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１ ． は じ め に

本 稿 で は ， い わ ゆ る 様 態 の 「 そ う だ 」 1 （ 以 下 「 そ う だ 」 と 記 し ， 様 態 の 「 そ う だ 」 を

指 す こ と と す る ） が ， 名 詞 と と も に 用 い ら れ る ケ ー ス に 注 目 し ， 実 際 の 用 例 を も と に そ の

意 味 を 考 察 す る 。「 そ う だ 」 は 本 来 ， 動 詞 ， 形 容 詞 に 接 続 す る と さ れ ， 名 詞 に つ く こ と は

な い 2 （ 寺 村 1 9 8 4 ， 森 山 ほ か 2 0 0 0 ， 日 本 語 記 述 文 法 研 究 会 2 0 0 3 ）。 こ れ は ， 次 の 文 の

適 格 性 の 差 に も 示 さ れ る 3 。  
（ 1 ） 雨 が 降 り そ う だ 。  
（ 2 ） こ の ケ ー キ は お い し そ う だ 。  
（ 3 ） 彼 は 元 気 そ う だ 。  
（ 4 ） * 彼 は 学 生 そ う だ 。  
「 そ う だ 」 は ，（ 1 - 3 ） の よ う に 動 詞 （「 降 る 」） や 形 容 詞 （「 お い し い 」「 元 気 だ 」） に 接 続

す る 場 合 に は 適 格 で あ る の に 対 し ，（ 4 ） の よ う に 名 詞 （「 学 生 」） に 接 続 す る 場 合 に は 不

適 格 と な る 。「 そ う だ 」 が 名 詞 に つ く こ と が な い と す る 従 来 の 記 述 は ， こ う し た 観 察 に 基

づ く も の で あ る が ，「 そ う だ 」 の 用 例 を よ く 見 て み る と ， 実 際 に は 名 詞 に 用 い ら れ る 例 も

一 部 見 ら れ る 。 た と え ば ， 次 の よ う な 場 合 で あ る 。

（ 5 ） 横 浜 は 夜 や ね （ ＾ −＾ ） 本 日 、 仕 事 初 日 （ ゜ −゜ ） み ん な い い 人 そ う （ ＾ ＾ ゞ た だ 初

日 の 気 疲 れ ハ ン パ ね ぇ （ ＞ ＿ ＜ ）

（『 現 代 日 本 語 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス 』（ B C C W J ） よ り 抜 粋 ）

こ の 例 で は ，「 そ う だ 」 が 「 い い 人 」 に 接 続 し ，「 い い 人 の よ う に 見 え る 」 と い っ た 意 味 を

表 し て い る こ と が わ か る 。 こ の 「 い い 人 そ う だ 」 と い う 表 現 は ，「 そ う だ 」 が 名 詞 に 接 続

す る 典 型 例 で ， 日 常 会 話 な ど カ ジ ュ ア ル な 場 面 に お い て し ば し ば 使 用 さ れ る も の だ が ，

「 そ う だ 」 が 名 詞 に つ か な い こ と が 前 提 と さ れ る 従 来 の 研 究 で は ， こ う し た 場 合 に 「 そ う

だ 」 が ど の よ う な 意 味 を 表 す か に つ い て は 議 論 の 対 象 と さ れ て こ な か っ た 。 そ こ で 本 稿 で

は ， 実 際 の 用 例 を も と に 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 を 考 察 し ， そ の 意 味 を 明 ら か に す る 。

 ま た ，「 い い 人 そ う だ 」 の よ う な 表 現 は ， 規 範 的 観 点 か ら 「 文 法 的 に よ り 適 切 な 形 」 を

考 え る な ら ば ，「 い い 人 の よ う だ 」「 よ さ そ う な 人 だ 」 な ど に 言 い 換 え ら れ る よ う に も 思 わ

れ る 。 だ が ， こ れ ら は 「 い い 人 そ う だ 」 と 同 義 で は な く ， 使 用 さ れ る 場 面 も 異 な る も の で

あ る 。 本 稿 で は 考 察 を 通 し そ れ を 示 す と と も に ，「 い い 人 そ う だ 」 が 他 の 形 式 で は な く ，

な ぜ そ の 形 式 で 表 現 さ れ る の か に つ い て も ， 各 形 式 の 意 味 の 違 い か ら 検 討 す る 。 ま た ， 本

稿 の 最 後 に は ， 同 観 点 を も と に 日 本 語 教 育 に お け る 「 い い 人 そ う だ 」 の 扱 い に つ い て も 論

じ る 。

２ ．「 そ う だ 」 の 意 味 と 用 法
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名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 の 意 味 を 考 え る に あ た り ， 本 章 で は ま ず 先 行 研 究 に お け る 「 そ

う だ 」 の 記 述 を 見 て お き た い 。 こ れ ま で 「 そ う だ 」 を 扱 っ た 研 究 は 様 々 あ る が ， 方 向 性 と

し て は 主 に 次 の ２ つ に ま と め ら れ る 。 一 つ は ，「 そ う だ 」 の 用 法 を 分 類 し ， 記 述 し よ う と

す る 研 究 ， も う 一 方 は ， 各 用 法 に 共 通 す る 「 そ う だ 」 の 基 本 的 な 意 味 を 記 述 し よ う と す る

研 究 で あ る 。 前 者 の タ イ プ の 研 究 に は ， 寺 村 （ 1 9 8 4 ）， 豊 田 （ 1 9 8 7 ）， 大 場 （ 1 9 9 9 ）， 森

山 ほ か （ 2 0 0 0 ）， 日 本 語 記 述 文 法 研 究 会 （ 2 0 0 3 ）， 宮 崎 （ 2 0 0 4 ） な ど が あ り ， 後 者 の タ

イ プ に は ， 田 野 村 （ 1 9 9 2 ）， ケ キ ゼ （ 2 0 0 0 ）， 菊 池 （ 2 0 0 0 ） な ど が あ る 。

後 者 の 研 究 が 複 数 あ る こ と に も 示 唆 さ れ る よ う に ，「 そ う だ 」 は ， 用 法 に よ っ て 表 す 意

味 に 大 き な 違 い が あ る と い う 特 徴 が あ る 。「 そ う だ 」 が 実 際 に ど の よ う な 意 味 を 表 す か に

つ い て は ， こ れ ま で 主 に 「 そ う だ 」 が 接 続 す る 語 の 品 詞 を 基 準 と し て ， 各 場 合 に お け る 意

味 の 記 述 が な さ れ て き た 。 そ の 中 で 代 表 的 な も の と し て は 寺 村 （ 1 9 8 4 ） が 挙 げ ら れ る が ，

本 稿 も ， 特 に 名 詞 に 接 続 す る 「 そ う だ 」 を 考 察 対 象 と す る こ と か ら ， こ こ で は 同 研 究 に よ

る 記 述 を 取 り 上 げ ， 以 下 考 察 の 参 考 に す る こ と と し た い 。

２ － １ 寺 村 （ 1 9 8 4 ）

寺 村 （ 1 9 8 4 ） は ，「 そ う だ 」 の 表 す 意 味 と し て 次 の ２ つ を 認 め て い る。 一 つ は 「 あ る 対

象 が ， 近 く あ る 動 的 事 象 が 起 こ る こ と を 予 想 さ せ る よ う な 様 相 を 呈 し て い る こ と 」

（ p . 2 3 9 ）， も う 一 つ は 「 あ る 性 質 ， 内 情 が 表 面 に 現 れ て い る こ と 」（ 同 ） で あ る 。 便 宜 上 ，

