 者 の 主 張 す る 以 上 の 条 件 指 定

が 必 要 と さ れ る の で は な い か 、等 の 問 題 が 指 摘 さ れ る も の の 、著 者 の 目 論 見 は 一

定 の 成 功 を 見 た と 言 っ て よ い 。よ っ て 審 査 委 員 全 員 一 致 で 博 士（ 学 術 ）の 学 位 を

授 与 す る に ふ さ わ し い と の 結 論 に 達 し た 。  

 な お 審 査 委 員 会 は 、花 薗 悟 を 主 査 と し 、本 学 の 川 村 大 教 授・鈴 木 智 美 教 授・幸

松 英 恵 准 教 授 、学 外 の 早 津 惠 美 子 教 授（ 名 古 屋 外 国 語 大 学・日 本 語 学 ）を 副 査 と

す る 5 名 に よ っ て 構 成 さ れ た 。  

 

【 論 文 の 概 要 】  

 本 研 究 は 現 代 日 本 語 の 助 詞 相 当 の 機 能 を 有 す る 複 合 形 式 、 い わ ゆ る 複 合 助 詞

の な か で も 「 複 合 副 助 詞 」 （ 丹 羽 哲 也 2007） と 呼 ぶ べ き も の の 一 部 に 注 目 し 、

そ れ ら が 共 通 の 文 法 的 性 格 を 有 す る こ と を 豊 富 な 実 例 に よ っ て 実 証 し た う え

で 、当 該 諸 形 式 が「 範 列 関 係 明 示 の 複 合 副 助 詞 」と い う 一 つ の カ テ ゴ リ ー を な す

こ と を 主 張 し た も の で あ る 。 記 述 的 に も 理 論 的 に も 非 常 に 意 欲 的 な 論 考 だ と 言

え る 。  

 用 例 は 国 立 国 語 研 究 所 の 『 現 代 日 本 語 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス 』（ BCCWJ） か ら
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取 っ た 実 例 と 、 （ 日 本 語 母 語 話 者 の 確 認 を 取 っ た 上 で ） 作 例 を 用 い て い る 。  

 

