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1． は じ め に

本稿 の 目的 は細 ko   en 受動 を 憾 o   en 轍 の 意賄 號 と い 瀬 点 か ら捉 え ，

そ れ に よ り beko  en 受動 の 成立条件に つ い て の 統
一

的 な説明 を堤示す る こ とに あ る 。

そ の 際， と りわ け表現 の 形式的側面に 着目す る が， そ れ は ， 現在 の 認知 言語 学の 知 見に

基づ き ， 意味 と形式 が 互 い に 「
動機付 け られ た 」 関係 に ある と い う想定 に 立 っ もの で あ

る 。

焼 kommen 轍 とは ， 動詠 ko  en を含む す べ て 蠣 文 を指す もの とす る 。 また ，

bekommefi 受動 とは ，一
般的な定義 に従 い

， 次 の （1）の よ うに 「
〈助動詞 と して 用 い ら

れ た）bekornnユen ！kriegen　1　erhaltcn 十動詞 の 過 去分 詞 」 と い う構造 を持 ち ， さらに能動

文 の 3 格 に対応 す る統語 的主語 を含 む構文 を指 す もの とす る （LeirbUkt　1987： 99 を参

照）。

（1）　Er　bekommt 〆kriegt！erh 烈亡（蔵S　Buch　geschenkt．

　　 （Vg ］．　M 賍 ia　schenkt 　ihm （las　Buch．）

bekommen 受動 は ， こ の よ うに 3 つ の 異 な っ た助動詞 か ら形成 され る が ， こ れ ら 3 っ

の 動識 堪 本的 噸 轜 で あ り， そ の 中で も beko  en 敬 体的 撮 も中立 的 で あ る

と い う理 由か ら，以下，　 bCkornmen を中心 に取 嫐 うこ とに す る 。 さ ら に 本稿 で は ， 考

察 の 対象 を統語的主語が 「
入 」 を表わ す構文 に 限定す る

。 無生物主語 の bekommen 受

動は 極 め て 限 ら れ て い る （V7cgener　1985a ： 208 の 。

2．bekommen 構文 の 意味的展 開

2．　1． beko   e無 構文 の ス キー マ

まず始 め に ， 動詞 bcko  cn の 基本的 な 意味用法 を確認 し て お きた い 。
　 bekomrrten

に よ っ て 形成 され る 統語 的に最 も単純 な構文 は ， 実格主語及 び 4 格 目的語 を取 る構文 で

　
＊
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あ る 。　
一一一方， 「

具体か ら抽象 へ
」 と い う一般的な意味 の 転用 の 傾向を考慮すれ ば ， 次 の

（2）の よ うな鰐 bekQ  en の 最 も基本的な用法 で あ る 覡 なす こ と がで きる 。

（2 ） Er　bek。  t　ein 　Buch．

こ こ で は ，

「
あ る 対象物 が 主語 の 所 有に 至 る 」 とい うこ と が表 わ され て い る 。 表現 され

て い る状況は ，図式的に は 次 の よ うに表 わす こ と の で き る もの で あ る 。

（3 ） ○ ← 0

　　　1格

こ の 図式 は ， 認知言語学的 な意味 に お け る ス キ ー マ ー す なわ ち ， 人が状況 を認知 し言

語化す る際に用 い る と想定 され る 抽象的な 図式的イ メ
ージー とし て有効 に機能 し て い

る と考 え られ る が ， そ の 点 に つ い て は以 下 の 考察で 明 らか に し て い きた い
。 左 の 円は 1

格 で コ ー ド化 され る受容者 を表 わ し ， 右 の 円は 受容 され る物 （受容物）を表 わ して い る 。

受容物 は こ こ で は 4 格 で ＝
一 ド化 され て い る 。 矢印 は当該 の 受容物 の 主語 へ の 具体的

もし くは抽象的移動 の 方向 を表 わ し て い る 。 こ こ で ， bekQ  1cn 構文 の 主語が 受動的な

受容者 で あ る と い うこ と を確認 し て お こ う。

（4 ）a）
＊Bckomm ・das・Buch！

　　 b） 王嫡 o 缶
，
daB　er　das　Buch　beko藍  t．

一
般 に ， 命令形 を作 る こ とが で きる の は ， 意図的 な行為 を表わ す動詞 の み で あ り， 逆に

（4b）の よ うな hoffenを使 っ た願望表現が可能で あ る の は ， 意図 的な行為 を表 わ さな い

動詞 の み で あ る （城岡 1983）。

　受容物は ， 次の 例 が示 す よ うに 抽象的な場合 もある 。

（5 ）　Er　bckommt 　elne 　Antwort ／einen 　Bcfヒhl！e量ne 　Nachricht．

（6 ） 脈 ko  t　einen 鯔 1ein　Lob ！B   uch ．