前 者 を 「 予 想 」， 後 者 を 「 様 態 」 と 呼 ぶ こ と と す る 。 寺 村 は ， こ れ ら ２ つ の う ち ど ち ら の

意 味 が 表 さ れ る か は ， 原 則 的 に 「 そ う だ 」 の 接 続 す る 語 が ， 動 的 事 象 を 表 す 動 詞 で あ る か ，

あ る い は 状 態 動 詞 ， 形 容 詞 と い っ た 状 態 述 語 で あ る か と い う こ と に よ っ て 決 ま る と 指 摘 し

て い る 。

た と え ば ，（ 1 ） を 例 に 考 え る と ， こ の 場 合 に 「 そ う だ 」 は ，「 降 る 」 と い う 動 詞 に 接 続

し て い る わ け だ が ， 寺 村 に よ れ ば ， 接 続 す る 語 が こ の よ う に 動 的 事 象 を 表 す 動 詞 で あ る 場

合 ，「 そ う だ 」 は 予 想 を 表 す こ と と な る 。 つ ま り ，（ 1 ） は ， 何 ら か の 対 象 が 「（ 雨 が ） 降

る 」 と い う 事 象 の 発 生 を 予 想 さ せ る よ う な 様 相 を 示 し て い る と い う こ と を 述 べ て い る わ け

で あ る 。 こ の 場 合 ， そ の 様 相 と は 典 型 的 に は 「 曇 り 空 」 な ど が 考 え ら れ る 。 一 方 ，「 そ う

だ 」 が 状 態 動 詞 や 形 容 詞 な ど の 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 ，「 そ う だ 」 が 表 す の は 様 態 で あ

る 。 た と え ば ，（ 2 ） の 場 合 に は ，「 そ う だ 」 は 形 容 詞 （「 お い し い 」） に 接 続 し て い る が ，

こ の 場 合 に は ，「 お い し い 」 と い う 性 質 が ， 対 象 の 「 ケ ー キ 」 の 表 面 に 現 れ て い る こ と ，

つ ま り 外 面 か ら 窺 え る こ と を 述 べ て い る わ け で あ る 。 こ れ は （ 3 ） の 「 元 気 」 に つ い て も

同 様 の こ と が 言 え る 。「 そ う だ 」 が 状 態 動 詞 に 接 続 し ， 様 態 を 表 す も の と し て は ， 寺 村

（ 1 9 8 4 ） で は 次 の 例 が 挙 げ ら れ て い る 。  
（ 6 ） こ れ は 「 太 平 記 」 の 記 述 で あ っ て ， 陰 暦 十 月 の 中 旬 ， わ ず か 六 百 メ ー ト ル 余 の 木 の

芽 峠 で の 凍 死 に は ， 虚 構 の 疑 い が あ り そ う だ が … … （ p . 2 4 0 ）

た だ し ， 寺 村 自 身 も ， こ う し た 接 続 す る 語 に よ る 区 別 は あ く ま で 原 則 的 な も の と し て

お り ，「 そ う だ 」 の 表 す 意 味 は ， 接 続 す る 語 に よ り 固 定 さ れ る わ け で は な い 。 実 際 に ， 原

則 に 沿 わ な い 事 例 と し て ， 寺 村 は 次 の 例 を 挙 げ て い る 。

（ 7 ） ア ム ー ル 河 方 面 に 低 気 圧 が 現 れ て 東 進 し て お り ， き ょ う は 北 日 本 一 帯 は 天 気 が 下 り

坂 。 早 け れ ば 今 夜 か ら 雨 が 降 り 始 め る と こ ろ も あ り そ う だ 。

（ 8 ） 気 圧 の 谷 が 近 づ き ， 九 州 地 方 か ら 天 気 が く ず れ る が ， そ の 他 の 地 方 の 天 気 は ， ま だ

よ さ そ う 。 （ p . 2 4 1 ）

こ れ ら を 見 る と ，「 そ う だ 」 は （ 7 ） で は 状 態 動 詞 の 「 あ る 」，（ 8 ） で は 形 容 詞 の 「 い い 」

に 接 続 し て い る が ， こ れ ら の 場 合 「 そ う だ 」 は い ず れ も 様 態 で は な く ，「 近 く そ う い う 状

態 に な る 」（ p . 2 4 1 ） と い う 予 想 を 表 し て い る 。 こ う し た 例 が あ る こ と か ら も ， 寺 村

（ 1 9 8 4 ） で は ，「 そ う だ 」 の 意 味 は ， 上 の よ う な 原 則 と は 別 に ， 文 脈 ， 状 況 に よ っ ても 決

ま る と い う 説 明 が な さ れ て い る （ p . 2 3 9 ）。  
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２ － ２ ま と め

以 上 ， こ こ で は ，「 そ う だ 」 の 表 す 意 味 に つ い て 寺 村 （ 1 9 8 4 ） に よ る 記 述 を 概 観 し た 。

「 そ う だ 」 は ， 大 き く 予 想 と 様 態 の ２ つ の 意 味 を 表 す が ， 原 則 的 に ， 前 者 は 動 的 事 象 を 表

す 動 詞 に 接 続 す る 場 合 に ， 後 者 は 形 容 詞 ， 状 態 動 詞 と い っ た 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 に 表

さ れ る 。 た だ し ， 文 脈 や 状 況 に よ っ て は 状 態 述 語 で あ っ て も 予 想 が 表 さ れ る こ と も あ る 。

本 稿 で は ， 以 下 こ の 理 解 を も と に ， 名 詞 接 続 に お け る 「 そ う だ 」 の 意 味 を 考 え る こ と と し

た い 。

３ ． 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」

こ こ か ら は 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 を 考 察 し て い く が ， そ の 上 で ま ず 問 題 と な る の が 名

詞 の 判 定 ， す な わ ち 何 を 基 準 に 名 詞 と す る か と い う こ と で あ る 。 よ く 知 ら れ る よ う に ， 名

詞 に は ， ナ 形 容 詞 （ い わ ゆ る 形 容 動 詞 ） に 用 法 が ま た が る も の が あ り ， 名 詞 と ナ 形 容 詞 と

の 間 で 統 語 的 な 揺 れ を 示 す 語 も 数 多 く 存 在 す る 。 た と え ば ，「 元 気 」 は ， 格 助 詞 を と り ，

名 詞 と し て 用 い る こ と が で き る 一 方 で ， 連 体 修 飾 に お い て は 被 修 飾 部 の 名 詞 と の 間 に 「 な 」

