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大 人 が 使 う 終 助 詞 と子 ど も の 応 答 の 関 係 に つ い て

　 　 　 　 　鈴 ．木 　 　 　絵 理 子

（ 東 京
一

学 芸 大 学 　 研 究 生 ）

【研 究 目 的 】

　 TBS ラ ジ オ 番 組 「全 国 こ ど も 電話 相 談 室 」 を 聴 取

す る と 子 ど も の 応 答 の 大 部 分 は 「う ん 」　「は い 」 とい っ

た 肯 定 的 な 応 答 で あ る 、，し か し 、こ の 番 組 は 決 め ら れ

た 時 間 内 に 子 ど も の 質問 に 同 答 し な け れ ば な ら ず 、回

答 に 十 分 な 時 間 は 与 え ら れ て い な い 。子 ど も は、本 当

に 回 答 者 の 回 答 を 理 解 し 、疑 問 を 十 分 に 解 消 し て い る

の だ ろ う か 。

　 ま た 、回 答 者 の 回 答 表 現 に おい て 文 末 に 「〜ね 」 「

〜よ 」 と い う よ う な 多 様 の 言 い 回 し が 使 わ れ て い る 事

に 気 づ く。文 末 に つ く 言 い 回 し を 終 助 詞 と 呼 ぶ 。終 助

詞 の 機 能 は 「対 人 関 係 に 関 与 す
．
る も の で 日 本 語 の 感 情

表 現 に つ な が る も の で あ る 」　 “ 1

　 こ の 様 な 回 答 者 の 回 答 表 現 と 子 ど も の 応 答 は 関 係 が

あ る の か ．本 研 究 に お い て は 大 人 が 使 う 終 助 詞 の 果 た

す 役 割 と 子 ど も の 応 答 の 関 係 に っ い て 明 ら か に す る n

【研 究 方 法 】

番 組 分 析 　 分 析 対象 番 組 ：TBS ラ，Jt番 組 ［全 国 こ ど も

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 電 話 相 談 室」

　 　 　 録 音 期 間 ： H7 年 1Z月 25日 〜H8 年 ユロ月 8 日

　 　 　 　 　 　 　 の 無 作 為 に 抽 出 し た 5e 日 間

　 分析 対 象 ： 録 音 期間 内 に 質 問 を寄 せ た

　 　 　 　 　 　 4 歳 、5 歳 　 6 歳 、小 学 1 年 生

　 　 　 　 　 　の 質 問 20件

　 本 研 究 は 泉 子 ．K ．メ イ ナ ード に よ る 「会 話 分 析 」

の デ
ー

タ 記 述 、更 に 海 保 博 之
・
原 田 悦 子 に よ る 「プ ロ

ト コ ル 分 析 」 の デー一タ 記 述 を 参 考 に 分 析 を 行 な っ た 、，

【結 果 及 び 考 察 】

　本 研 究 で は 回 答 の 際 、回 答 者 が 子 ど も に 対 し て 使 う

終 助 詞 は ど の 様 な も の か 、ま た 、そ の 頻 度 を 調 べ た ．

終 助 詞 ね の よ ね よ の ね で し よ か な か の よ

回数 4936 ヨ4z9211 曾 ユ7124

　回 答 表 現 に お い て 使 用 さ れ て い た 主 な 終 肋 詞 は 上 記

し た 9 つ で あ っ た が 、本 研 究 で は 機 能 が 疑 問褒 現 で あ

る と 明 ら か で あ る 「か 」 「か な 」 、疑 問 の 場 合 に 使 わ