　　 （vgl・B］r　w 至rd　gekuBt！gelob亡1besucht，）

4 格 で 表 わ され て い る の は ， そ れ ぞれ 伝達物 と行 為で あ る が ， 興味深 い こ と に ， い わ ゆ

る動作名詞 が 4 格 目的語 と な っ て い る （6）で は ，受動文的な 意味合 い が 認め られ る 。

2．2．　統言吾的お宕プく

嬲 beko  en に は さ ら に 纃 的拡 大 を伴 ・ た 鰍 騰 濺 る 。 まず ， い わ ゆ る述

語 的形容詞 が付加 され る と ， 受 容物 の 様 態 が表 わ され る 。

（7 ） Er　bel〈ommt 　das　Gla＄　ungewaschen ．

また ， 方向規定 を伴 な っ た揚 合 ， 4 格指 示物 の 到達点 が明示 され る こ とに な る 。
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（8） Er　bek  mmt 　eincn 　Stein　an 　den　Kopf ．

（8）で は す で に 「
所有権 の 変化 」 を問題 にする こ とが で きな くな っ て い る が ， 当該の 4

格指示物 が ， 少 な くと も主語 の 方向 へ 物理 的に移動 し て い る こ とが 確認で き る 、、こ の こ

とは し か し，次 の 例 で は 当て は ま らな い 。

（9 ） ts｛an 　kontite　ihn　nicht　mehr 　ans 　Klavier　bekommen ．

（ユ0） Sic　wclltcn 　den　Gefangencn　frei　bek・  en．

方向や状態 を表 わ す語句 を伴 うこ の 構文 は， 「主語 が 4 格指示物 の 位 置変化 ・状態変化

を達成す る 」 と い うこ と 厳 わ す 。 こ の bekommen の 用 法 は通 常 唏 的 と され る 。

1）

3，　bekorntnelt受動

3，1． 「bekommcn 十過宏 分詞 」 構造 の 多義 に っ い て

　以上 の 点 を踏 ま え つ つ
， 次 に 「bekommen ＋ 過去分詞 」 構造 の 多義 に つ い て 考察す

る
。

こ の 構造 は
， 場合 に よ り次の 3通 り の 読み が可能で あ る （Reis　1985 を参照）。

（11）
iJ9’li’　bekommen 　1　kriegen　／　erhalten 　die　Glljser　gewaschen．

　a） 私 た ちは グ ラ ス を洗 っ て あ る状態 で 受 け取 る 。

b） 枇 ち は グ ラ ス を （齷 よ く）洗 っ て ある騰 1こ す る 。 （beko  en ！krle騨

　　　の み）

c） 私 た ち は グ ラ ス を洗 っ て も ら う。 ← 憾 o   ｝cn 受動 ）

　Reis （1985）及 び Wegener （1985b ）は ， 当該 の 搆造 がそ れ ぞ れ の 読 み に 応 じ て 統語 的

に 異な っ た ふ る ま い を示す こ と を指摘 し ， こ の 3 つ の 読み の 区分 を根拠付 け た 。 加 え

て ， C）の 読み の 場合 ， 当該 の 文 は受動 態 で あ る とい うこ とを論 じて い る 。 し か し な が

ら ， こ れ ら 3 つ の 用法が ど の よ うに 関連 し合 っ て い る の か と い う点 に つ い て は ま だ 十

分 な議論が な され て い な い よ うに思 わ れ る 。 こ こ で は ， a）か ら c）に 至 る意味的 な つ な

が り を示 す こ とに よ っ て ， 形式 的 に 同
一 の こ れ ら 3 つ の 用法 を関連付 け て捉 え る こ と

が可能 で あ る とい うこ と を示 し た い 譜

　出発点 とな る の は ， すで に 言及 した 次 の 文 で あ る 。

（12） Er　beko  t 畆 Glas   gewaschen！gewaschen．

　　 彼 は グラ ス を洗 っ て な い 1洗 っ て あ る状態で 受け取 る 。

い わ ゆ る述語 的形 容詞 に よる こ の 種 の 文構造 の 拡大 は ， 次 の 例 が示 す よ うに ， ドイ ッ 語

　1）　erhaiten に は こ の 用 法 は な い 。

　2） 以下 の 議論は ， 英語 の 「have＋ 過去分詞 」 構造 を取 り扱 っ た Ikegami （隻986）に

部分的に 依拠 す る もの で あ る 。 誤解 を避 け る た め に付 け加 え て お くと ， 本稿 で 考察す る

の は 各用 法 の 歴史的推移で は な く， 体系的 な関連性 で あ る 。
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に お い て 広 く見 られ る もの で あ り， 従 っ て （12）の 拡大 も十分 に動機 付 け られ た ， 極 め