を と り ， ナ 形 容 詞 と し て も 機 能 す る 。

（ 9 ） 元 気 が 出 る ／ を 出 す  
（ 1 0 ） 元 気 の 源 ／ 元 気 な 人  
「 元 気 」 に つ い て は ナ 形 容 詞 と し て の 用 法 も 安 定 し て い る と 言 え る が ， 一 般 に 名 詞 と さ れ

る 語 で あ っ て も ， 連 体 修 飾 で は 「 の 」 と 「 な 」 で 揺 れ を 示 す も の も 少 な く な い 。 た と え ば ，

「 金 持 ち 」 と い う 語 を 例 に と っ て 考 え て み る と ， こ の 語 は 辞 書 で は ほ と ん ど の 場 合 「 名 詞 」

に 分 類 さ れ て い る 。「 金 持 ち 」 が 名 詞 で あ る と す る と ， 連 体 修 飾 で は 「 の 」 を と る べ き だ

が ， 実 際 に は 次 の よ う に 「 な 」 を と る 場 合 も あ る 。

（ 1 1 ） 一 人 は 学 部 が 一 緒 で す っ ご い か っ こ よ く て 頭 が 良 く て お 金 持 ち な 人   （ B C C W J ）
上 記 の 例 は B C C W J か ら の 引 用 で あ る が ， 同 コ ー パ ス で は ， 次 の よ う に 「 そ う だ 」 が

「 金 持 ち 」 に 接 続 し た 例 も 見 ら れ る 。

（ 1 2 ） フ ィ リ ッ プ は そ の 女 性 に 笑 顔 を 返 し た 。「 あ り が と う 」  金 持 ち そ う な 中 年 の 未 亡

人 が ま く し 立 て 始 め た 。 （ B C C W J ）
こ の よ う に 揺 れ を 示 す 語 は ほ か に も 数 多 く 見 ら れ る の だ が ， こ う し た 事 実 に 鑑 み る と ，

（ 1 2 ） の よ う に 「 そ う だ 」 が 名 詞 に 接 続 し て い る と 思 わ れ る 場 合 に ， そ れ は 果 た し て 純

粋 な 名 詞 と 呼 べ る の か と い う こ と が 大 き な 問 題 と な る わ け で あ る 。 し た が っ て ，「 そ う だ 」

の 名 詞 接 続 を 扱 う 場 合 に は ， 何 を も っ て 名 詞 と 判 定 す る か と い う 点 に お い て 慎 重 な 検 討 が

要 求 さ れ る こ と と な る 。

一 方 で ，「 そ う だ 」 は ，「 い い 人 そ う だ 」 の よ う に ， 形 容 詞 を 伴 う 名 詞 に も 接 続 す る こ

と が あ り ， こ の よ う な 場 合 に は ， 明 ら か に 名 詞 に 接 続 し て い る と み な す こ と が で き る 。 本

稿 で は ， 名 詞 の 判 定 ま で を 含 め た 議 論 を す る 余 裕 が な い た め ， 名 詞 一 語 の 場 合 に つ い て は

今 回 の 考 察 対 象 か ら 外 す こ と と し た い 。 以 下 で は ，「 い い 人 そ う だ 」 を 中 心 に ， 形 容 詞 を

伴 う 名 詞 に 「 そ う だ 」 に 接 続 す る 用 例 を 見 て い く こ と と す る 。

３ － １  名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 の 意 味

 名 詞 に 「 そ う だ 」 が 接 続 す る 典 型 例 と し て は 「 い い 人 そ う だ 」 が あ る が ， 先 に 見 た 「 そ

う だ 」 の 記 述 に 照 ら し て 考 え た 場 合 ， こ の 表 現 は ど の よ う な 意 味 を 持 つ と 言 え る だ ろ う か 。

「 そ う だ 」 は ， 形 容 詞 や 状 態 動 詞 な ど の 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 ， 原 則 的 に 様 態 を 表 す が ，

名 詞 も 状 態 述 語 に 属 す る も の で あ る こ と か ら ， こ の 原 則 は 名 詞 接 続 の 場 合 に も 適 用 さ れ る

と 考 え ら れ る 。「 い い 人 そ う だ 」 が 使 用 さ れ る 場 面 と し て 思 い 浮 か ぶ の は ， 典 型 的 に は ，

特 定 の 人 物 を 見 て 「 い い 人 の よ う に 見 え る 」 と い う よ う な 状 況 で あ る が ， こ の 場 合 に 「 そ

う だ 」 が 表 す の は や は り 様 態 で あ ろ う 。

実 際 に ，「 い い 人 そ う だ 」 が ど の よ う な 意 味 を 表 す か 用 例 を 見 て 考 え て み よ う 。 同 表 現

を B C C W J で 検 索 し て み る と ， 次 の 8 例 が 見 ら れ た 。（ 1 5 ） は （ 5 ） の 再 掲 で あ る 。  

様態「そうだ」の名詞接続に関する一考察 
―「Nそうだ」はどのような意味を表すか― 23



（ 1 3 ） 友 達 に 立 ち 直 っ て も ら い た い ん で す け ど 、 ど う す れ ば い い で す か ？ 旦 那 さ ん は

い い 人 そ う に 見 え て 、 友 達 の こ と 大 切 に し て る よ う に 見 え た ん で す け ど

（ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）

（ 1 4 ）「 そ う ッ ス ね ぇ … ま だ 初 日 だ か ら な に も わ か ら な い ッ ス け ど 、 み ん な い い 人 そ う で

す 」                （ 白 岩 玄 『 野 ぶ た 。 を プ ロ デ ュ ー ス 』， 2 0 0 4 年 ）

（ 1 5 ） 横 浜 は 夜 や ね （ ＾ −＾ ） 本 日 、 仕 事 初 日 （ ゜ − ゜ ） み ん な い い 人 そ う （ ＾ ＾ ゞ た だ

初 日 の 気 疲 れ ハ ン パ ね ぇ （ ＞ ＿ ＜ ）   （ Y a h o o ! ブ ロ グ ， 2 0 0 8 年 ）

（ 1 6 ） 私 の 回 り の お 金 持 ち も 変 わ っ た 人 が 多 い か も ・ ・ で も は た か ら 見 れ ば い い 人 そ う

な 方 な ら い ま す が 実 際 は ど う だ か わ か り ま せ ん （ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）

（ 1 7 ） 真 里 菜 ち ゃ ん は と て も 好 感 い い で す よ ね ！ ネ プ チ ュ ー ン 名 倉 さ ん も い い 人 そ う だ

し 、 心 よ り お 祝 い い た し ま す ★ （ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）

（ 1 8 ） 織 田 裕 二 っ て ・ ・ ・ 結 構 好 き な ん で す が 、 い い 人 そ う に も 見 え る し 、 意 地 悪 に も

見 え る ん で す が ・ ・ ・ 実 際 の と こ ろ は ど う な ん で し ょ う か ね ？

（ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）

（ 1 9 ） ジ ー コ の お 兄 さ ん っ て 何 者 で す か ？ サ ッ カ ー 界 で は ジ ー コ と セ ッ ト で 行 動 し て い

る の で す か ？  い い 人 そ う に 見 え ま す が … 。 エ ド ゥ ー 本 人 に つ い て は 上 記 リ ン ク に

て 。                             （ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）