 本 論 文 は 3 部 8 章 構 成 で あ る 。  

 「 Ⅰ 序 論 」に 当 た る 第 一 章・第 二 章 の う ち 、第 一 章 で は 、著 者 の 問 題 関 心 の あ

り か が 提 示 さ れ る 。 あ る タ イ プ の 複 合 助 詞 、「 に か ぎ ら ず 」「 だ け で (は )な く 」

「 か わ り (に )」な ど の 形 式 に は 、a)自 立 せ ず 、さ ま ざ ま な 語 句 に 付 属 し て 使 わ れ

る 、 b)表 現 自 体 の 語 彙 的 な 意 味 は 稀 薄 で あ る 、 c) 「 太 郎 に か ぎ ら ず 次 郎 も そ の

サ ー ク ル に 参 加 し た 」の よ う に 、範 列 関 係 上 に あ る 複 数 の 項 目（「 太 郎 」と「 次

郎 」 ） を 連 辞 上 に 並 べ 、 そ れ ら を 統 合 関 係 の 中 に 取 り 入 れ る と い う 機 能 を 担 う 、

と い う 3 つ の 基 本 的 な 特 徴 が 見 ら れ る 。 a)と b)の 特 徴 は 、 こ れ ら の 形 式 が 付 属

語 的 で あ る（ つ ま り 複 合 助 詞 で あ る ）と い う 性 格 を 示 し て い る が 、c)の 特 徴 は こ

れ ら の 表 現 は 同 じ 機 能 を 担 う 一 つ の カ テ ゴ リ ー と し て 捉 え ら れ る と い う 可 能 性

を 示 す 。こ の よ う な 問 題 関 心 の も と 、特 に ｃ ）の 特 徴 を 解 明 す べ く 、下 記 の 3 つ

の 設 問 が 設 定 さ れ る （ p.9 に よ る ） 。  

【 1】 本 研 究 の 考 察 対 象 は ど の よ う な 言 語 単 位 を い か に 並 べ る か  

【 2】 本 研 究 の 考 察 対 象 は 一 個 の ま と ま っ た 形 式 と し て 分 析 で き る か  

【 3】 本 研 究 の 考 察 対 象 を 付 属 さ せ る こ と に よ り 、 ど の よ う な 文 の 成 分 が 作 れ

る か  

 続 く 第 二 章 で は 先 行 研 究 が 整 理 さ れ る 。 著 者 が 関 心 を 有 す る 諸 形 式 は す で に

文 法 辞 典 や 複 合 辞 の 個 別 研 究 な ど に お い て 取 り 上 げ ら れ て お り 、 ま た そ れ ら 諸

形 式 の 内 の い く つ か に つ い て は 文 法 化 に 関 す る 検 証 の 対 象 と な っ て い る が 、 問

題 の 諸 形 式 の 共 通 性 に 注 目 し た も の は 丹 羽 （ 2007） と 江 口 正 （ 2013 ほ か ） に 限

ら れ る 。「 範 列 関 係 を 表 す 複 合 副 助 詞 」を 網 羅 的 に 取 り 上 げ て 類 型 化 を 試 み た 丹

羽 (2007)で は 当 該 形 式 を「 二 者 型 」と 呼 ぶ 類 型 に 収 め て い る が 、子 細 に 検 討 す る

と 、 丹 羽 の 言 う 二 者 型 に は 性 質 の 異 な る 2 種 類 の 形 式 が 混 在 し て い る 。 す な わ

ち 、 当 該 形 式 が 附 属 す る 単 位 A((1)で あ れ ば 「 太 郎 」 )の ほ か に 、 そ れ と 範 列 関

係 に あ る 単 位 B（ (1)で あ れ ば「 次 郎 」）を 必 ず そ の 右 側 に 顕 在 化 さ せ る も の と 、

そ れ が 義 務 的 で な い も の で あ る 。 著 者 が 関 心 を 持 つ 諸 形 式 は も ち ろ ん 前 者 で あ

る 。当 該 形 式 の 統 語 的 性 質 に つ い て 検 討 し た 江 口（ 2013）で は 、著 者 が 関 心 を 有

す る 諸 形 式 を 「 集 合 操 作 表 現 」 の 中 の 「 に 限 ら ず 」 タ イ プ と 呼 ぶ （ 「 に 限 っ て 」

タ イ プ と 対 立 す る 概 念 で あ る ）。本 論 文 著 者 が 江 口（ 2013）か ら く み 取 っ た「 に

限 ら ず 」 タ イ プ の 統 語 的 特 徴 は 以 下 の と お り で あ る （ p.37） 。  

 (A) 「 に 限 ら ず 」タ イ プ の 集 合 操 作 句（名詞＋集合操作表現。（1）であれば「太郎

にかぎらず」）は ホ ス ト （ 当 該 形 式 の 後 に 出 る 要 素 。 (1)で あ れ ば 「 次 郎 」 ）
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と 共 起 し な け れ ば な ら な い  