て 自然 な もの で あ る と言 え る 。

（i3） Ertrlnikt　den　Kaffee　schwarz ．

（14） E・ ka諭 d鴆 Aut・ gebraucht．

　 とこ ろ で ， こ れ ら の 文 が 「
述語 的 」 （pr齟 kativ＞な解釈 を受 け る の に 対 し ，

一方 で ，

形式的 に 同 じ構造 が次の よ うに
「
結果的 」 （resultativ ）な解釈 を受け る揚合が あ る 。

（15）　1ヤ k脇 亡d温sKi 簸d　wadL

（16） E 窘 亡加 kt　d麗 Glas　lcer．

「
述語 的」 な 前 者 の タ イ プ と

「
結果 的 」 な後者 の タ イ プ は ， 形式的 に 同

一
で あ る た め ，

揚合 に よ っ て ．次 の よ うに 1 つ の 文 が両方の 解釈 を許容する こ とが あ る 。

（17＞　Du 　muBt 　das　Hemd 　trocken 　bUgeln． （堀 口 1982：ユ1）

両者 の タ イ プ が異 な る の は 、 後者で は述部 を形成 する 2 つ の 文成分　　例 えば ”Hemd
“

と ”trouken
“ 一… の 関係 が動的 に捉 え られ る と い う点 で あ る 。 同 じこ とは bekommen 構

文 の の の 読み と b）の 読み の 間に も言 え る 。 上 例 （隻2）で 言 えぱ ， 。 gewaschen
“

は 目的語

。 Glas
“

の 静的 な 状態 を表わ し て い た 。 こ の
。
Glas“

と ” gewaschen
“

の 問 の 関係 が 動 的

に解釈 され る と，文全体 とし て は
「
結果的 」 な読 み ， すな わ ち b）の 読み を獲得 す る こ

とに な る。

（18） 廴lr　bcko  t　d麗 verschmutzte 　Gl麗 sau 圃 gew器 chen ．

　　 彼 は汚れ た グラ ス を（首尾 よ く）きれ い な 1洗 っ て あ る 状態 に す る
。

こ れ は 同時に動詞 の 意味 に影響 を与 え る 。 そ こ で は もは や
「
所有権 の 変化 」 と い っ た典

型的 な bekoxxunenの 意贈 い 1蜘 り れ る こ と に な る 。 それ で も beko  en は なお 本動

詞 とし て 機能 し て お り， さ らに ，

「主語 が首尾 よ くあ る結果 を得 る 」 と い っ た 意味合い

の 中に bekommcn の 本来的な意味用法 との 関連性 を見て取 る こ とが可能 で ある 。

　最後 に c）の 読み で あ る が ， こ の 受動文 と して の 読み の 重 要 な前提 は ， 当該の 構造 に

動詞の 過去分詞が含 まれ て い る こ と で あ る 。 こ の 読み は ， 過 去分詞 自体が動的に捉 え ら

れ，同時 に そ の 動作主 が概念化 され た もの で あ る と考 え る こ とが で き る 。

3） なお ， こ の

動作主 が一
それ 自体 は論理 的 な性 質 の もの で あ る が一 歪格主語 と同

一
で あ る な ら

ば ， 次 の よ うに b）の 読み に と ど まる こ とに な る評

　3）　こ の よ うに過去分詞 が動的 に捉 え られ ， そ の 動 作主 が概念化 され る とい う考 え方

自体は新 し い もの で は な く， 例 えば英語 の 完了表現や受動表現 と の 関連で す で に言 及 さ

れ て い る もの で あ る （lkcgarni　1986， 柴谷 1993）。

　4）　 こ の 場 合 ， 。 gewaschen
“

の 動作主 は 論理 的 に は ”
er

“

以外 の 人 間で あ っ て もよ い

わ け で あ る が ， 筆者の イ ン フ ォ
ー

マ ン トに よ る と ， こ の 解釈 は通常 の コ ン テ ク ス トで は

やや不 自然 な もの で ある と い う こ と で あ る 。
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（19）　Er　hat　das　Glas　gerade　n   h　gewaschen　bekommen ．