（ 2 0 ） 足 止 め さ れ て た バ ス の 中 で も 親 切 に し て く れ た し 、 い い 人 そ う な の で 泊 め て も ら

う こ と に す る 。         （ 松 田 貴 子 『 中 国 吃 驚 撲 通 撲 通 的 旅 』 ,   2 0 0 4 年 ）

こ れ ら の 例 で は 「 い い 人 そ う だ 」 は ， い ず れ も 特 定 の 人 物 に つ い て 見 た ま ま の 印 象 を 述 べ

て い る こ と が わ か る 。（ 1 3 ） で は 「 旦 那 さ ん 」，（ 1 4 - 1 5 ） で は 「 み ん な 」 と 称 さ れ る 人 物 ，

（ 1 6 ） で は 「 私 の 回 り の お 金 持 ち 」，（ 1 7 ） は 「 ネ プ チ ュ ー ン 名 倉 さ ん 」，（ 1 8 ） で は 「 織

田 裕 二 」，（ 1 9 ） で は 「 ジ ー コ の お 兄 さ ん 」，（ 2 0 ） で は 「 親 切 に し て く れ た 」 人 物 に つ い

て ， そ れ ぞ れ 「 い い 人 の よ う に 見 え る 」 と 述 べ て い る わ け で あ る 。 つ ま り ， 実 際 に こ れ ら

の 用 例 で も 「 そ う だ 」 は 様 態 を 表 し て い る と 考 え ら れ る 。

こ の よ う に ， B C C W J で 見 ら れ る 「 い い 人 そ う だ 」 の 用 例 で は ，「 そ う だ 」 は い ず れ も

様 態 を 表 し て い る わ け だ が ，「 そ う だ 」 が 他 の 名 詞 に 接 続 す る 場 合 は ど う だ ろ う か 。

B C C W J で は 「 そ う だ 」 が 名 詞 に 接 続 す る 用 例 と し て ， 次 の よ う な 例 も 見 ら れ た 。

（ 2 1 ） で も ま あ み ん な 超 イ イ 子 そ う で す  頭 め っ ち ゃ 良 さ そ う  
（ Y a h o o ! ブ ロ グ ， 2 0 0 8 年 ）

（ 2 2 ） イ イ 奴 そ う だ か ら 優 れ た 州 知 事 に な る と 思 う ” と 話 す フ ァ ン も 居 て 、 パ ワ フ ル な

ヒ ー ロ ー と し て の シ ュ ワ ル ツ ェ ネ ッ ガ ー の イ メ ー ジ が い か に 根 強 い か と い う こ と が

よ く 解 る                  （ 荻 原 順 子 『 S C R E E N 』， 2 0 0 3 年 ）

（ 2 3 ） テ レ ビ で は 、 と て も ス テ キ な ホ テ ル そ う に み え る け ど 、 い っ た い 私 の あ の 体 験 は

な ん だ っ た の か し ら 。  （ さ え き あ こ 『 ニ ュ ー ヨ ー ク に 大 学 院 留 学 し て 』， 2 0 0 3 年 ）

（ 2 4 ） や が て 日 が 昏 れ 、 常 吉 は い い 気 持 そ う に 酔 っ た 石 松 を 、 笠 井 の 佐 野 屋 と い う 旅 籠

に 送 り 届 け た 。             （ 結 城 昌 治 『 大 江 戸 犯 科 帖 』， 2 0 0 3 年 ）

こ こ で は ，「 そ う だ 」 が 「 イ イ 子 」「 イ イ 奴 」「 ス テ キ な ホ テ ル 」「 い い 気 持 」 に 接 続 し て い

る 。 こ れ ら は 「 そ う だ 」 が 「 い い 人 」 以 外 の 名 詞 に 用 い ら れ る 数 少 な い 例 で あ る が ， こ れ

ら も 「 そ の よ う に 見 え る 」 と い っ た 意 味 で 述 べ ら れ て お り ， こ こ で も「 そ う だ 」 は 様 態 を

表 し て い る こ と が わ か る 。

こ の よ う に 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 が 多 く の 用 例 で 様 態 を 表 す の も ， や は り 「 そ う だ 」

が 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 に 様 態 を 表 す と い う 原 則 に 従 う た め で あ ろ う 。 だ が ， 形 容 詞 や

状 態 動 詞 に 接 続 す る 「 そ う だ 」 が 予 想 を 表 す 場 合 も あ る よ う に ， 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 も

予 想 を 表 す 例 が な い わ け で は な い 。 B C C W J を 見 て み る と ， 次 の 1 件 の み で あ る が ， 予 想

を 表 し て い る と 思 わ れ る 例 が 見 ら れ た 。

（ 2 5 ） 今 日 、 た ま た ま 彼 氏 と そ う い う 話 題 に な っ た の で 、 回 答 し て い ま す が 、 お 互 い の

24 宮口徹也



大 切 な 友 人 と は （ 性 別 問 わ ず ）、 ど ん ど ん 交 流 し て も ら い た い し 、 ま た 、 そ ん な に

素 敵 な 人 な ら 紹 介 し て も ら い た い っ て 話 し て き ま し た 。 紹 介 し て も ら い た い と い っ

て も 、 別 に 嫉 妬 や 心 配 か ら で な く 、 大 切 な 彼 氏 が 尊 敬 す る 人 っ て 、 す ご く 素 敵 な 人

そ う じ ゃ な い で す か 。 そ う い う 人 と な ら 、 ぜ ひ 知 り 合 っ て み た い で す 。  
（ Y a h o o ! 知 恵 袋 ， 2 0 0 5 年 ）  

（ 2 5 ） は ， 交 際 相 手 が 異 性 の 友 人 と 会 う こ と に つ い て ， 書 き 手 の 意 見 が 綴 ら れ た も の で

あ る 。 こ こ で 「 素 敵 な 人 そ う 」 と さ れ て い る の は ，「 大 切 な 彼 氏 が 尊 敬 す る 人 」 の こ と で

あ る が ， 注 意 し た い の は ， こ れ は 書 き 手 が 実 際 に 目 に し た 特 定 の 人 物 に つ い て ， そ の よ う

に 見 え る と 言 っ て い る の で は な い と い う こ と で あ る 。「 ぜ ひ 知 り 合 っ て み た い で す 」 と あ

る よ う に ， こ こ で は ， ま だ 会 っ て い な い 不 特 定 の 人 物 に つ い て ， 彼 氏 が 紹 介 す る 人 な ら

「 き っ と 素 敵 な 人 だ ろ う 」 と ， 仮 定 の 帰 結 と し て 述 べ て い る の で あ る 。 し た が っ て ， こ の

場 合 に は ， い ま だ 起 き て い な い 事 態 に 言 及 し て い る と い う 点 で ，「 そ う だ 」 は 予 想 に 近 い

意 味 を 表 し て い る と 考 え る こ と が で き る 。  
 こ の よ う に 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 が 予 想 を 表 す 例 は ， 数 件 の み で は あ る が 『 つ く ば ウ ェ

