
終 助詞 の機能 につ いて

― 伊 勢 方 言 の ニ の 用 法 の 記 述 と 「よ 」 と の 比 較 ―

服部 匡

0 は じ め に

 近 年、 特 に ヨや ネの よ うな 終助 詞の機 能 を明示 的 に記 述 しよ うとす る試み が行わ

れ るが、 未だ その性 質 が十分 な形 では解 明 されて いな い終助 詞 も少 な くな い。 共通

語 に機能 的 に対応す る もの のな い終助詞 として伊勢 方言 の二 があ る。 本 稿 はこの機

能 の分析 記述 を 目的 とす る もの であ る。

 伊 勢 方 言 の 終 助 詞 体 系 に つ い て は 佐 藤 虎 男 氏 に よ る 優 れ た 記 述 が 既 に あ る(1976)。

佐 藤 氏 が 二 を 、 「信 ず べ き 情 報 を 提 供 し よ う と す る 姿 勢 の 訴 え こ と ば 」 と し 、 働 き

を 「 『教 示 』 で あ り 『告 示 』 で あ る 」 と さ れ る の は 二 の 性 質 を よ く 言 い 表 し て い る

が 、 本 稿 で は 二 の 機 能 を 、 音 調 に よ る 機 能 分 化 を も 含 め て よ り 明 示 的 に 記 述 し こ れ

が 本 質 的 に 具 体 的 な 聴 き 手 に 向 け て の 発 話 を 前 提 と す る も の で あ る こ と を 述 べ る 。

更 に 共 通 語 の 「よ(T、 ↓)」Dの 機 能 と の 共 通 点 、 相 違 点 に 触 れ る 。 こ の こ と は 、

間 接 的 に 、 「よ 」 の 機 能 を よ り 十 全 に 理 解 す る こ と に も 役 立 つ の で は な い か と 思 う。

1 伊 勢 方 言 の 終 助 詞 二

1.1. こ の 分 布 、 歴 史

 終助詞 二 は、 三重 県伊 勢地 方等 に分布 す る。 融 本稿 の記述 は昭和32年 生まれ で

中勢地方、 久 居市 に18才 迄 居住 した筆 者 の内省 に基づ くが、 久居 市の老 年層 の話

者 の報告 を も参 考 に した。

 終 助 詞 二 は 歴 史 的 に は 恐 ら く 接 続 助 詞 の 二 に 起 源 す る(佐 藤(1976)、 彦 坂(19

91)参 照)が 現 在 接 続 助 詞 と し て の 二 は 一 般 に 用 い ら れ な い 。2〕

1、2. 二 の 概 略

二 の 二 種 類 の 音 調 を 簡 略 に 二 ↓、 二 ↑ と 表 記 す る 。3)

二 は 、(1),(2)の よ う な 平 叙 文 の 他 、(3)の よ う な 勧 誘(～ し よ う)、(4)の よ う な

否 定 的 勧 告(否 定 形+ヤ 、 例:セ ン ヤeし な さ ん な)な ど で 用 い ら れ る 。41命 令 文 、

疑 問 文 等 に は 後 接 せ ず 、 ヤ ロ(だ ろ う)に も 後 接 し な い 。 二 に 他 の 終 助 詞 が 後 接 す

る こ と も 普 通 な い 。5)

(1) 危 ナ イ ニ ↑

(2)  マ ー 、 ナ ッ ト カ ナ リ マ ス ニ ↓

      (何 と か)

(3)  ハ ヨ  イ コ ニ ↓
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   (早 く 行 こ う よ)

(4)  イ ラ ン コ ト 言 ワ ン ヤ ニ ↑ (余 計 な こ と を 言 い な さ ん な よ ↑)

   ソ ン ナ コ ト 言 ワ ン ヤ ニ ↓

な お こ は 間 投 用 法(佐 治(1957))は 持 た な い 。 つ ま り 文 末 に の み 生 起 す る 。

佐 藤(1976)に 次 の よ う に あ る が 、 実 際 、 二 は 基 本 的 に は 友 好 的 な 会 話 に お い て

用 い ら れ 、 丁 寧 な 会 話 や 、 子 供 に 優 し く 語 り か け る よ う な 場 面 に は 特 に し っ く り す

る 。

全 年 層 の 男 女 に 盛 ん で あ る 。 女 の ほ う に よ り 盛 ん な も の が あ る 。 [中 略]

品 位 は 、 わ る く な い 。 親 し い も の 言 い の 中 に 一 定 の 品 位 を 保 つ 。 丁 寧 な 文

に も よ く お ち っ く 。

2  この機 能

 本 稿 で は 主 と し て 平 叙 文 で の 二 を 問 題 と す る 。

2.1 二 の 音 調 と 機 能

 さ て 、 平 叙 文 で の 二 の 機 能 を 、 音 調 別 に 共 通 語 の 終 助 詞 と 比 較 す る と 次 の よ う に

な る 。

(5)二 ↑ 一―一 ヨ ↑ に や や 近 い 機 能 を 持 つ 。 ヨ ↑ の 方 が 用 法 は 広 い 。

 二 ↓ -―― ヨ ↓ と は 機 能 が 異 な る 。 共 通 語 に 類 似 の 終 助 詞 は な い 。

分 か りや す い 例 を 一 つ あ げ る 。

(6) ソ ン ナ トコ ニ 入 ッ タ ラ ア カ ン ニ ↑。

              (だ め だ よ)