　　 彼 は グ ラ ス を何 とか 洗 っ た 。

一
方 ，過去 分詞 の 動作主 が ユ格主語以外 の 誰 か で あれ ば ， 当該 の 構造 は受動 文 と し て

蠏 釈 を受 け る こ とに な る 。 焼 ko  en 鋤 鯛 と して驍 す る c）の 読み で あ る 。

　　（20） 跏 tvon 　i  d麗 Gl薦 ge鄲 chen 憾 o   en ．

　　　　 彼 は彼女 に グラ ス を洗 っ て も ら っ た 。

3．2．bekornmen 受動 の タイ プ

次に ， 憾 o   en 鷺 の タ イ プ に つ い て 簡潔 1こ見 て い く。
こ こ で は 先行分棉 噬 づ

き ， 統語 的 ・意味的 に 分類 可能 な 5 つ の タイ プ を設 定す る が ， こ れ ら は離散的 な もの

で は な く， 部分的に重 な り合 うもの で あ る 。

　　（21） Er　bekommt 　ein 　Buch 　geschenkt． （タイ プ 1）

　　（22）　Er　bekommt 　ein　Mttrchen　erz舸 t． （タ イ プ 2）

　　（23） Er 憾 o   t　den　Mantel  die　Sch皿tem 　ge1螂 （タ イ プ 3）

　　（24） Ef　beko臘 den　A   gebrochen． （タ イ プ 4）

　　（25） F，r　bekornmt　geholfen． （タイ プ 5）

　最初の タ イ プ は，本動詞 が授与動詞 の もの で ある 。 基本 的に は 「ある対象物 が主語 の

鮪 に 至 る 」 とい うこ と醸 わ され ，bekommen の 本来的な 意味用法 と の 関連 1ま明 らか

で あ る 、，過去 分詞 は ， 次 の 例 に 見 られ る よ うに い わ ば 受容 の 様態 を表 わ し て い る 。

　 （26）　Er　bCkommt 　ein 　BuCh　geschedkt！geschi〔滋t！geliehen．

第 2 の タ イ プ は ，伝達動詞 に よ る もの で あ る。 こ の 段階 で すで に 「所有権の 変化 J

と い う意味合 い が薄れ て くる 。

　　（27）　Eg　bCkommt 　ein　Marchen 　vorgelesen 　1（鬘c　Wahrheit 　gesagt．

　第 3 の タイ プ は ， 方 向規定 を伴 う もの で あ る
。 上 の 2 つ の タ イ プ の 主語 が対象物 や

伝達物の 受容者で あ る の に対 し ， こ こ で の 主語 が厳密な意味で の 受容者か ど うか は 曖昧

で あ る 。

　　（28陬 鳳 o   tFarbe 　a蔽 H 。se　gcstrichcn　1　Blumen　in　den　Garten　gepfianzt．

た だ し こ こ で 注意 して お か な けれ ば な らな い の は ， 方向規定 に よ っ て 表わ され る到 達点

が ， 主語 に と っ て あ る
一

定 の 密接 な領域 に属 す る もの で あ る と い うこ と で あ る 。 上例 で

言 えぼ ， 方向規 定の 表 わ す もの は主語 の 「身体部位 」
「衣服一1 「所 有物 」 な どで あ る 。 こ

の よ うに ， あ る人 に と っ て 何 ら か の 形 で 重要 な関わ りを持 つ 具体 的 ・抽象的 な対象物 を

含ん で い る 物理 的 ・心理 的領域 の こ とを 「密接領域 」 と呼ぶ こ とにす る 。 そ うす る と，
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「 あ 耐 勦 が 蠕 の 離 領域 に至 る 」 とV ・ う意蜘 こお い て ， こ こ で 翫 ko  en の 本