ブ コ ー パ ス 』（ 以 下 ， T W C ） に お い て も 確 認 す る こ と が で き た 4 。 以 下 に 一 部 を 引 用 す る 。  
（ 2 6 ） こ れ は 、 髪 の 毛 を 染 め る こ と が 一 般 的 に な っ て き た 今 現 在 に お い て も あ る こ と で

す か ら 、「 茶 髪 ＝ 遊 び 人 」 に 見 ら れ る こ と を 覚 悟 の 上 で 染 め な く て は な ら な い の で

す 。  … （ 中 略 ） …  相 手 に 「 茶 髪 ＝ 遊 び 人 」 的 な ス キ ー マ が あ る こ と は 、 自 分 の

心 理 の ほ う で も 、「 茶 髪 の ま ま で 会 っ て 平 気 か な ？ 」 と い う 意 識 が 芽 生 え ま す 。 逆

に 茶 髪 で 許 し て く れ る の な ら 、「 こ こ の 人 は フ ラ ン ク な 人 そ う だ 」 と い う 意 識 に な

り ま す 。 つ ま り 、 中 高 年 に あ る ス キ ー マ （ 固 定 観 念 ） を 若 い 世 代 も 逆 の 意 味 で 持 っ

て い る わ け で す 。  た と え ば 、 茶 髪 の 人 が 多 い 会 社 で あ れ ば 「 こ こ の 会 社 は 結 構 自

由 な ん だ 」 と か 「 ク リ エ イ テ ィ ブ な ん だ 」 と い う よ う に 見 ら れ 、 逆 に 黒 髪 で 七 三 分

け ば か り の 会 社 は 「 カ タ く て 真 面 目 な 」 と い う よ う に 見 ら れ て し ま い ま す  
（「 第 4 回  誰 も が 好 き に 髪 の 色 を 変 え ら れ る 自 由 な 時 代 。： 身 だ し な み と コ コ ロ

の ビ ミ ョ ー な 関 係 」  
＜ h t t p : / / b b - w a v e . b i g l o b e . n e . j p / p r o / s u c c e s s / d e l i c a t e / 0 4 . h t m l ＞ ）  

こ の 例 で は ，「 そ う だ 」 は 「 フ ラ ン ク な 人 」 に 接 続 し て い る が ， こ の 場 合 も 書 き 手 は 特 定

の 人 物 を 目 に し て 「 フ ラ ン ク な 人 の よ う に 見 え る 」 と 言 っ て い る わ け で は な い 。 こ こ で 意

図 さ れ て い る の は ， 茶 髪 を 許 し て く れ る 組 織 で あ れ ば ， そ こ の 人 た ち （「 こ こ の 人 」） は

「 き っ と フ ラ ン ク な 人 だ ろ う 」 と い っ た こ と で あ ろ う 。 つ ま り ， こ の 場 合 に も ， そ こ で 後

に 会 う こ と に な る で あ ろ う 人 た ち に つ い て 予 想 を 述 べ て い る と 考 え る こ と が で き る 。似 た

例 は 次 に も 見 ら れ る 。  
（ 2 7 ） あ く え り あ ん さ ん 、 こ ん な １ 日 分 使 っ て ご 紹 介 し て い た だ い て  

ど う も ど う も 有 り 難 う （ ^ ^ )  
こ れ じ ゃ ど ん な ね え や ん な の か 興 味 津 々 で 会 っ て み た く な っ ち ゃ う ね 。   
私 も 会 い た い 、 こ の ね え や ん 。 な ん だ か 凄 い 人 そ う で 。   
ブ ロ グ 覗 い て く だ さ っ た 方 、 ど う も 有 り 難 う ご ざ い ま し た 。   
（「 6 月 瞑 想 会 シ ェ ア － あ る が ま ま で い い ん だ よ … 守 護 さ ん と ぼ く の お し ゃ べ り － 」  

＜ h t t p : / / b l o g s . y a h o o . c o . j p / i m a c o c o _ m i z u g a m e z a / 1 2 7 0 5 7 7 2 . h t m l ＞ ）  
こ れ は ブ ロ グ か ら と ら れ た も の だ が ， こ こ で は 「 凄 い 人 」 に 「 そ う だ 」（「 そ う で 」） が 接

続 し て い る 。（ 2 7 ） で 書 き 手 が 「 凄 い 人 そ う 」 と 述 べ て い る の は ，「 ね え や ん 」「 あ く え り

あ ん さ ん 」 と 称 さ れ る 人 物 の こ と で あ る が ，「 会 っ て み た く な っ ち ゃ う ね 」「 私 も 会 い た い 」

と あ る こ と か ら も わ か る よ う に ， 書 き 手 は こ の 人 物 を 直 接 見 た こ と が あ る わ け で は な い 。

し た が っ て ， こ こ で 意 図 さ れ て い る の も や は り ， 実 際 に 会 っ て み た ら 「 き っ と 凄 い 人 だ ろ

う 」 と い う 予 想 で あ る と 考 え ら れ る 。  
こ こ ま で 見 た の は 「 人 」 と い う 名 詞 を 伴 う 例 で あ っ た が ， T W C で は 次 の よ う に 他 の 名

詞 を 用 い て ， 予 想 を 表 し て い る も の も 見 ら れ た 。  

様態「そうだ」の名詞接続に関する一考察 
―「Nそうだ」はどのような意味を表すか― 25



（ 2 8 ） 結 局 、 小 袖 乗 越 に 着 い た の は 7 時 過 ぎ 。。。

す っ か り 明 る く な っ ち ゃ っ て る 。。。  

さ っ さ と 出 発 。

久 々 に 丸 一 日 空 い た の で 気 分 も 軽 い 。  足 も 軽 い 。

今 日 も 良 い 天 気 そ う だ 。  

雲 一 つ 無 い っ す 。

サ ク サ ク 歩 い て い る と 堂 所 の 手 前 か ら チ ョ ロ チ ョ ロ 雪 が 。

お 。  雪 は 無 い と 思 っ て た け ど 、 意 外 に あ る の か な 。  

石 尾 根 に 出 て か ら が 楽 し み だ 。

（「 工 場 長 の 「 山 ば っ か り 、、、 酒 ば っ か り 。。。」： や っ ぱ り 雲 取 山 っ ！ ！ ( 単 独 日 帰

り )  1 0 / 0 1 / 0 6 」 ＜ h t t p : / / k o u j o u c h o u . n a t u r u m . n e . j p / e 8 4 2 7 7 9 . h t m l ＞ ）