れ て い た rの 亅 を 除 き、．ヒ記 し た 7 つ の 終 助 詞 の 会 話

に お い て の 機 能 を 検 討 す る u

　初 め に 「ね 」　「よ 」 に つ い て 検 討 す る e

　益 岡 は r我 々 は 言 葉 を 使 う時 、聞 き 手 が 特 定 の 話 題

に つ い て ど の 程 度 の 知 識 が あ の る か を 考 え に 入 れ な が

ら 話 を 進 め 、場 合 に よ っ て は 言 語 形 式 を 変 え る．』 と

い う 田 窪 の 言 葉 を 引用 し た 上 で 「聞 き 手 の 知 識 に 対 す

る 話 し 手 の 考 慮 と い う 点 が 終 助 詞 「ね 」 と 「よ 」 に 深

く 関 わ って い る 〔 m と し て お り．終 助 詞 「ね 」 と 「よ 」

そ
．
れ そ れ の 会 話 に お い て の 機 能 は 、大 別 して 以 下 の 2

種 類 の 対 話 文 に お い て 変 化 す る と し て い る u

L．話 し 手 の 知識 を聞 き 手 に 情 報 と し て 伝 え る

　 演 述 型 の 対 話 文

Z．命令 ・禁 止
・依 頼 ・勧 誘 を 表現 す る

　 訴 え 型 の 対 話 文 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c2 〕

　上 記 した 益 岡 の 定 義 を 基 に 回 答場 面 に お い て 回 答 者

が 子 ど も に 対 し て 使 用 し た 終 助 詞 「ね 」 と 「よ 」 を、

演 述 型 の 対 話 文 で 使 用 さ れ て い る も の 、訴 え 型 の 対 話

文 で 使 わ れ て い る も の に 分 類 し、頻 度 を 調 べ た 。

・演 述 型 　63回 　 く 「ね 」 9丁回 　 「よ 」 26回 ）

・訴 え 型 　8 回 　 （ 「ね 」 5 回 　 「よ 」 3 圓 ）

・そ の 他 　 7 回

　こ の 結 果 か ら 回 答 者 が 使 う 終 助 詞 「ね 」 と 「よ 」 は

ど ち ら と も 演 述 型 で 使 わ れ る 場 合 が 多 い こ と が 明 らか

に な った 。こ の 結 果 は 、研 究 対 象 と し た 番 組 が 基 本 的

に 子 ど も が 分 か ら な い こ と を 回 答 者 が 教 え る と い う形

式 で あ る こ と か ら当 然 で あ る と 言 え る fi

　 こ の 結 果 か ら 演 述 型 の 対 話 文 に つ い て 更 に 検 討 す るu

　益 岡 は 「演 述 型 の 対 話 文 に お い て 、我 々 は 自 分 が 持 っ

て い る 知 識 を聞 き 手 に 伝 え る に 際 し て 、聞 き 手 が 持 っ

て い る と 想 定 さ れ る 知 識 の あ り方 と の 異 同 を 判 断 し 、

そ れ を 表 明 す る と い う こ と が あ る v 」 f。， と 述 べ 、次

の よ う に 定 義 づ け て い る n

「ね 」は 話 し 手 の 知 識 と 聞 き 手 の 知 識 が
．．．

致 す る と

　 　判 断 さ れ 、同意 を 求 め る 場 合 に 用 い ら れ る n

　 　 　 　 　 　 （以 下 「演 述
・一致 型 」 と 記 す ）
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「よ」は 両 者 の 間 に ず れ が あ り、そ の 意 味 で 両 者