来的な 意味 との 関連性 が保 た れ て い る こ とが見て 取れ る 。

　次 の 第 4 の タイ プ で は ， 具体的に は 何 も主語 の 領域 に は 移動 し て い な い 。 こ の こ と

は ， （30）の よ うに ， 離脱 を表 わ す動詞が本動詞 と して 用 い られ た 揚合い っ そ う明らか に

な る 。

（29） Er　beko  t　den　Rucken　ge歓 at質 1dle　Wange 　gc鰯 t．

（30） Er　bekornmt　den　Verband　abgemacht 　1　das　Hemd 　ausgezogen ．

（31）　Er 　l）ckommt 　auf 　dcn　Kopf 　gcschlagcn！auf 　dcn　FuB 　getrcten．

こ こ で の 本動詞 は ，
4 格や前置詞 句で 表わ され た対象 に及ぶ 行為や出来事 を表 わ し て い

る 。 す ぐに気 づ く通 り， こ こ で は 4 格や前置詞 句の 指示物 が 主語 の 密接領域 に 存在 し

て い る 。 従 っ て こ こ で もな お ，

「あ る 行為や 出来事が主語 の 密接領域 に 及ぶ 」 と い う意

味に お い て
，
1舳   en の 竦 的な意味 との 関連性 力徽 れ て い る こ とが分 か る

。

　最後 の タイ プ は ， 目的 語 を含ん で い な い と い う点 で こ れ ま で の タイ プ とは統語的に 区

別 され る 。 も っ とも 目的語 を補 うこ とが可能 な揚合 もあ り，そ の 場合 は これ ま で の タイ

プ と の 関連性 が見 て取れ る 。

（32） Er 噛   t（Kognak）cingegosscn ． （→ タイ プ 1）

（33） Er 憾 o   t （vicles ）gcantwortet． （→ タ イ プ 2）

（34） Er　bekommt （die　TUr）ge6ffnet．　 （→ タ イ プ 4）

しか し ， 次の よ う に 目的語 を補 うの が困難 な例 もあ る 。 ただ し こ の 場合 は ，括弧 の 中 の

パ ラ フ レーズが示 すよ うに ， 主語が ， 動詞 か ら特定可能 な行為内容 の 受容者 で あ る と い

うこ とが指摘で きる （LeirbUkt　1987： 113ff．を参照）。

（35） Er 焼 ko  t　geh。1fen　1　applaudiert ． （Vg1．　Er　bekommt 　Hil甸 Appiaus．）

3，3．bekorrimen受動 の 成立 条件

　そ れ で は bekommen 受動 の 成立条件 を見 て い きた い
。
　 bckommen 受 動 は ， 部分的 に

は 統勳 に 制約 を受 けて お り， 鰍 ば再 帰 3 格 は bekommen 受蜘 主 語 に な る こ とが

で きな い （Leirbuk1二 ig87： 100）。

（36） Du 　hast　dir　dann 〔簸e　MUtze　aufgesetn ，予 Du 　hast　dmn 　die　M 茸亡ze　au ｛gesetzt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bekommen ． （ebd ，）

し か し な が ら ， 統語 的要 因 だ けで bckemrncn 受動 の 成立 を説 明する の は 不可 能 で あ る 。

以 下 に 見 る よ うに ， こ の 受動文 の 成立 に は 意味的な 要因が関与 し て い る 。

　Wegener （
’1　985 　a ： 207 £ ）｝ま ， こ の 受動文 に必 要 な 条件 と し て 「

深 層主語 の 動作 主性 」

と 「
本 動詞 の 結果性 」 を指摘 した 。

「動 作 主 性 」 と い う基 準 に対 し て は しか し な が ら ，
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9．eirbUkt （1987： to4）に よ っ て すで に反例 が挙げ られ て い る 。　 bekommen 受動 は ，次 の