こ れ も ブ ロ グ か ら の 抜 粋 で あ る が ， こ こ で は ， 山 に 登 っ た 一 日 に つ い て そ の 断 片 を 追 体 験

す る か の よ う に ， 当 時 の 視 点 か ら 書 き 手 の 体 験 が 綴 ら れ て い る 。 こ こ で 書 き 手 は 「 今 日 も

良 い 天 気 そ う だ 」 と 述 べ て い る が ， こ れ は 「 良 い 天 気 に 見 え る 」 と い う 意 味 で 述 べ て い る

わ け で は な い 。 実 際 の ブ ロ グ を 見 る と ， こ の 文 の 直 後 に は ， 山 の 斜 面が 朝 日 に 照 ら さ れ る

様 子 や ， 山 陰 か ら 朝 日 が 覗 く 様 子 を 写 し た 写 真 な ど ， 当 時 の 様 子 を 伝 え る 写 真 が 添 え ら れ

て い る の だ が ， こ こ で は ， 書 き 手 が そ の よ う な 様 子 を 目 に し て 抱 い た 「 良 い 天 気 に な る だ

ろ う 」 と い う 印 象 を ， 当 時 の 視 点 に 立 っ て 「 良 い 天 気 そ う だ 」 と 表 現 し て い る の で あ る 。

し た が っ て ， こ の 場 合 も 「 そ う だ 」 は 予 想 を 表 し て い る と 考 え る こ と が で き る 。（ 2 8 ） の

「 良 い 天 気 そ う だ 」 が 予 想 を 表 す こ と は ， 同 表 現 が 様 態 を 表 す （ 2 9 ） の よ う な 場 合 と 比

較 し て み る と よ り 明 確 と な る 。

（ 2 9 ） こ ん ば ん は 。

蕎 麦 の 畑 に コ ス モ ス 、 い い で す ね 〜 。  

秋 で す ね ！

い い 天 気 そ う で 、 い っ ぱ い 楽 し ん だ の か な ぁ 〜 ！  

こ ち ら は 松 茸 狩 り に 行 っ て ま し た 。

（「 い た ず ら チ ワ ワ  E L M O の つ ぶ や き ： 秋 晴 れ ！ 鮮 や か コ ス モ ス  い た ず ら チ ワ

ワ 」 ＜ h t t p : / / e l m o 1 2 2 9 . a t . w e b r y . i n f o / 2 0 1 1 1 0 / a r t i c l e _ 2 . h t m l ＞ ）

こ れ は ， 外 出 先 で の 愛 犬 の 写 真 が 載 せ ら れ た ブ ロ グ 記 事 に コ メ ン ト と し て 寄 せ ら れ た も の

で あ る が ， こ こ で 書 き 手 が 「 い い 天 気 そ う で 」 と 言 っ て い る の は ， 写 真 に 写 る 外 出 先 の 様

子 の こ と で あ る 。 つ ま り ， こ こ で は 「 い い 天 気 の よ う に 見 え る 」 と 言 っ て い る と 考 え ら れ

る が ， こ れ は そ の 後 の 見 通 し を 述 べ て い る （ 2 8 ） の 「 良 い 天 気 そ う だ 」 が 表 す 意 味 と は

や は り 異 な る も の で あ る 5 。  

３ － ２  ま と め

 以 上 ， 本 章 で は 「 い い 人 そ う だ 」 を 中 心 に ， 形 容 詞 を 伴 う 「 そ う だ 」 の 名 詞 接 続 の 事 例

を 考 察 し た 。「 そ う だ 」 が 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 に 様 態 を 表 す と い う 原 則 は こ れ ま で 指

摘 さ れ て き た 通 り だ が ， 名 詞 も 状 態 述 語 で あ る こ と ， ま た 実 際 の 用 例 に お い て も 様 態 を 表

す も の が 多 い と い う こ と か ら も ， こ の 原 則 は 「 そ う だ 」 が 名 詞 に 接 続 す る 場 合 に つ い て も

同 様 に 成 り 立 つ と 言 え そ う で あ る 。 し た が っ て ， 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 を 「 N そ う だ 」 と

表 現 し た 場 合 ， こ れ は 基 本 的 に は 「 N の よ う に 見 え る 」 と い っ た 意 味 を 表 す と 理 解 で き る 。

た だ し ， 現 在 の 様 子 で は な く ， い ま だ 起 き て い な い 何 ら か の 事 態 に 言 及 す る よ う な 場 合 に

は ，「 N そ う だ 」 も 予 想 を 表 す こ と に な る 。 そ の 場 合 ，「 N そ う だ 」 は 「 き っ と N だ ろ う 」

と い う の と 近 い 意 味 を 表 す と 考 え ら れ る 。

４ ． な ぜ 「 Ｎ そ う だ 」 が 使 用 さ れ る か

こ れ ま で 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」 に つ い て 用 例 を も と に 考 察 し て き た が ， 本 来 名 詞 に は

接 続 し な い は ず の 「 そ う だ 」 が 「 N そ う だ 」 の 形 式 で 用 い ら れ る の は な ぜ だ ろ う か 。「 そ
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う だ 」 は ， モ ダ リ テ ィ 形 式 の 中 で は ，「 よ う だ 」「 み た い だ 」「 ら し い 」 と と も に 証 拠 性 判

断 を 表 す も の で あ る が ， そ れ ら ３ つ の 形 式 は ，「 N の よ う だ 」「 N み た い だ 」「 N ら し い 」

の よ う に ， も と も と 名 詞 に も 使 用 で き る も の で あ る 。 こ の よ う な 形 式 が あ る に も か か わ ら

ず ， こ れ ま で の 用 例 に お い て 敢 え て 「 N そ う だ 」 が 使 用 さ れ て い る の は な ぜ だ ろ う か 。 こ

れ は お そ ら く ，「 N そ う だ 」 が そ れ 以 外 の 形 式 で は 表 現 し 得 な い 意 味 を 表 す た め で あ る と

考 え ら れ る 。

 そ も そ も 「 そ う だ 」 は ， 視 覚 的 ， 直 感 的 な 印 象 を 述 べ る と い う 特 徴 を 持 つ 形 式 で あ り ，

判 断 し た 結 果 を 述 べ る 「 よ う だ 」「 み た い だ 」「 ら し い 」 と は 性 格 の 異 な る も の で あ る 。 つ

ま り ，「 N そ う だ 」 は ， 他 の 形 式 で は 表 現 し 得 な い 「 直 感 性 」 を 表 す こ と が で き る の で あ

る 。 実 際 に ， 直 感 的 に 「 い い 人 だ ろ う 」 と い う 印 象 を 述 べ る よ う な 場 面 で は ，「 よ う だ 」

「 み た い だ 」「 ら し い 」 よ り も 「 そ う だ 」 の ほ う が 馴 染 み や す い 。

（ 3 0 ） ぱ っ と 見 た 印 象 で 言 え ば ， 彼 は い い 人 ｛ そ う で す ／ ? の よ う で す ／ ? み た い で す ／  
* ら し い で す ｝ け ど ね 。

（ 3 1 ）（ 会 っ た こ と の な い 笑 顔 の 人 物 の 写 真 を 見 て ） こ の 人 は い い 人 ｛ そ う だ ／ ? ? の よ う

だ ／ ? ? み た い だ ／ * ら し い ｝ ね 。  
こ の よ う な 場 面 で ，「 そ う だ 」 以 外 の 形 式 を 使 用 し た 場 合 に は ， 何 ら か の 根 拠 を も と に 判