(B) 「 に 限 ら ず 」 タ イ プ の 集 合 操 作 句 は ホ ス ト よ り 先 行 し な け れ ば な ら な い  

(C) 「 に 限 ら ず 」タ イ プ の 集 合 操 作 句 と ホ ス ト と の 間 に ほ か の 文 の 成 分 が 現 れ

得 る  

こ れ ら の 指 摘 を 肯 定 し つ つ も 、 著 者 は 江 口 の 議 論 の う ち 2 つ の 問 題 を 指 摘 す

る 。① 当 該 形 式 は 後 続 の「 ホ ス ト 」に 対 し て 通 常 の 連 体 修 飾 関 係 に な い（ 途 中 に

他 の 要 素 が 介 入 し う る ）に も か か わ ら ず 、一 種 の 従 属 関 係 を 認 め て い る 。し か し 、

当 該 従 属 関 係 は い わ ば 意 味 的 な も の で あ り 、「 集 合 操 作 表 現 」の 統 語 的 地 位 に つ

い て は 議 論 の 余 地 が あ る 。 ② 当 該 形 式 が 並 べ る の は 名 詞 と 名 詞 に 限 ら ず 、 句 と

句 、 節 と 節 を 並 べ る こ と も あ る が 、 江 口 は そ れ ら に つ い て 言 及 し て い な い 。  

 「 Ⅱ  本 論 」は 第 三 章 か ら 第 七 章 で 構 成 さ れ る 。こ の う ち 第 三 章 か ら 第 五 章 は

そ れ ぞ れ 第 一 章 で 提 起 し た 設 問 【 1】 【 2】 【 3】 を 論 じ る 。 第 六 章 と 第 七 章 は そ

れ ぞ れ 個 別 形 式 の う ち 、＜ 累 加 ＞ を 表 す「 に く わ え（ て ）」、＜ 択 一 ＞ を 表 す「 か

わ り （ に ） 」 を 分 析 し て 第 三 章 ～ 第 五 章 の 主 張 を 確 認 す る 各 論 に 当 た る 。  

 第 三 章 で は 、ま ず 本 研 究 で 言 う「 範 列 関 係 」を 定 義 し た う え で 、当 該 諸 形 式 に

は そ の 語 構 成 の 制 約 に 従 い 、名 詞 と 名 詞 を 並 べ る も の や 、句 と 句・節 と 節 を 並 べ

る も の が あ り 、 そ の う ち の 複 数 の カ テ ゴ リ ー に 跨 っ て 使 用 可 能 な も の が あ る こ

と を 明 ら か に す る 。ま た 、「 太 郎 の 参 加 に 加 え て 、次 郎 も 参 加 し た 。」の よ う に 、

並 べ ら れ る 前 後 の 項 目 が 明 確 に 範 列 関 係 に あ る と は 言 え な い も の の 存 在 を 指 摘

す る 。こ れ ら は 、前 後 2 項 が 大 き な 事 態 を 構 成 す る 個 別 事 態 同 士 で あ っ た り 、上

位 概 念 に 属 す る 下 位 概 念 と い っ た 関 係 に あ る こ と で 意 味 的 に 同 類 と 見 な さ れ る

こ と で 許 容 さ れ て い る と 述 べ 、そ れ ら を「 典 型 的 な 範 列 関 係 に 準 ず る 関 係 」と 呼

び 、当 該 タ イ プ の 例 を 詳 細 に 類 型 化 す る 。最 後 に 、範 列 関 係 に あ る 要 素 を 並 べ る

他 の 表 現（ 並 列 表 現 、例 示 表 現 ）と 対 照 し た う え で 、当 該 形 式 が ① 常 に 複 数 の 範

列 項 を 連 辞 上 に 顕 在 化 し な け れ ば な ら な い 、 ② 範 列 項 を 必 ず し も 隣 接 さ せ な く

て よ い 、 と い う 2 点 に お い て 、 他 の 表 現 と 異 な る こ と を 指 摘 す る 。  

 第 四 章 で は 当 該 諸 形 式 を 一 語 と し て 扱 っ て よ い か ど う か を 、 文 法 化 に 関 す る

先 行 研 究 を 検 討 し て 基 準 を 定 め た う え で 、 語 構 成 の 違 い に よ っ て 5 つ に 分 け て

個 々 に 検 討 す る 。そ の 結 果 、5 つ の グ ル ー プ そ れ ぞ れ に ひ と ま と ま り の 形 式 と し

て 認 め て よ い と の 結 論 に 達 す る 。  