例が示 す よ うに ，物理 的 な過 程にお い て も形 成 され得 る 。

（37） ［． ．］w 議hrend　wir ［＿ ］von 　der　Sonne ［＿ ］Energie　zlrgestrahlt 　bekommen

　　 ［．　．］　　（ebd ．）

こ の 場合 ，

「
動 作主性 」 と い う概念を拡張 し て 適用す る こ と も一応可能で あ る が ， 筆者

の 見解 で は ， そ の よ うな概念 は ， Wegener の い う
「
結果性 」 と表裏

一
体 の 関係 をなす

も の で あ IP
， 従 っ て 特に

「
動作主性 」 とい う基準 を設 定す る必 然性 は な くな る 。

　Wegener は ，

「
結果性 」 と い う概念 を一

すで に Hentschel ／Weydt （1995： 175幻 が

指摘 し て い る通 り一 本 動詞 の 表 わ す行為 ・出来事 に よ っ て 目的語 の 被 る影響度 と い う

意味合 い で 用 い て い る 。 静的 （statisch ）な意味内容の 動詞 か らは bekommen 受動 を形成

で きな い
。

（38）
＊1ch　bckam 　meln 　Gluck　geg6nnt！miBg6nnt 　 （Wegener　1985　b： 134）

（39）
＊Er　bekam　von 　mir 　mein 　GIOck　ver （  〕kt． （ebd ．）

こ こ で 臆 し て 儲 た い こ とは ，
beko  en 鋤 は ，髞 給 意す る鯛 で な くと も，

一
定 の 他動 酌影響度が 認 め られ る 動詞 で あれ ば形成可能 で あ る とい う点 で あ る （例 文

（41））。

（40） Sie憾 ・  t　v ・n 　ihm　den　A   gebr・chen ．

（41）　Sie　bckommt 　von 　i｝  ordcntlich 　auf 　deΩ FuB　getreten．

（42）
＊Sld洳   t　von 　ihm 　h 己e　Augen　gesehen．

　 こ の 関連 で次 の 点 が興 味深 い 。 人 の 身体部位 に向け られ た 行為が表現 され る場合 ，

一

般 に 他動性 の 高 い 行為 で は身体部位 は 4 格 で コ
ー ド化 され ，

一方 ， 他動性 の 低 い 行為

で は 身体部位 は 前置詞 句 で コ ー ド化 され る （清野 1991 ）。 た だ し 中に は ， streicheln や

kUssenの よ うに，能動文に お い て ， 行 為 の 対象 と な る身体部位 が他動性 の 高 さに応 じ

て 4 格 で も前置詞句 で も コ
ー ド化 され 得 る よ うな 動 詞 が あ る 。 と こ ろ が こ れ ら の 動詞

を用 い た 1rc1・ommcn 受動 で は ，高 い 他動性 が 表 わ され る場合 ， す な わ ち身体部位 が 4

格 で コ
ー ド化 され た場合 の 方 が ， 明 らか に容認度 が高 い 。

（43）の Sie　bek。  t　v ・n 量hm 　die　Wange 　gekUBt・

　　 b）聡 i¢ bekonlmt　von 　ihm　auf 　die　Wange 　gek脇 t．

（44）の　 Sie　bekommt 　von 　ihm 　das　Haar　gcstrcichelt．

　　 b）⊇許Sie　bekommt 　von 垂hm 　Ubers 　H 蚣 r　gestrcichclt・

　次に
， も う

一点 の 成立 条件に つ い て 考 え て み た い 。こ れ まで に 何度か ，bekommen 受

動 の 本動詞 の 表わ す行為 ・出来事が ， 主語 の 密接領域に 存在す る （主 語 に と っ て 重要 な

関わ りを持 つ ）対象 と関連 し て い る こ と を指摘し て きた が ， こ れ は ， 本動詞 の 他動性 と
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並ぶ bck。rnmen 受動 の 成立条件で あ る 。

s）
問題 とな る の は ， タイ プ 3 の 方向規定及 び タ

イ プ 4 の 4 格 （あ る い は 前置詞 格）目的語 に よ っ て それ ぞれ表 わ され る 項 で あ る
。

2 つ の

成立 条件 がそれ ぞ れ文 の どの 部分 に関係す る もの で あ る の か を次の （45c）に図式 的に 示

す 。

（45）a） 露rbokommt 　den　Mantel　auf 　die　Schu］tern　gelegt． （タ イ プ 3）

　　b）瞭 bekα 頂 nt 　den　A   gebrochen． （タイ プ 4）

　　 c）　　 　　　 　　　 他動的影 響

　　　　　　　　　　　　　「一
　　　 〇　呂EKOMMEN 　口　過去分詞

　　　 L一

　　　　 密 接領域 （重 要な関わ り）

　そ れ で は ，具体例 を通 し て こ の 条件が bekommen 受動 の 成 立 に ど の よ うに 関 わ っ て

い る の か を見て い きたい 。

（46）　亙）ic　Mutter　hat　v 〔）n 　den　Kindern　warmes 　Wasser　in 磁e　Badewanne　 gegossen

　 　 bekommen ．

こ の 文 は 通常 ， 浴槽 の 中 に い る母 親の とこ ろ へ 子 ど もた ちがお湯 を流 し込 ん だ と い うこ

とを意昧す る ，，し か し コ ン テ ク ス ト次第 で は，母親 の 居場所 に かか わ らず，浴槽 に お 湯

を入 れ た い が何 らか の 理 由で 自らそ うす る こ と の で きな い 母親 の た め に ，子 ど もたち が

お 湯 を入 れ て あげ た と い う状況 を表現す る こ と も可能 で ある 。 そ の 揚合 は ， 浴槽 に お 湯

を入 れ よ うと い う母親 の 意向に よ 1 ， 母親 と浴槽の 間に重要な関わ りが 生 じ るわ けで あ

る 。

　次 の 文は，一
見不 自然 な表現 で あ る と感 じ られ る もの で あ る 。

（47）P　Das 　1〈ind　bekonmt 　das　Plakat　abgerissen ・

と こ ろ が ， 問題の ポ ス タ
ーが子 ど もの お気 に入 りの もの で あ っ た り ， 神経に さわ る もの

で あ る と い うよ うな コ ン テ ク ス トが与え られ る と， こ の 文の 容認度が一とが る 。 ポ ス タ
ー

が子 どもの 密 接領域に存在 して い る か ど うか が ， 文の 容認度 に重要 な影響 を及 ぼ して い

る わ け で ある 。 移動物 の 到達点 （タイ プ 3）及 び行為 ・出来事 の 対象物 （タイ プ 4）が主 語

の 密接領域 に存在 し な けれ ば な らな い （主 語 に と っ て 重 要 な関わ り を持 っ もの で な けれ

ば な らな い ）と い うこ の 条件 は ， 次の よ うな対立 を見 た場合 い っ そ う明 らか とな る 。

　　（48）a）　 Er　bekomm 亡ein 　Mcsscr　ln　die　Brust　gestochen．

　　　　b）
＊Er　beko  t　dn　Messer　in　dle　Brust　seines 　Fre  des　gestochen．

　5）　こ れ と岡様 の 概念が ， 3 格 の 実現 をめ ぐる問題 と の 関連 で す で に 小川 （1991 ）に よ

っ て 導入 され て い る 。 そ こ で は 「言 語的 に有意味な距 離」 と い う表現 が用 い られ て い る

が ，本 稿 で は簡 潔に 「重 要 な関わ り」 と い う表現 を用い た 。
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（49）a） Er　bekomunt　den　Arm 　gebrochen．