 上 の 文 は 例 え ば 公 園 の 柵 の 中 に 入 ろ う と す る 子 供 に 注 意 す る の に 用 い ら れ る 。 こ

の 文 は 「よ ↑」 を 用 い た(7)と 大 き な 違 い は な い 。

(7) そ ん な と こ ろ に 入 っ た ら だ め だ よ ↑

 一 方 「よ ↓」 を 用 い た(8>は 例 え ば 既 に 柵 の 中 に 入 っ た 子 供 に 注 意 す る 場 面 で 用 い

る こ と が で き る 。(6>,(7)も(8)も 、 一 種 の 制 止 と し て 機 能 し う る 点 で は 同 じ で あ る 。

(8) お い お い 。 そ ん な と こ ろ に 入 っ た ら だ め だ よ ↓。

 と こ ろ が(6>の 二 ↑ を 二 ↓に 換 え て(9)の よ う に す る と 、 こ れ は(8)の よ う な 制 止 の

働 き は し な い の で あ る 。

(9) ソ ン ナ ト コ ニ 入 ッ タ ラ ア カ ン ニ ↓

 こ れ は 例 え ば 、 子 供 同 志 の 会 話 に お い て 、 「そ ん な と こ ろ に 入 る こ と は き っ と 良

く な い(あ る い は 、 禁 止 さ れ て い る)こ と で あ る 」 と 相 手 に 教 示 す る 場 面 で 用 い ら

れ る 。 こ の よ う な 性 格 の 終 助 詞 は 、 共 通 語 に は な い 。

 二 の 機 能 を 音 調 別 に 示 す と 、 お よ そ 次 の よ う に 言 え る 。

(10) P二:Pと い う 事 柄 を 相 手 に 教 示 す る 。

一200一



P二 ↑:相 手 が 認 識 す べ き 事 柄Pを 示 しPへ の 注 意 を 喚 起 す る 。

P二 ↓:原 理 的 に は 相 手 自 身 が 知 る こ と が 可 能 な 事 柄Pを 示 す 。

 以 下 、 共 通 語 の 「よ 」 と の 対 比 と い う 観 点 を 交 え な が ら 二 の 機 能 を よ り 具 体 的 に

検 討 し て い く こ と に す る 。

 以 下 、 「よ 」 を 二 に 変 え る と 不 自 然 に な る と い う 例 に つ い て は 便 宜 上 共 通 語 の 形

で 示 す 。 厳 密 に は 「文 の 他 の 部 分 を 必 要 に 応 じ て 当 方 言 の 形 に 直 し た 上 で 、 rよ 』

を 二 に 変 え る と 不 自 然 に な る 」 と い う 意 味 に 解 し て 頂 き た い 。

2.2  二 と 対 他 性

 二 は基本 的 には聴 き手へ の情 報 の提 示 にお いて用 い られ、独 言 にお いて用 い られ

る ことがな い。

 終 助 詞 のつ いた文 を独言 的 に発 話す る場 合 につ いて一般 的 に考 える と、 そ こに は

少 な く とも二 種類 の場 合が 認め られ る6)。

 「よ ↓」 は 詠 嘆 の よ う な 場 合 に 独 言 的 な 姿 勢 で 用 い ら れ る こ と が あ る 。 例 え ば 、

(11)や(12)の よ う に 、 無 人 の 荒 野 の 中 で 一 人 わ め く と い っ た 状 況 を 考 え て み る 。

(11) あ あ 。 寒 い よ ↓

(12> 痛 い よ ↓ (ま た は 、 痛 い 厂よ 「 一)

 こ こ で は 、 一 応 漠 然 と し た 外 界 に 向 け て の 発 話 と い う 姿 勢 は 認 め ら れ る も の の 、

具 体 的 な 聴 き 手 は 現 実 に も 、 話 者 の 意 識 中 に も 存 在 し な い 。

 一 方 、(13),(14)の よ う に 独 言 的 に 言 う 場 合 を 考 え る と 、(ll)や(12)の 場 合 と は や

や 異 な っ て 、 む し ろ 自 分 自 身 に 向 け て 語 り か け る と い う 姿 勢 が 認 め ら る 。 前 者 の ケ

ー ス を 独 言A 、 後 者 の ケ ー ス を 独 言Bと 仮 に 呼 ぶ こ と に し よ う。

(13) あ れ 。 変 な も の が 落 ち て る ぞ 。

(14) 困 っ た な 。 こ り ゃ 。

 あ る終助 詞 を伴 った文が 独言Aと して、 あ る いは(お よび)独 言Bと して発話 さ

れ うるか は、 そ の終助 詞 の種類 と音調 の両 面か ら制 約 される。

 例 え ば 、 「よ ↓」 と は 対 照 的 に 、 「よ ↑」 は 普 通 具 体 的 な 穂 き 手 の 存 在 を 前 提 し 、

独 言Aと し て も 独 言Bと し て も 用 い ら れ 難 い 。

(15) 危 な い よ ↑

(16) そ う だ よ ↑。 知 ら な か つ た の?