 第 五 章 で は 、当 該 諸 形 式 の 統 語 的 な 位 置 づ け が 改 め て 論 じ ら れ る 。当 該 諸 形 式

に 関 す る 先 行 研 究 の 論 点 を 改 め て 整 理 し た う え で 、「 前 件 範 列 項 +α （ ＝ 当 該 形

式 ）」が 後 件 要 素 と ひ と ま と ま り の 構 造 を な し て い な い こ と を 複 数 の 統 語 現 象 を

基 に 論 証 し た う え で 、 「 前 件 範 列 項 +α 」 が 、 特 に 後 件 要 素 が 節 で あ る 場 合 に 、
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意 味 的 に 事 態 性 を 帯 び る こ と を 論 じ 、 次 の よ う に 結 論 す る 。  

  「 前 件 範 列 項 +α 」 は 、 後 続 節 の 外 側 に あ り 、 か つ 、 意 味 的 に 後 続 節 に 従 属

す る 成 分 で は な い 。… … 一 方 、前 件 範 列 項 … … の 直 前 に 現 れ る 言 語 単 位 は 外

形 上 必 ず し も 節 で は な い と い う 点 か ら 見 れ ば 、 本 研 究 の 考 察 対 象 は 節 と 節

を 結 び つ け る 典 型 的 な 接 続 助 詞 で あ る と は 言 い 難 い 。ゆ え に 、こ の 種 の 機 能

語 の 統 語 的 性 質 を 問 う な ら 、後 続 節（ の 一 部 ）と 何 ら か の 範 列 関 係 が あ る こ

と を 明 示 す る 成 分 を 構 成 す る も の 、 と 言 う し か な い 。 （ pp.108f）  

そ し て 、 こ の 種 の 機 能 語 に 「 範 列 関 係 明 示 の 複 合 副 助 詞 」 と い う 名 を 提 案 す る 。 

最 後 に 、本 研 究 が 取 り 出 し た 諸 形 式 は 、丹 羽（ 2007）の「 二 者 型 」の う ち 、後 件

範 列 項 の 明 示 が 義 務 的 で な い も の を 除 い た も の で あ り 、 か つ そ の 外 延 を 一 部 修

正 し た（「 代 表 型 」の「 を は じ め（ と し て ）」が 加 わ る ）も の で あ る こ と を 確 認

す る 。  

 第 六 章 で は「 に く わ え（ て ）」を 取 り 上 げ 、第 三 章 ～ 第 五 章 の 結 論 を 参 照 し つ

つ 、文 法 化 が 進 ん で い る こ と 、他 の 類 義 の 動 詞（「 そ え る 」「 つ け く わ え る 」「 た

す 」な ど ）で は 同 様 の 文 法 化 を め ぐ る 現 象 が 現 れ な い こ と な ど を 指 摘 し 、こ の 形

式 が ＜ 累 加 ＞ を 表 す 「 範 列 関 係 明 示 の 複 合 副 助 詞 」 で あ る こ と を 再 確 認 す る 。  

 第 七 章 で は 、「 か わ り（ に ）」の 文 法 化 が あ る 程 度 進 ん で い る も の の 中 に 、意

味 の 異 な る 2 種 類 の タ イ プ が あ る こ と 、 そ し て そ の 意 味 の 違 い が 、 語 順 な ど 様

々 な 文 法 現 象 に 連 動 し て い る こ と を 周 到 に 論 証 す る 。そ の 上 で 、そ の 一 方 が 本 研

究 の 分 析 対 象 で あ る こ と を 示 す 。  

「 N A の か わ り （ に ） N B」 の 語 順 で 固 定 ： 「 範 列 関 係 明 示 の 複 合 副 助 詞 」  

「 N B が /を N A の か わ り （ に ） 」 の 語 順 可 ： ＜ 代 理 ・ 代 用 物 ＞ を 表 す 連 用 修 飾 句  

 「 Ⅲ  結 論 」（ 第 八 章 ）で は 、本 研 究 の 主 張 を 要 約 す る と と も に 、範 列 関 係 を

表 す 様 々 な 手 段（ 並 列 表 現 、等 位 接 続 助 詞 、取 り 立 て 助 詞 等 ）に お け る 当 該 形 式

の 位 置 を 示 し 、 最 後 に 今 後 の 課 題 を 示 す 。  

 