　　b）
＊Er　bekomm ω en 　Aml 　seirlef　Tochter　gebrochen．

す ぐ気づ くこ とだ が
， 上例 （48）（49）の 容認度は 対応す る 能動文 と平行 す る もの で あ る

。

た だ し ， 1 の 条件 が受動文の 方 に よ り強 く作用す る と い うこ と を示 す よ うな例 も見 られ

る 、

（50）a ） Ich　hai脚 n 　meinem 　Vater　die　UnterstUtzung　enti’　ogen 　bekommen ．

　　b）≡）≡）lch　babe　von 　ihr　ihre　I｛and 　entzogen 　bekommen ，

　　　　（VgL 　Sie　hat　mjr 　lhre　Hand 　entzogen ．）

（51）a ）　 F・rhat 　vom 　Polizisten　den　FUhrersche血 a 垂〕genommen 　beko  en ．

　　b）PDer　Brie丘r…t9・r　h・t　 v・ n 　ihm　d・s　 P…ickchen 皿 der　H ・usttir ・bgenQ  en

　 　 　 　 bekommen ．

　　　　（Vgl舳 at　dcm　Bric丘r第cr 畆 P註ckchcn 　an 　dcr　Ha曲 abgcno   en ．）

　 さて ，以 上 の 2 つ の 条件 を ど の よ うに統
一

的 に把握す る こ とが可能 で あろ うか 。各

々 の bel〈ommen 構 文問の 関連性 は すで に確認 し て きた 通 りで あ る が ， そ こ で 重要 な こ

と は ，bek。mme 暖 動 も鯲 的 に は 駐 基 本的 鞭 ko  en 構 文 躙 連付 け られ る と

い う こ とで ある 。 こ こ で も う一
度， こ れ まで とは 逆 の 方向で そ の つ な が り を示 す と次 の

よ うに な る 。

（52）a）

　　 b）

　　 c）

　　 d）

Er　beko  虻 die　Ttir　ge6ffhet．

Er　beko  t　das　G 王as　gewasche焦

Er 　beko  rnt　das　Gias　sauber ．

Er 　beko  1t　ch 　Buch ．

こ れ ま で の 鰹 か ら ，
bcko   cn 鰯 の 轍 に も ， 基本 的 beko  cn 構文 と共通 倣

キ 岬 が 存在 し て い る こ と籵 分 に 見 て 勲 る で あ ろ う 。 す な わ ち ， beko  cn 鑞

は ， 躰 的な 比 ko  e購 文 瞰 拠 す る形 で ，

「 あ る対鋤 や 淀 の 鰥 が 蠕 に 至

る 」 と い う状況 を 中心 的 に表現 し て い る の で あ る 。 こ の ス キ
ー

マ の 把 握が 困難 に な る

と ， それ と と もに文の 容認度 も落 ち て くる 。

（53）a） Er　beko  t　dcn　Verband　abge   cht ．

　　 b）　 PEr　bekoziimt　das　Plakat　abgerissen ．

　　 c）
＊Er　beko  t　mein 　Gl葺ck 　verd 訟 t．

一
定 の 効果 が 主語 に 至 る に は ， 主語 に と っ て

「
重要 な 関 わ り」 を持 つ 対象 が ， 行為 や 出

絆 一に よ ・ て
L

定 磯 響 」 綬 1ナる腰 驚 る 。 つ ま り ，
bekommen 受動 の 成立 条件

と し て 上 の 2 つ の 条件 が存在 す る の は ， bckommen構 文 の ．基本的な 意味機能 と照 らし合

わせ て 考 え た 場・合 ， 極 め て 自然 な帰結 で あ る と い うこ とに な る 。
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4，お わ り に

以上 ，
ヒ洳   e構 文の 鰍 の 意味用 灘 統言訥 噫 味的峨 鮒 けられ た形 で 展 開

して い る と い うこ と 観 て きた 上 で ， 最紬 に bekommen 受動 の 成立 に つ L・・ て も，基

本 的な bekommen 構文 と関連付 けて 考え る こ とに よ っ て ， 自然 な形 で 説明が与 え られ

る と い う こ と を述 ぺ た 。従来，対応 す る能動文 と の 関連 で 論 じ られ る こ と の 多 か っ た

bekomme 磯 瞭 ある が ， 形繭 に よ 噸 似 し て い 碓 の 比 ko  en 轍 との 関連 で

考 え て み る と，そ の 成立 に 関わ る現象が 十 分に 意味の あ る もの で あ る とい う こ とが分 か

る の で あ る 。
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Die poiysemantische Erweitefung  der bekommepm-Konstruktion
                und  das heleomnzeii-Passiv

Masahiko OzoNo

  Das  Ziel dieses Aufsatzes besteht darin, das bekamema?n-Passiv in der polyse-
mantischcfi  Erweiterung der bekomenen-Konstruktion aufzufassen  und  dadurch

eine  einheitiiche  Erkiarung fur die Bildungsbedingungen dieses Passivs vorzule-

gen.
  Ich ziehe  dabei besonders die fbrmale Seite des Ausdrucks in Betracht.