(17) 別 に そ の こ と を ど う こ う 言 う つ も り は な い よ ↑、 た だ ね ―――

(18) 君 が 責 任 者 な の だ よ ↑

 伊 勢方 言 の終 助詞 二 は、 独 言Aと して も独 言Bと して もまず用 い られ る ことはな

い。 つ ま り、具 体的 特定 的な 聴き手 の存在 を前提 する と言 える。

3 二 ↑に つ い て
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3.1. 「よ 」 が 二 に 置 き 換 え ら れ る 場 合

 「よ ↑」 は 多 く の 場 合 二 ↑ に 置 き 換 え ら れ る 。 そ の 機 能 は 近 い と 言 つ て よ い 。 二

↑ に 置 き 換 え ら れ る 「よ ↑」 の 例 を ま ず 考 え る こ と に す る 。

 例 え ば 聴 き 手 が よ く 知 っ て い る は ず の こ と へ の 注 意 喚 起(19)、 聴 き 手 が 知 っ て い

る と 一 応 は 考 え ら れ る が 念 の た め 注 意 喚 起 す る と い う 場 合(20)、 聴 き 手 が 誤 解 し か

ね な い こ と に つ い て 予 め 注 意 喚 起 し て お く と い っ た 場 合(21)な ど が こ れ に 当 た る 。

(19) 君 が 責 任 者 な の だ よ ↑

(20) (御 存 じ で し ょ う が)こ こ に 車 を 停 め て は 困 り ま す よ ↑

(21) 別 に そ の こ と を ど う こ う 言 う つ も り は な い よ ↑、 た だ ね ―-―

 ま た 、 新 た な 情 報 を 提 示 し て そ れ へ の 注 意 を 喚 起 す る(22)や(23)の よ う な 場 合 も

同 じ で あ る 。(24>の よ う に 、 話 者 自 身 に か か わ る 、 聴 き 手 に 未 知 の こ と を 示 し て そ

れ へ の 注 目 を 促 す と い う 場 合 も あ る 。

(22》 (予 報 に よ る と)明 日 は 台 風 が 来 る ら し い で す よ ↑

(23) ね え 。 知 つ て る?山 田 が 結 婚 す る ん だ よ ↑

(24) 私 、 ホ ノ ル ル マ ラ ソ ン に 出 た ん だ よ ↑

 ま た 、(25),(26)の よ う に 相 手 が 今 知 つ て 有 益 な 事 柄 へ の 注 意 を 促 す 場 合 も あ り、

(27)の よ う に 一 種 の 警 告 と な つ た り 、(28)の よ う な 自 分 の 行 動 の 予 告(時 に は 更 に

進 ん で 相 手 の 何 ら か の 対 処 の 促 し)に な る 場 合 も あ る 。 い ず れ に し て も 一 種 の 教 示

と 注 意 喚 起 の 働 き を す る 。

(25> 危 な い よ ↑!

(26) そ ん な 格 好 で は 寒 い で す よ ↑

(27) そ ん な こ と を 言 う と 怒 る よ ↑

(28) も う 帰 る よ ↑

 佐 藤 氏 も 、 「こ の も ち か け 訴 え[は]、 信 ず べ き 情 報 を 提 供 し て 相 手 の 注 意 を 喚

起 す る の を 本 領 と す る 」 と 指 摘 し て お ら れ る 。

3.2. ヨ ↑が 二 ↑ に 置 き 換 え に く い 場 合

 これは、 伝 え られ る事柄 の 内容 に よ るとい うよ りも、 そ れ を発話す る姿勢 に規 定

され る。 一 言で言 え ば、 注意 の喚起 とい う積 極的 な(い わ ば親 切な)働 きか け を伴

わ ず単 にある事柄 を言 い放 つ といっ た姿勢 の場合 や、 もと もと聴 き手 にそ の情 報 を

受 理 しよ う とす る構 えがあ りわ ざわ ざ注意 を喚起 す るまで もな い とい う場合 な どで

あ る。

 ま ず 、 下 記 の よ う に 、 軽 く 突 き 放 す よ う な 調 子 で 発 話 す る 場 面 で 、 二 は ま ず 用 い

ら れ な い 。 (筆 者 は 共 通 語 の 音 調 に 通 じ て い な い が 、(29)―(30)の よ う な 「よ 」 は 、

上 昇 調 と い う よ り 川 上(1963)の い う 「末 端 卓 立 調 」 に 近 づ く の で は な い か と 思 わ

れ る 。71)
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(29) ― ね え 。 フ ァ ミ コ ン 買 っ て 。

   一 だ め だ よ ↑

(30) B:そ う い う こ と を す る と た た り が あ る ぞ 。

A:本 当?

B:う そ 。 冗 談 だ よ ↑8,

 さ ら に 一 般 的 に 言 っ て 聴 き 手 の 問 い か け に 単 純 に 答 え る よ う な 場 面 で 二 ↑ は 通 常

用 い ら れ な い(も し 用 い た と す れ ば 、 例 え ば 、 相 手 の 想 定 が 誤 り で あ る こ と に 注 意

を 促 す と い っ た 特 別 な ニ ュ ア ン ス を 生 じ る)。

(31) ― こ れ 、 使 っ て い い?

   一 う ん 。 い い よ ↑

(32) ― ど こ に 行 っ て 来 た の?

   一 ス ペ イ ン 村 だ よ ↑

 聴 き 手 が 願 う 事 柄 の 成 立 を 請 け 合 う と い う 姿 勢 の 発 話 も こ れ に 近 い 。(33)や(34)

の よ う に 請 け 合 う 内 容 が 話 し 手 の 推 量 で あ る 場 合 、 二 ↓な ら 可 能 だ が 二 ↑ は お か し

い(も し 用 い れ ば 前 項 同 様 特 殊 な ニ ュ ア ン ス を 帯 び る)よ う に 感 じ ら れ る 。

(33) (今 日 は あ ま り 良 い こ と が な か っ た と い う あ な た も)明 日 は き つ と い い 日 に

   な り ま す よ ↑ (放 送 終 了 時 の メ ッ セ ー ジ)