【 評 価 】  

 複 合 助 詞 研 究 は 、 助 詞 に 準 じ て ４ ～ ５ つ に 大 別 し た 後 は も っ ぱ ら そ の 表 す 意

味 に 目 が 行 き が ち で 、 語 順 を 中 心 と し た 統 語 的 な ふ る ま い に は な か な か 目 が 向

か な い 傾 向 に あ る 。 そ う し た 中 で 本 研 究 は 、 網 羅 的 複 合 副 助 詞 研 究 で あ る 丹 羽

（ 2007） と 、 当 該 形 式 の （ 一 種 の ） 統 語 現 象 に 関 す る 江 口 （ 2013 ほ か ） の 議 論

を 踏 ま え つ つ 、丹 羽（ 2007）の 挙 げ る 複 合 副 助 詞 の う ち 、複 数 の 意 味 類 型 に 跨 る

14 形 式 に 共 通 の 統 語 的 な 特 徴 が あ る こ と を 実 証 し 、 そ れ ら を 一 つ の 文 法 カ テ ゴ

リ ー と し て 設 定 す る こ と を 積 極 的 に 提 案 し た 。 非 常 に 意 欲 的 な 論 考 で あ り 、 か



5 
 

つ 、著 者 の 目 論 見 は 一 定 程 度 達 成 さ れ た と 言 っ て よ い 。従 来 明 瞭 に 認 識 さ れ て こ

な か っ た 文 法 現 象 の 輪 郭 を 明 晰 に 示 し た う え で 、様 々 な 意 味 を 表 す 10 以 上 の 複

合 辞 に 積 極 的 な 文 法 的 共 通 性 を 指 摘 し て 見 せ た こ と の 研 究 史 上 の 意 義 は 決 し て

小 さ く な い 。  

 そ の ほ か 、 審 査 委 員 が 指 摘 し た 本 論 文 の 長 所 は 以 下 の 通 り で あ る 。  

 

(1)「 新 た な 文 法 カ テ ゴ リ ー を 設 定 す る 」 と い う 、あ ま り 例 の な い 目 標 へ と 向 か

う 議 論 を 分 か り や す く 構 成 し 、 安 定 し た 叙 述 力 で 明 快 に 論 じ て い る 。  

(2) 先 行 研 究 の 位 置 づ け や 本 研 究 と の 位 置 関 係 の 把 握 が 的 確 で あ り 。何 を 継 承

し 何 を 改 め た か を 明 晰 に 述 べ て い る 。  

(3) 実 例 に よ る 論 証 が 適 切 で あ る 。  

(4) 本 論 文 の 成 果 を 批 判 的 に 見 れ ば 、江 口 （ 2013）の 論 じ 方 を 批 判 し つ つ 丹 羽

（ 2007）の 言 う「 二 者 型 」タ イ プ の 複 合 副 助 詞 か ら 一 部 を 取 り 出 し た だ け だ と

い う 見 方 も 可 能 で あ る 。し か し な が ら 、そ れ ら を「 範 列 関 係 の 複 合 辞 」と し て

新 た な 視 点 か ら 体 系 づ け 、 さ ら に こ の よ う な 密 度 で 論 証 し て み せ た 点 は 大 き

く 評 価 で き る 。  

 

 一 方 、本 論 文 の 不 十 分 な 点 も い く つ か 指 摘 さ れ た 。主 要 な も の と し て は 以 下 の

諸 点 で あ る 。  

 