Dabei wird  vorausgesetzt,  an  die neuere  kognitive Linguistik anlehnend,  daB

Bedeutung uitd  Form  zueinander  in einer  sogenannten  .motivierten"  Bezie-

hung  stehen.

  Unter der bekonmven-Konstruktion verstehe  ich alle  Konstruktionen  mit  dem

Vcrb bekomemen. Mit dem  hdeonvnen-Passiv erfasse  ich, wie  man  es im ailge-

meinen  versteht,  KLonstruktionen wie  (a), die ein  als  Hilfsverb verwendetes

heknvmen 1 kn'agen ! erkaUen+Partizip  II aufueisen  und  ein  syntaktisches  Sub-

iekt haben, das einem  Aktivsatz--Dativ entspricht  (vgl. Leirbukt 1987: 99).

  (a) Er  bekommt  1 kriegt 1 erhalt  das Buch  geschenkt.

Ich behandle alierdirigs  exemplarisch  das Verb  thekonA)ven, da diese drei VeriDen

synonym  sind  und  darunter hekmanen stilistisch  als  am  neutralsten  gilt.
  Die Verwendungsweise des Verbs bekommen wie  in (b) kann syntaktisch

sowie  sernantisch  als grundlegend betrachtet werden.

  (b) Er bekommt  ein  Buch.

Der  Satz drtickt aus,  daB ein  Gegenstand in den Besitz des Subjekts gelangt.
Die ausgediMckte  Situation kann wie  folgt grob schematisiert  werden.

  (c) Oe-O
      Nom

  In der ersten  Hzlfte dieses Aufsatzes versuche  ich aufauzeigen,  wie  sich  die

Verwendungsweise der bekonemen-Konstruktion syntaktisch  und  semantisch  zum

bekomemen-Passiv hin auf  rnotivierte  Weise erweitert.

  (d) Er bekommt  ein  Buch.

      Er  bekommt  das Glas sauber.
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      Er bekommt  das Glas gewaschen.

      Er bekommt  die TUr geOffiiet.

  Irv der letzten H21fte untersuche  ich die Bildungsbedingungen des bekommen-

Passivs, wobei  ich funf Haupttypen  unterscheiden  m6chte.

  (e> E' r bekommt  ein  Buch  geschenkt. (Typ 1)
      Ex bekommt  ein  Marchen  erzttiilt. (Typ 2)
      Er bekornmt den Mantel um  die Schultefn gelegt. (Typ 3)
      Er bekornmt den Arm  gebrochen. (Typ 4)
      Er bekommt geholfen. (Typ 5)

  Als eine  Bedingung,  die bei allen  Typen  des bekemnen-Passivs erflillt sein

i:nuB,  wird  die Affizierthelt des Objekts durch den vom  Vollverb b¢ zeichneten

Vorgang  gefiannt. Bei Sitzen des Typs 3 und  4 kommt  cine  weitere  Bedingung

zum  Trageja, n2mlich,  daB der Referent der Richtungsbestimmung bzw. des
Akk"sativ- oder  PrEpositionalobjekts im Relevanzbereich des Subjektreferenten

vorhanden  sein  muB.

  VC'enn man  es  hier noch  einmal  berUcksichtigt, daB sich  die bekomnen-

Konstruktionen aufeinander  beziehen und  auch  das beka,vanven-Passiv letztlich

auf  die gr'andlegende heknvmene-Konstruktion zurtickzufiihren  ist, fugen sich  die

beiden Bedingungen zu  einem  einheitlichen  Bild zusammen.  Das Schema von

(c) liegt nam]ich  auch  dem  bekonaven-Passiv zugrunde.  D.h., das bekorvmen-

Passiv stellt diesem Schema  gemal] diejenige Situation zentral  dar, in der eine
Sache bzw. ein  bestimmter Effekt zum  Subjektreferenten gelangt. Die Satze

unter  (f) zeigen,  wie  dieses Schema  stufenweise  verblaBt  und  damit die Akzep-

tabilitgt des Satzes niedriger  wird.

  (f) Ef bekommt  den Verband  abgemacht.

      ?Ex bekommt  das Plakat abgerissen.
     

*Er
 bekommt rnein  GIUck verdankt.

Damit  ein  hestimmter Effekt zum  Subjektreferenten gelangen kann, mul3  }ogi-

scherweise  eine  Handlung  bzw. ein  Vorgang den Gegenstand athzi ¢ ren,  der ftir

den Subjektreferenten eine  gewisse Relevanz hat.