(34) き っ と お 嬢 様 も お 喜 び に な り ま す よ ↑

4  二 ↓ に つ い て

 次 に 二 ↓ に つ い て 述 べ る 。 先 に も 述 べ た よ う に 二 ↓ は 「よ ↓」 と は 機 能 が 異 な り 、

こ れ に 当 た る 終 助 詞 は 共 通 語 に は 存 在 し な い 。

4.1. 二 ↓ が 用 い ら れ な い 場 合

 こ れ は 一 言 で 言 え ば 、 他 者(よ り 正 確 に は 、 現 時 点 以 降 の 話 者 自 身 も)は 原 理 的

に 、 話 者 以 上 に 確 か にPと い う こ と を 知 る の が 困 難 な 場 合 で あ る 。 な お わ ざ わ ざ

「原 理 的 にJと い う の は 、 た ま た ま 現 実 世 界 の あ り か た に 制 約 さ れ て 、 話 者 ― 人 が

知 り う る と こ ろ と な っ た と い う よ う な 事 柄 で あ っ て も こ ↓の 使 用 に は 差 し 支 え な い

こ と が あ る か ら で あ る 。

4.1―1. 話 し 手 は 直 接 的 にPと い う 事 柄 を 知 り え 、 聴 き 手 や 第 三 者 は 原 理 的 に

そ れ が で き な い 場 合

 例 え ば 現 在 の 自 分 の 内 的 状 態(感 情 、 感 覚 な ど)、 意 志 、 評 価 な ど を 直 接 的 に 他

者 が 知 る こ と は 原 理 的 に で き な い 。 本 人 の 報 告 に よ る か 、 外 的 に 現 れ る 兆 候 な ど に

よ っ て 間 接 的 に 知 る 他 は な い 。 そ こ で 次 の よ う な 場 合 「よ ↓」 は 可 能 だ が 二 ↓は 用

い 難 い 。 用 い る と す れ ば ワ で あ ろ う。 こ の 点 は 服 部(1992)で も 指 摘 し た 。

(35) (病 状 を 聞 か れ)
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(36)

(37)

(38)

(39)

頭 が ず き ず き し ま す よ ↓

う る さ い な 。 も う わ か っ た よ ↓

私 も そ う 思 い ま す よ ↓

も う 帰 る よ ↓

(料 理 を 一 口 食 べ て)

お っ 。 う ま い よ ↓

オ ツ 。 ウ マ イ × 二 ↓

ワ ↓

 と こ ろ で 感 覚 や 評 価 に 係 わ る も の で あ っ て も 、 そ れ を 聴 き 手(あ る い は 第 三 者)

も 同 等 に 確 か な も の と し て 感 じ た り 評 価 し た り す る こ と が 可 能 な 場 合 に は 二 ↓を 用

い る こ と が で き る 。(40)や(41)が こ れ に 当 た る 。 食 べ 物 の 味 や 人 物 へ の 評 価 は 言 わ

ば 共 有 の も の と す る こ と が で き る か ら で あ る 。

(40) 食 べ テ ミ ナ 。 ナ カ ナ カ ウ マ イ ニ ↓ (知 ら せ)

(41) ア イ ツ ワ タ イ シ タ ヤ ツ ヤ ニ ↓――― 知 ら せ

                 ワ ↓――― 詠 嘆

 同 じ(42)の 場 面 で もbの よ う に ワ を 用 い れ ば 「― 万 円 は 負 担 が 過 ぎ る(か ら 貸 せ な

い)」 と い う 直 截 な 感 想 の 表 明 と な る が 、aの よ う に 二 を 用 い る と 、 「あ な た 自 身

(や 他 の 人)に も 確 か め ら れ る 客 観 的 事 実 と し て 一 万 円 は 負 担 だ と 思 わ れ る 」 と 知

ら せ る 意 味 合 い に な り、 よ り 間 接 的 な 断 り と し て 機 能 す る 。

(42) (― 万 円 貸 し て く れ と 言 わ れ)

a 一万 円ワ エ ライ ニ ↓

      (負 担 だ)

  b 一 万 円 ワ エ ラ イ ワ ↓

4―1.2.知 識 表 明 文 な ど の 場 合

 話 者 が 既 に 知 識 と し て も っ て い る 情 報 を 判 断 を 伴 わ ず に 表 明 す る 場 合 、 す な わ ち 、

田 野 村(1990a,b)の い う 「知 識 表 明 文 」 の 場 合 、 二 ↓ の 使 用 は 制 約 さ れ て い る 。

 例 え ば 次 の よ う な 「の だ 」 文 を 考 え よ う 。 田 野 村(1990b)に よ る と 、 「の だ 」 は

「背 後 の 事 情 」 や 「実 情 」 を 表 す と い う 基 本 的 な 意 味 機i能 を 持 ち 、 そ こ か ら 派 生 し

て 、 「既 定 性 」 、 「承 前 性 」 、 「披 瀝 性 」 な ど の 特 性 を 持 つ 。 例 え ば(43)は 、 例 え

ば 地 面 が 濡 れ て い る こ と を 受 け て そ の 背 後 の 事 情 を 述 べ る 文 で あ る が 、 こ の 文 は 知

識 表 明 文 と し て も 、 推 量 判 断 実 践 文(田 野 村(ig90a,b))と し て も 用 い る こ と が で

き る 。 推 量 判 断 実 践 文 と は 、 「そ の 文 を 発 す る こ と 自 体 が 判 断 を 下 す こ と に 相 当 す

る 」 (田 野 村(1990a))も の で あ る 。

(43) こ れ は 雨 が 降 っ た ん で す 。

と こ ろ が(43)に 二 を 付 加 し た も の に 当 た る(44)は 、 推 量 判 断 実 践 文9)と し て の 解
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釈 の み が 自 然 で あ る 。 「よ 」 の 場 合 と は 異 な る 。