(1)  「範 列 関 係 を 連 辞 上 に 明 示 す る 」と い う 本 論 文 が 注 目 し た 文 法 的 機 能 は 、子

細 に 見 れ ば 各 形 式 に お け る 用 法 の 一 部 で あ り 、 む し ろ 包 含 関 係 の 明 示 が 当 該

形 式 の 中 心 で あ る と 見 ら れ る 形 式 も あ る が 、や や も す る と 、範 列 関 係 の 明 示 の

専 門 形 式 で あ る か の よ う な 書 き 方 が さ れ て い る 点 は 不 用 意 で は な い か  

(2)「 範 列 関 係 に あ る 複 数 の 言 語 単 位 を 統 合 関 係 上 に 位 置 づ け る 」形 式 と し て は 、

並 列 助 詞 、 等 位 接 続 助 詞 、 著 者 の 言 う 「 範 列 関 係 明 示 の 複 合 副 助 詞 」 の 他 に 、

丹 羽（ 2007）の「 二 者 型 」複 合 副 助 詞 の う ち 著 者 が 考 察 か ら 外 し た も の（「【 そ

の 他 】」と 呼 ば れ る ）が あ る 。【 そ の 他 】類 は 、二 項 を 文 中 に 明 示 す る こ と が

義 務 で は な い こ と や 、語 順 の 取 り 方 が 異 な る こ と に 注 目 し て 、著 者 が 考 察 対 象

か ら 外 し た の だ が 、 一 方 で は こ れ ら は 二 項 関 係 を 文 中 に 明 示 し う る
、 、 、

形 式 で も

あ っ て 、本 論 文 で は 議 論 の 仕 方 に 注 意 が 必 要 で あ る 。し か し 、し ば し ば【 そ の

他 】 類 は な い も の の よ う に 語 ら れ る 点 が 不 用 意 で あ る 。  

(3)当 該 諸 形 式 の 統 語 的 性 格 の 規 定 に つ い て は な お 検 討 の 余 地 が あ る 。後 続 節 と

意 味 的 に
、 、 、 、

対 等 で あ る と い う 主 張 は 理 解 で き る 、そ の こ と が「 統 語 的 に 節 の 外 に
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あ る 」 と い う こ と に は な ら な い 。  

(4)「 文 法 化 」 に 関 す る 先 行 研 究 の 渉 猟 が や や 足 り な い 。  

 

 と は い え 、こ れ ら の 指 摘 は 本 論 文 の 成 果 を 十 分 認 め た う え で 、さ ら な る 研 究 の

深 化 を 促 す た め の も の で あ っ て 本 論 文 の 意 義 を 否 定 す る も の で は な い 。  

  

 最 終 試 験 は 2024 年 8 月 12 日 （ 月 ） に オ ン ラ イ ン で 実 施 さ れ た 。 席 上 で は 審

査 委 員 か ら 上 記 の も の を 始 め 様 々 な 質 問・意 見 が あ っ た が 、筆 者 キ シ ョ ウ 氏 は そ

の 一 つ 一 つ に 真 摯 に 回 答 し た 。回 答 内 容 か ら は 、議 論 の 小 さ い 点 に つ い て も 周 到

に 考 え た う え で 書 い て い る こ と と 、 そ の 上 で な お 至 ら な い 点 に つ い て は 今 後 改

善 し て い く 姿 勢 が 伺 え た 。特 に 、今 後 個 別 形 式 の 分 析 を 深 め な け れ ば な ら な い と

い う こ と に つ い て は 、 本 論 文 末 尾 に 言 及 し て い る と お り 著 者 自 身 が 自 覚 的 で あ

り 、 今 後 の さ ら な る 展 開 が 期 待 で き た 。  

 

【総合評価】  

学位請求論文の内容、最終試験における応答などから総合的に判断した結果、審査委員

は全員一致で、本研究が博士（学術）の学位を授与するにふさわしいものであるという結

論に達した。  

 

以 上  