断 し た と い う 意 味 合 い が 生 じ て し ま い ， 直 感 的 な 「 い い 人 そ う だ 」 に 比 べ 重 み の あ る 表 現

と な っ て し ま う 。 ま た ，「 そ う だ 」 は ， 見 た ま ま を 描 写 す る と い う 性 格 が あ る こ と か ら も ，

（ 3 1 ） の よ う に 写 真 を 見 て ふ と 抱 い た 印 象 を 述 べ る よ う な 場 合 に も ， 同 形 式 が も っ と も

落 ち 着 く よ う で あ る 。 こ の よ う に 考 え る と ， 名 詞 を 用 い て 「 そ の よ う に 思 わ れ る ， き っ と

そ う で あ ろ う 」 と い っ た 話 し 手 の 直 感 を 表 現 す る に は ， や は り 「 N そ う だ 」 と い う 形 式 を

用 い る し か な い こ と に な る 。 つ ま り ， 他 形 式 で は な く あ え て 「 N そ う だ 」 が 用 い ら れ る の

に は ， そ の よ う な 直 感 性 を 表 現 し た い と い う 話 し 手 の 心 理 が あ る の だ ろ う 。

 一 方 で ，「 い い 人 そ う だ 」 と い う 表 現 は ，「 そ う だ 」 が 本 来 名 詞 に 接 続 し な い こ と か ら 一

般 的 に は 誤 り と さ れ ，「 い い 人 」 の よ う な 名 詞 を 使 用 す る 場 合 に は ，「 よ う だ 」 が 代 用 と し

て 示 さ れ る こ と が 多 い 。 実 際 に 日 本 語 教 育 に お い て は ， 名 詞 の 場 合 に は 「 そ う だ 」 で は な

く 「 よ う だ 」 を 使 う べ き だ と さ れ ，『 日 本 語 誤 用 辞 典 』 で は ，「 そ う だ 」 の 指 導 の ポ イ ン ト

と し て 次 の よ う な 説 明 が な さ れ て い る 。

（ 3 2 ） 名 詞 は 直 接 、 様 態 「 そ う だ 」（ 例 ： × 雨 そ う だ ） に は つ な が ら な い 。「 名 詞 ＋ の よ

う だ 」（ 例 ： × 雨 の よ う だ ）、 ま た は 「 名 詞 ＋ だ と 思 う 」（ 例 ： 雨 だ と 思 う ） の 形 を

と る こ と を 説 明 す る 。 （ 市 川 保 子 編 『 日 本 語 誤 用 辞 典 』， p . 2 4 6 ）

こ れ は 「 そ う だ 」 の 用 法 の 一 般 的 な 説 明 と し て は 妥 当 で は あ る も の の ，「 い い 人 そ う だ 」

と い う 代 わ り に 「 い い 人 の よ う だ 」 と し た 場 合 に は ， や は り 前 者 の 持 つ 直 感 性 は 失 わ れ て

し ま う 。 こ れ は 「 い い 人 だ と 思 う 」 で も 同 様 で あ る 。

で は ，「 い い 人 そ う だ 」 と 同 様 の 意 味 を 他 の 形 で 表 現 す る 方 法 は あ る だ ろ う か 。「 そ う

だ 」 を 用 い て ， よ り 近 い 形 で 表 す と す る な ら ， 次 の よ う な も の が 考 え ら れ る 。

（ 3 3 ） あ の 人 は ， よ さ そ う な 人 だ 。  
こ れ は 修 飾 語 の 「 い い 」 に 「 そ う だ 」 を 用 い た 場 合 で あ る が ， こ れ は 文 法 的 に は 正 し い 反

面 ，「 い い 人 そ う だ 」 と 同 じ 意 味 を 表 す と は 言 え な い だ ろ う 。（ 3 3 ） は ， 仕 事 を 任 せ る 人

な ど ， 何 ら か の 候 補 者 を 選 出 す る よ う な 場 面 で 「 こ の 人 な ら よ い だ ろ う 」 と い う 意 味 で 言

う こ と は あ る だ ろ う が ，「 い い 人 の よ う に 思 わ れ る 」 と い う 意 味 で は 用 い ら れ な い か ら で

あ る 。 こ れ は ，「 あ の 人 は ， よ さ そ う だ 」 の よ う に 表 現 し て も 同 じ で あ る 。 こ の よ う に 考

え る と ， 直 感 的 に 「 い い 人 の よ う に 思 わ れ る ， そ の よ う に 見 え る 」 と い っ た 意 味 を 表 現 す

る に は ， や は り 「 い い 人 そ う だ 」 の よ う に 「 い い 人 」 に 「 そ う だ 」 を 接 続 さ せ た 形 を 用 い

る し か な い と い う こ と に な る だ ろ う 。

以 上 を 踏 ま え て ， こ こ で 『 日 本 語 誤 用 辞 典 』 に お け る 「 そ う だ 」 の 使 用 例 を 見 て み た

い 。 同 辞 典 で は ， 次 の （ 3 4 ） の よ う な 日 本 語 学 習 者 の 誤 用 に 対 し て ，（ 3 5 ） が 添 削 例 と し

て 示 さ れ て い る 。

様態「そうだ」の名詞接続に関する一考察 
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（ 3 4 ）［ 誤 ］ 彼 女 に 知 っ て い る の が ， 今 ま で 半 年 ぐ ら い な か な か良 い 人 に 見 え ま す ね 。  
（ 3 5 ）［ 正 ］ 彼 女 と 知 り 合 っ て か ら ま だ 半 年 ぐ ら い で す が 、 な か な か 良 さ そ う な 人 で す ね 。

（ p . 2 4 4 ）

こ こ で は 「 良 い 人 に 見 え ま す 」 を 誤 用 と し て ， そ の 代 わ り に 「 良 さ そ う な 人 で す 」 が 添 削

例 と し て 示 さ れ て い る 。 だ が ， 上 で 見 た よ う に ， こ れ は 何 ら か の 候 補 者 と し て 基 準 を 満 た

し て い る こ と を 言 う 場 合 に 適 当 と な る 表 現 で あ り ，（ 3 5 ） の 内 容 は （ 3 4 ） で 意 図 さ れ て い