(44) コ レ ワ 雨 ガ 降 リ マ シ タ ン ヤ ニ ↓

 そ こ で 、 次 の よ う に 、 「実 は 」 な ど を 伴 っ た り あ る い は 文 の 内 容 か ら し て 、 知 識

表 明 文 と し か 解 し に く い よ う な 「の だ 」 文 で は 「よ 」 を 二 に 置 き 換 え る の が 困 難 で

あ る 。

(45)

(46)

(47)

(48)

実 は私 も同 じ経 験が あ るんです よ ↓

(外 国か ら今 日着 いた人 に)

実 は昨 日大 きな地 震が あっ たんで す よ ↓

噂 で は、 太郎 が結婚 す る らしいん です よ/

明 日が私 の誕 生 日な んです よ ↓

 既 定 の 事 実 と し て 話 者 に 知 ら れ て い る 事 柄 と い う の は 、 言 い か え る と 、 い わ ば 確

か ら し さ が100%で あ っ て 、 他 の だ れ で あ れ こ れ 以 上 に 確 か に 知 る 余 地 は な い と み な

さ れ て い る も の で あ る 。

 「の だ 」 文 に 限 ら ず 、(49)、(50)の よ う に 知 識 表 明 文 と し か 解 し が た く 他 者 が よ

り 確 か に 知 り よ う の な い 場 合 に は 二 ↓を 付 加 で き な い 。

(49) 違 い ま す よ 。 私 は 日 本 人 で す よ ↓

(50) 私 、 も う こ こ に 住 ん で30年 に な り ま す よ ↓

 ま た 、 話 者 の 発 見 や 想 起 を 表 す 文 な ど も 、 や は り 二 を 付 加 す る こ と が で き な い 。

こ れ ら も い わ ば 確 度 が100%の こ と と み な さ れ る 。

(51) あ り ゃ 、 こ ん な と こ ろ に あ っ た よ ↓

(52) お や 。 も う う ぐ い す が 鳴 い て い る よ ↓

(53) よ く 考 え た ら 今 日 は 薬 を 飲 ん で な か っ た よ ↓

4.2. 二 ↓が 用 い ら れ る 場 合

 こ れ に は 次 の よ う な 種 類 が あ る 。

4.2.1. 推 量 判 断 の 文 な ど

 例 え ば 、 次 の よ う な 推 量 判 断 の 文 で は 、 他 者 も 何 か の 根 拠 を 得 た な ら ば 同 じ 判 断

を 下 し う る し、 よ り 端 的 に 事 実 と し て そ れ を 知 る に 至 る こ と も 、 原 理 的 に は 可 能 な

こ と で あ る 。 こ う し た 場 合 は 二 ↓ を 用 い う る 。

(54) ア ノ 人 、 ドー モ 結 婚 ス ル ミ タ イ デ ス ニ ↓

(55) (様 子 か ら し て)ア ノ 人 ワ ロ シ ア 人 デ ス ニ ↓

推 量 判 断 さ れ る 内 容 は 別 に 過 去 の こ と に 係 わ る も の で あ っ て も 差 し 支 え な い 。

(56) (話 し 手 聴 き 手 共 に 事 故 を 目 撃 し て)

― ア ノ 運 転 手 、 助 カ ッ タ ヤ ロ カ?

一 ア レ ワ 死 ン ダ ニ ↓
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(57) (相 手 の 傷 跡 を 見 て)

    コ レ ワ 何 カ デ コ ス ッ タ ン ヤ ニ ↓

 二 ↓の 文 は し ば し ば 「そ れ は あ な た 自 身 が 実 際 知 る に 至 る で あ ろ う 」 と 請 け 合 う

よ う な ニ ュ ア ン ス を 生 じ る 。(58)―(60)の よ う な 文 は 、 い ず れ 聴 き 手 が そ の 真 偽 を 知

る に 到 る 事 柄 を 述 べ て い る 。tsi)も 、 聴 き 手 が 自 分 で 真 偽 を 確 か め う る こ と で あ る 。

(58) (医 者 が 患 者 に)二 三 日 モ シ タ ラ 直 リ マ ス ニ ↓

(59> (ハ イ カ ー に ど の く ら い で 目 的 地 に 着 く か と 聞 か れ た 地 元 の 人 が)二 三 分 デ

 行 ケ マ ス ニ ↓

(60) 太 郎 、 明 日 来 マ ス ニ ↓

(61) (こ の 自 転 車 は 乗 れ る か と 問 わ れ)コ レ ワ 無 理 デ ス ニ ↓

 この、 「聴 き手 自身がPと い うこ とを実際 に知 るに到 る こ とを請 けあ うJと い う

用法 が実 は二 ↓の 用法 の中核 であ り、 それが 拡張 して、 実際 に聴 き手 が知 るか ど う

か は ともか くそ の原理 的な可 能性 を示す とい う用 法にな る もの と見 る こともで き

る。

 上 の(59)や(60)の よ う な 文 は 、 た と え 、 話 し 手 に と っ て は こ の 場 で の 判 断 と い う

よ り既 に 持 っ て い る 知 識 で あ つ て も 、 聴 き 手 や 第 三 者 が 例 え ば 実 際 に 明 日 太 郎 に 会

う こ と で そ れ を よ り 確 か に 知 り う る た め 二 ↓ が 用 い う る 。 次 の 文 は 、 素 人 の 助 言 な

ら 可 能 だ が 税 務 の 専 門 家 の よ う な 立 場 の 者 な ら 二 ↓を 用 い な い と 思 わ れ る 。

(62) (買 い 物 に 税 金 が か か る か た ず ね ら れ 友 人 が)

    5万 円 マ デ ナ ラ カ カ ラ ヘ ン ニ ↓

 ま た 、 班 に 触 れ た が 、 他 者 が 実 体 験 に よ っ て 、 よ り 確 か に 知 り う る 事 柄 を 知 ら せ

る に は 二 ↓ が 用 い う る 。

=(40) 食 べ テ ミ ナ 。 ナ カ ナ カ ウ マ イ ニ ↓

(63> (外 出 し よ う と す る 人 に)

    外 ワ 寒 イ ニ ↓

4―2。2.確 実 で な い 知 識 を 表 明 す る 場 合

 例 え ば 『確 か 」 の よ う な 語 を 伴 つ て 、 あ る い は そ う し た 表 現 は 伴 わ ず と も 、 そ の

知 識 が 確 実 で は な い と い う 姿 勢 で 述 べ る 場 合 に は 二 ↓ を 用 い う る 。

(64) (太 郎 の 誕 生 日 を 聞 か れ)

   確 カ モ ー 済 ミ マ シ タ ニ ↓

4.2.3. そ の 他

 次 の 例 の よ う に 、 自 身 の 体 験 や 直 接 眼 前 に 観 察 し た 過 去 の こ と の 報 告 に お い て 、

二 ↓ の 使 用 が 可 能 な 場 合 が あ る 。 た だ 、(65),(66)は 、 観 察 し た こ と の 報 告 と い っ て

も 、 例 え ば 地 震 の 揺 れ 方 を 「す ご い 」 と 形 容 す る よ う な 評 価 や 判 断 の 側 面 を 伴 う 。

(65)は 東 京 か ら来 た 地 震 学 者 に 報 告 す る よ う な 場 面 を 考 え る と ぴ っ た り す る 。
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(65)  (地 震 の 様 子 を よ そ の 人 に 報 告)

    ココラ ワ ス ゴイ 揺 レ方デ シタ ニ ↓

(66)  (病 人の様 子 を聞かれ)

   昨 日ワ 元 気 ソーデ シタ ニ ↓

 一方、 次 のよ うに、 自分 が観察 した過 去 の事態 を何の判 断 も伴 わず に単 純 に報 告

す る とい う場 合に は、 二 の使 用は 困難な よ うに感 じられ る。

(67)  (地 震の時 の状 況 を聞かれ)

    ?ウ チ ノ 裏 ノ 塀 ガ コケ マシ タニ ↓

 な お.自 分 自 身 の 内 的 感 覚 に 関 す る も の で あ っ て も 、 過 去 の 体 験 の 報 告 で あ ―る な

ら 、 二 ↓が 用 い う る 場 合 が あ る 。 ―ω

(68) (過 去 の 出 産 時 の 状 況 を 聞 か れ)

ソラ   痛カ ッタデス ニ ↓

(それは)

 こ の 場 合 は 、 「他 者 も 同 等 以 上 に 確 か な こ と と し て 知 れ る 」 と い う こ と の 例 外 に

な る が 、 自 分 自 身 の 体 験 で は あ つ て も も は や 記 憶 上 の こ と で も あ り 、 あ た か も そ の

情 報 に 対 し 独 占 的 な 立 場 に は な い か の よ う な 姿 勢 で の 発 話 で あ る と 考 え ら れ る 。

4.3. 二 ↓の ま と め

 以 上 を ま と め る と 、 二 ↓ は 、 原 理 的 に は 現 在 の 話 者 以 上 に 確 か な 知 識 と し て 保 持

す る の が 可 能 な 事 柄 に の み 用 い ら れ る と 言 っ て 良 い 。IP

 と こ ろ で 、(59)の よ う に 、 実 は 話 者 に と っ て か な り 明 ら か な 事 柄 を 一 歩 退 い て 、

聴 き 手 自 身 が よ り確 か に 知 り う る こ と と し て 示 す こ と は 、 一 種 の 丁 寧 さ に っ な が る 。

従 つ て 、 特 に 丁 寧 体 の 二 の 使 用 は 、 目 上 の 者 な ど に 物 事 を 丁 重 に 、 謙 虚 な 姿 勢 で 知

ら せ る と い っ た 場 面 に は 適 す る 。 ま た 逆 の 見 方 を す れ ば 、 他 者 に も 知 れ る 領 域 ま で

踏 み 込 ん で 、 で き る だ け 相 手 に 意 味 あ る 情 報 を 与 え よ う と 努 め る 姿 勢 を と る こ と が 、

一 種 の 親 切 さ や 親 し み の 態 度 を 感 じ さ せ る こ と に も な り う る 。

5 結論

 以 上 、 二 ↑ と こ ↓ の 機 能 を 観 察 し た 。 さ て 、 二 ↑ と 二 ↓ に 共 通 す る 二 の 特 性 を ど

の よ う に 考 え た ら 良 い で あ ろ う か 。P二 ↑ で もP二 ↓で も 既 に 述 べ た よ う に 基 本 的

な こ の 機 能 は 情 報 の 教 示 で あ る 。

 P二 ↑ に お い て は そ の 音 調 の 特 質 か ら 、 注 意 喚 起 の 働 き が 加 わ る 。 す な わ ち 、P

を 事 実 と し て ま さ に こ の 場 で の 認 識 を 促 す こ と に な る 。 一 方 、 二 ↓で は 、Pは 相 手

自 身 知 る 余 地 の あ る こ と を 示 し て 終 止 す る 。

 「よ 」 に つ い て は 既 に 多 く の 先 行 研 究 が あ り 】2)、 こ こ で 私 見 を 述 べ る こ と は 控 え

る が 、 こ と の 比 較 に よ っ て 、 次 の 点 が 明 ら か な よ う に 思 わ れ る 。 第 一 に 、 「よ 」 は 、
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平 叙 文 の 場 合 に 限 っ て も 、 こ の 場 合 の よ う に 文 内 容 と 話 者 と の 関 係(そ の 内 容 が 話