る こ と と は 明 ら か に 異 な る は ず で あ る 6 。（ 3 4 ） で は ， 知 り 合 っ て か ら 「 今 ま で 半 年 ぐ ら

い 」 と あ り ， さ ら に 「 見 え ま す 」 と い う 表 現 を 使 用 し て い る こ と か ら も ， こ こ で は ， 印 象

と し て 「 い い 人 の よ う に 見 え る 」 と い う こ と を 言 っ て い る と 考 え る の が 妥 当 で あ ろ う 。 そ

の よ う に 考 え る と ， こ の 場 合 ， 見 た ま ま を 直 感 的 に 述 べ る 「 い い 人 そ う で す 」 が ， も っ と

も 話 し 手 の 意 図 に 近 い 表 現 に な る の で は な い か と 思 わ れ る 。 も ち ろ ん 「 そ う だ 」 が 名 詞 に

は つ か な い と 説 明 し て い る 以 上 ， こ の よ う な 場 合 に は 「 い い 人 そ う だ 」 は 用 い ず ， そ れ 以

外 の 表 現 に 終 始 す る し か な い わ け だ が ， そ れ に よ っ て 本 来 の 意 図 が 伝 わ ら な く な る の で は

あ れ ば ， 指 導 上 適 切 で あ る と は 言 え な い の で は な い だ ろ う か 。

「 N そ う だ 」 と い う 表 現 形 式 は い ま だ 新 奇 表 現 の 域 に あ り ， 使 用 可 能 な 名 詞 も 限 ら れ る

わ け だ が ， 少 な く と も 「 い い 人 そ う だ 」 に つ い て は ， 表 現 と し て あ る 程 度 定 着 し て い る こ

と ， 同 表 現 が も っ と も 適 切 と な る 場 面 が あ る と い う こ と か ら も ， 単 に 誤 り と し て 無 視 さ れ

る べ き も の で は な い だ ろ う 。 日 本 語 教 育 に お い て 「 い い 人 そ う だ 」 の よ う な 表 現 を ど う 扱

う か は 今 後 何 ら か の 検 討 が な さ れ て も よ い の で は な い か と 思 わ れ る 。

５ ． お わ り に

以 上 ， 本 稿 で は 名 詞 接 続 の 「 そ う だ 」（「 N そ う だ 」） が ， ど の よ う な 意 味 を 持 つ か 実 際

の 用 例 を も と に 考 察 し た 上 で ， 他 形 式 と の 比 較 か ら ， な ぜ 同 形 式 が 使 用 さ れ る か に つ い て

も 検 討 し た 。「 そ う だ 」 は ， 原 則 と し て 状 態 述 語 に 接 続 す る 場 合 に 様 態 を 表 す が ， 状 態 述

語 で あ る 名 詞 に 接 続 す る 場 合 も 同 様 に 様 態 を 表 す こ と に な る 。 た だ し ， ま だ 起 き て い な い

事 態 に 言 及 す る よ う な 場 合 に は ， 予 想 を 表 す こ と も あ る よ う で あ る 。 ま た ，「 N そ う だ 」

と い う 形 式 は ，「 そ う だ 」 が 直 感 的 に 見 た ま ま を 述 べ る 性 格 を 持 つ こ と か ら ， 本 来 名 詞 と

使 用 可 能 で あ る 「 よ う だ 」「 み た い だ 」「 ら し い 」 で は 表 現 で き な い 直 感 性 を 表 す こ と が で

き る 。 し た が っ て ， 同 形 式 が 選 択 さ れ る の に は ， 直 感 的 な 印 象 を 表 現 し よ う と い う 話 し 手

の 心 理 が 反 映 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。

本 稿 で は ，「 N そ う だ 」 が ，「 い い 人 そ う だ 」 に 限 ら ず ， そ の ほ か 様 々 な 名 詞 に 使 わ れ る

こ と を 見 た が ， こ れ は ， 名 詞 述 語 に つ い て 話 し 手 の 直 感 を 表 現 で き る 唯 一 の 形 式 と し て ，

「 N そ う だ 」 の 使 用 が 拡 大 し つ つ あ る こ と を 示 し て い る の で は な い か と 思 わ れ る 。 そ の 意

味 で ，「 N そ う だ 」 が ど う 使 用 さ れ る か は ， 今 後 も 注 意 深 く 観 察 し て い く 必 要 が あ る だ ろ

う 。 ま た ， 本 稿 で は ，「 そ う だ 」 が 名 詞 一 語 に 接 続 す る 場 合 に つ い て は 考 察 の 対 象 外 と し

た が ，「 N そ う だ 」 の 用 法 を 正 確 に 理 解 す る 上 で は ， そ の よ う な 場 合 も 含 め た ， 更 な る 考

察 が 必 要 で あ る 。 こ の 点 に つ い て は 今 後 の 課 題 と し た い 。

注  

1 ) 「 そ う だ 」 に は ，「 明 日 は 雨 が 降 る そ う だ 」 の よ う に 伝 聞 を 表 す も の も あ る が ， こ れ は 本 稿 の 考

察 の 対 象 外 で あ る 。  

2 ) 本 稿 で は い わ ゆ る 形 容 動 詞 も ナ 形 容 詞 と し て 形 容 詞 に 含 め る 。 し た が っ て ， 本 稿 で 形 容 詞 と 言

う 場 合 に は イ 形 容 詞 ， ナ 形 容 詞 の 両 方 を 指 す こ と と す る 。  

3 ) 本 稿 で は 作 例 に お け る 表 現 の 適 格 性 に つ い て 次 の 記 号 を 用 い て 示 す こ と と す る 。 判 断 は 筆 者 の

語 感 に よ る 。

* : 当 該 の 表 現 が 不 適 格 で あ る こ と を 示 す 。

?  : 当 該 の 表 現 が や や 不 自 然 で あ る こ と を 示 す 。  

? ? : 当 該 の 表 現 が か な り 不 自 然 で あ る こ と を 示 す 。
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な お ， 無 標 の 場 合 は ， 当 該 の 表 現 が 適 格 で あ る こ と を 示 す 。  

4 )  T W C で も 「 い い 人 そ う だ 」 の 用 例 は 4 4 件 見 ら れ る が ， そ の ほ と ん ど は 様 態 で あ る 。 T W C で

見 ら れ る 名 詞 接 続 事 例 の 詳 細 に つ い て は 宮 口 （ 2 0 2 1 ） を 参 照 さ れ た い 。  

5 ）「 そ う だ 」 は ， 目 の 前 の 花 に つ い て 「 き れ い そ う だ 」「 美 し そ う だ 」 な ど と 言 え な い よ う に ， 通

常 ， 見 て 明 ら か な 様 子 を 述 べ る 場 合 に は 使 用 で き な い と い う 制 約 が あ る 。 し た が っ て ， 晴 れ た

空 を 見 て 「 い い 天 気 そ う だ 」 と い う の も 本 来 な ら 不 適 格 と な る は ず で あ る 。 に も か か わ ら ず ，

（ 2 9 ） で こ の よ う な 表 現 が さ れ る の は ， こ こ で は 単 に 写 真 を 見 て い る 状 況 で あ る た め だ と 考 え

ら れ る 。 つ ま り ， 写 真 に 写 る 空 の 様 子 を 見 る だ け で は ，「 い い 天 気 だ 」 と 断 定 す る に は 至 ら ず ，

そ れ に よ り 「 そ う だ 」 を 使 用 す る 余 地 が 生 ま れ る の で あ る 。

6 ） こ の 添 削 に つ い て ， 同 書 で は 次 の よ う な 解 説 が さ れ て い る （ か っ こ は 筆 者 に よ る ）。

2 0 （ 3 4 を 指 す ） で 用 い ら れ て い る 「 ～ に 見 え ま す 」 も 「 そ の よ う に 思 わ れ る 」「 そ う 感 じ

ら れ る 」 と い う 意 味 を 表 す が 、「 本 当 の と こ ろ は わ か ら な い 」 と い う 意 味 合 い が 含 ま れ る 時

が あ る 。 し た が っ て 、 2 0 で は 「 良 さ そ う な 人 だ 」 と 言 っ た ほ う が 適 切 で あ ろ う 。（ p . 2 4 6 ）
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