者 に と っ て 既 に 安 定 し た 知 識 と し て 保 持 さ れ て い る も の で あ る か 、 今 推 量 判 断 さ れ

る こ と で あ る か な ど)の 面 か ら の 制 約 を 受 け る こ と は 特 に な い 。=3}第 二 に 、 「よ ↑」

は 、 必 ず し も 注 意 喚 起 と い っ た 積 極 的 な 働 き か け を 伴 う わ け で は な い 。 第 三 に 、

「よ ↓」 は 、 必 ず し も 具 体 的 な 聴 き 手 の 存 在 を 要 求 し な い 。

 な お ここで は、 二 ↑とこ ↓の機 能 といった形 で論 を進 めた が、 よ り正 しくは、少

な く とも一度 は、 終 助詞 の固有 に もつ意味 機 能 と、 音調 の談 話上 の機能 とを分 解 し

て考 えな けれ ばな らない。 これ を本 格的 に行 うには、 音調 的 側面 を含 めた終助 詞体

系全体 の分 析が必 要 とな る。

[付 記] 本 稿 の 基 礎 に な る 内容 を1992年7月3日 の語 彙 研 究 会(於 奈 良教 育 大 学)で 発 表 した 折 、木 川 行 央 氏 よ り

「よ 」 の独 言 的 用 法 に つ い て ご指 摘 いた だ い た 。 お礼 申 し上 げ る。

ま た 、本 稿 の 内 容 の ‐畴sは,1992年 度 以降 同志 社 女 子 大 学 学 芸 学 部 の卒 業 研 究 、 お よ び 、 同 短 期大 学 部 の 日本 語 日本

文学 演 習 の授 業 に参 加 した 学生(と りわ け武 田真 理 子 、 西村 朱 代)と の 議 論 、情 報 提 供 に負 う。 記 して 謝意 を表 す る 。

                 注

1) 「よ 」 の 音 調 的 変 種 を 「よ ↑」 「よ ↓」 と 簡 略 表 記 す る 。 「よ ↑」 は 、 お よ そ 、

轟 木(1992b)の い う 「上 昇 調 」 を 、 「よ ↓」 は 同 じ く 「同 じ 高 さ に つ く 下 降 調 」 と

「低 く つ く 平 坦 な 音 調 」 と を 表 す 。 す な わ ち 、 「よ ↓」 は 、 前 要 素 に 対 し て 低 接 で

あ れ 順 接 で あ れ 、 自 然 下 降 に 従 う 、 ま た は そ れ 以 上 に 下 降 す る 音 調 を と る も の で あ

る 。

2) 佐 藤(1976)に は 「や や 古 風 」 と 注 記 し て 次 の 例 が あ げ ら れ て い る 。

 ベ ッ シ ャ ク ト ア カ ン ニ ヤ メ ト キ ー(へ こ む と だ め だ か ら や め と き な さ い)。

3> こ の 音 調 の 特 性 を 示 す 。 式 の 音 調 な ど に 関 し て は 、 上 野(1989)、 中 井(1990)

の 京 都 方 言 の 記 述 を 参 照 さ れ た い 。 「は 高 起 式(平 進 式)、 しは 低 起 式(上 昇 式)

を 表 し 、 「は 上 昇 、 「 は 下 降 の 音 調 変 動 を 表 す)。

 二 は 次 の よ う に 、 前 の 要 素 に 低 接 す る(た だ し 、 二 ↑で は 、 二 が 卓 立 さ れ て 通 常

よ り、高 く 始 ま る こ と が あ り う る)。

(69) あ か ん

寒 い

書 く

書 いた

歩 いた

「ア カ ン

「サ 「 ム イ

し 力 厂ク

し カ イ 「タ

Lアrル 「 イ タ

「ア カ ン 、 二

「サ]ム イ ニ

し 力 厂ク 「 二  (cf.

し カ イ 厂タ 「 二  (cf.

し ア 「ル 「 イ タ ニ

し カ ク 厂ヒ 「 ト)

し カ イ 「タ 「 ヒ 「 ト)

 二 ↓ は 自 然 下 降 に 従 う か そ れ 以 上 に 下 降 す る 。 ↑ は 自 然 下 降 に 逆 ら う。

4) 勧 誘 の 形 に は 二 ↓ し か 付 か な い 。 ま た 、 否 定 的 勧 告 の 形 に 付 く 場 合 二 ↑な ら ば
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典 型 的 に は 未 実 現 の 聴 き 手 の 行 動 に 対 し て 、 二 ↓ な ら ば 現 に 聴 き 手 の と つ た 行 動 、

ま た は 、 行 う こ と が 既 定 で あ る と み な さ れ る 行 動 を 捉 え て の 発 話 と な る 。 こ の 点 は

共 通 語 の 「よ 」 が 禁 止 の 形 な ど に 付 く 場 合 と 対 応 す る(田 野 村(1990b)、 井 上(19

93)等 を 参 照)。

5) た だ 、 こ れ ら の こ と に 関 し て は 地 域 ・話 者 に よ り 相 違 が あ る 可 能 性 が あ る 。 例

え ば ～ ニ ナ(二+終 助 詞 ナ)の よ う な 形 は 地 域 や 話 者 に よ っ て は あ っ て も 不 思 議 で

な い と 思 わ れ る(こ れ と は 別 に 、 「ソ ー ヤ ニ 、 ナ ー 」 の よ う に 、 「ソ ー ヤ ニ 」 の 発

話 相 手 と は 別 の 第 三 者 に 同 意 を 求 め る こ と は あ る)。 ヤ ロ ニ の 形 が な い の も 、 あ る

い は 偶 然 の 欠 落 で あ る か も し れ な い 。 な お 、 勧 誘 の 形 に 後 接 す る 場 合 に は 、 ニ サ の

形 が 可 能 で あ る 。

 と こ ろ で 、 服 部(1992)で 扱 つ た 「わ 」 の 接 続 関 係 に つ い て 一 点 付 言 す る 。 共 通

語 で 「だ ろ う+わ 」 の 形 が 存 在 し な い こ と に モ ダ リ テ ィ 上 の 制 約 と い っ た 必 然 的 な

理 由 を 求 め る 見 解 は 森 山(1995)な ど に 見 ら れ る 。 が 、 方 言 や 過 去 の 用 例 に は 「だ

ろ う+わJ相 当 の 形 が 実 際 に 見 ら れ る こ と か ら 、 む し ろ 偶 然 の 欠 落 と 見 な す べ き 可

能 性 も 直 ち に は 否 定 で き な い よ う に 思 わ れ る 。

6) 終 助 詞 な し の 文 も 含 め る て 考 え る と、 思 わ ず 口 を つ い て 出 る 「あ 、 痛!」 、

「し ま つ た!」 な ど の よ う に,よ り 純 粋 に 独 言 的 な 発 話 が 観 察 さ れ る 。

 な お 、 服 部(1992:pl2:116)の 「純 粋 の 独 言 と し て 用 い に く い と い う 点 を 別 に す

れ ば 」 と い う 注 記 は 不 必 要 で あ っ た の で 訂 正 す る 。

7) 川 上(1963)に 、 普 通 の 上 昇 調(第 一 種)と 末 端 卓 立 調(第 四 種)の 相 違 に っ

い て 次 の よ う に あ る 。

 第 四 種 の 「書 く ね 。 」 は 「ま さ か 君 は 書 か な い と は 言 わ な い だ ろ う ナ 。 香 く の が

当 然 な ん だ ゾ 。 」 と い う の に も 近 い 押 し つ け が ま し い 態 度 を 表 す 。 一 方 、 第 一 種 の

「書 く ね 。1は 、 「君 は 書 い て く れ る と 私 は 思 う が 、 そ う 思 わ せ て く れ る か い?」

と い う よ う に 遠 慮 が ち に 自 分 の 判 断 に 対 す る 相 手 の 承 認 を 求 め る 態 度 を 表 す 。 (引

用 終 り)

 ま た 、 第 一 種 の 音 調 は 、 「相 手 と の つ な が り を 求 め る 気 持 ち 」 を 表 す 旨 指 摘 さ れ

て い る 。

8) た だ し(30)の 場 面 で も 第 三 者 のCが 「今 の は 冗 談 だ よ ↑。 信 じ た ら だ め だ よ ↑亅

の よ う に 教 え 、 注 意 喚 起 す る よ う な 場 合 な ら 二 ↑を 用 い う る 。

9) よ り 厳 密 に は 、 そ の よ う に 推 量 判 断 さ れ る こ と を 知 ら せ る 文 と 考 え ら れ る 。 こ

の 点 は 以 下 断 ら な い 。

10) 筆 者 自 身 は こ の よ う な 場 合 に 二 ↓ を 用 い る こ と が あ る か 内 省 が は っ き り し な い

が 、 用 い る 話 者 も あ る 。

関 連 し て 、 渡 辺(1991)に よ る と 厂随 分 」 の よ う な 副 詞 は 厂ひ と ご とJの 表 現 を
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志 向 し(70)の よ う に 話 者 自 身 の 現 在 の 感 覚 や 感 情 の 報 告 に 用 い ら れ に く い 。 た だ 、

(7nの よ う に 過 去 の 体 験 の 報 告 に す れ ば(70》 に 比 べ 自 然 度 が 向 上 す る よ う に 思 わ れ

る 。

(70) 私 は 随 分 苦 し い よ 。

(71) 私 は 随 分 苦 し か っ た よ 。

11) 「情 報 の な わ 張 り理 論 」 (神 尾(1990))の よ う な 見 方 を 仮 に 取 る な ら ば 、P二

↓ はPを 話 し 手 の 領 域 外 の 情 報 と し て 扱 う こ と の 標 識 で あ る と 言 え る か も し れ な い 。

12》 例 え ば 、 白 川(1992)、 大 曽(1991)、 田 窪(1992)、 金 水(1993)、 井 上

(1993)o

l3) 最 近 出 た 井 上(1995)に も 、 「ヨ の 汎 用 性 」 と い う 指 摘 が あ る 。

補 注) 二 と い う 形 の 終 助 詞 は 静 岡 県 遠 州 地 方 等 に も 存 在 す る が 、 そ の 機 能 が こ こ

で 述 べ る も の と 同 じ か ど う か は 、 未 詳 で あ る 。
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Functions of sentence-final particles:

'Ni' in Ise dialect and 'yo' in standard Japanese

Tadasu Hattori

Summary

       This paper aims at describing the basic functions of the sentence-final particle  'ni' 

used in Ise dialect (Mie prefecture) particularly in comparison to 'yo' in standard Japanese. 

From a prosodic point of view, two types of ni can be distinguished, namely, ni t and ni 4' , 

and they show different pragmatic features. Ni t roughly corresponds to yo T' in standard 

Japanese, while ni 4, has no functional counterpart in standard Japanese and can be

characterized as a marker of information that can be known to the hearer and others as well 

as to the speaker.
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