　 　が 対 立的 な 関係 に ある と 判 断 さ れ る 場合 用 い

　 　 ら れ る 。　 （以 下 「演 述 ・対 立 型 」 と 記 す ）

　 以 上 の 「ね 」と 「よ 」 の 機 能 を 基 に 次 に 「の 」

rの よ 」　「の ね 1 つ い て 検討 す る 。

　 　 　 ・
空 気 の 中 で 曲 が る 性 質 を 持 っ て い る 「の 」

　 事 例 か ら 「の 」 は 断 定 的 な 言 い 回 し で あ り、聞 き 手

へ の 配 慮 は 感 じ ら れ な い と い う 事 を 読 み 取 れ る ．　 終

助 詞 「の ］ に 聞 き 手 へ の 配慮 が 顕 蓍 に 表 れ る 「ね 」 と

「よ 」合 わ せ て み る と 以 下 の よ う に な る 。

　 　 　
・

空 気 の 中 で 曲 が る 性 質 を持 っ て い る ［の ね 」

　 　 　 ・空 気 の 中 で 曲 が る 性 質 を持 っ て い る ［の よ 」

　 こ の 結 果 か ら 終 助 詞 「の 」 は 「ね 」 ま た は 「よ 」 と

一
緒 に な り 「の ね 」 「の よ 」 と い う複 合 形 に な る こ と

で 聞 き 手 へ の 配 慮 が 伴 う と い う こ とが 考 え ら れ、　「の

ね 」　「ね i と、　「の よ 1 は 「よ 」 と 同 様 の 機 能 を 持 つ

と考 え ら れ る p

　 次 に 文末 詞 「よ ね 」 に つ い て 検 討す る n

　 　 　
・

体 の 中 に 筋 肉 っ て ゆ う の が あ る 1よね 」

　 　 　 ・体 の 中 に 筋 肉 っ て ゆ う の が あ る ［で し ょ 」

　 事 例 か ら も わ か る 樋 に 終 助 詞 「よ ね 1 と 「で し ょ 」

は 置 き 換 え て も 機 能 が 変 化 せ ず、同様 の 機 能 を 持 っ 言

え る。終 助詞 「で し x1 に つ い て 田 窪 ・
金 水 は 「話 し

手 の 知 識 状 態 を 示 し、聞 き 手 へ の 質 問 ・確 認 の 機 能 を

持 つ 」 tS］ と し て い る 。 「よ ね 」 「で し ょ う 」 に 「話

し 手 の 知 識 状 態 を 示 す 」 とい う 機 能 が 働 く の は 「よ ね 」

が 「よ 」 と 「ね 」 の 複 合 系 の 終 助 詞 で あ り、　「ね 」 の

持 つ 機 能 が 働 く た め で あ る 。

　前 述 し た 様 に 「の ね 1　「の よ 」 は 「の 」 と 「ね 」 と

「よ 」 の 複 合 型 で あ り、　「よ ね 1 「で し ょ 」は 前 述 し

た 様 に 「ね 」 と 同 様 の 機 能 を 持 つ と 考 え ら れ る 。ま た、

研 究 対象 と し た 終 助 詞 は 番組 の 回答 場 面 で は 基 本 的 に

演 述 型 の 対 話 文 に お い て 使 わ れ て い る 事 が 明 ら か に なっ

た 。こ の 結 果 か ら 各 々 の 終 助 詞 を 「演 述 ・一致 型 」　「

演 述 ・対 立 型 」 の 2 つ に 分 類 す る こ と が で き る n ど ち

らに も 当 て は ま ら ない 「の 」 は 中立 型 と した n 使 用 回

数 は 以 下 の 通 り で あ る 、、

・一致 型 ね、の ね、よ ね、で し ょ 122 回 （64・5 ％ ）

・対 立型 よ，の よ、　　　　　 ！3 回 （M ’5 ％ ）

・
中 立 型 の 　 　 　 　 　 　 　 　 34 回 （1B ％ ）

　型 」 つ ま り、 「知 識 が 基 本 的 に ．．・．致 す る と 判 断 し 、同

　意 要求 の 機 能 を持 つ 」 終 助 詞 が 多 用 さ れ て い る こ と が

　明 ら か に な っ た ．回 答 者 は 子 ど も と 基 本 的 に 知 識 が 一

　致 す る と 判 断 しな が ら 回 答 を 行 な っ て お り 、そ の 際 に

　は 同 意 の 要求 を 行 な っ て い る と い う 事 が 言 え る 。

　　し か し 、回 答 者 が 「演 述
・一

致 型 」 の 終 助 詞 を 回答

　場 面 に おい て 多 様 す る こ と は、子 ど も の 理 解 が 中 途 半

　端 な ま ま に 終 わ り、大 人 の 「理 解 」 と 子 ど も の 「理 解」

　に つ れ が 生 じる 可 能 性 が あ る ．

　　回 答 者 は 子 ど も の 応 答 、柑槌 を 子 ど も の 理解 の 判 断

基 準 と し て お り、同 意 要 求 の 機 能 を 持 つ 終 助 詞 を 多 用

　し て い る と 考 え ら れ る が L 子 ど もが 本 当 に 理 解 し て 肯

定 的応 答 を し て い る と は 限 ら な い n

　 バ ー
ン ス タ イ ン が 「就 学 前 の 子 ど も は 自分 の 言 っ た

こ と が 理 解 さ れ な い 場 合 に 伝 達 情報 を 修 正 す る の は そ

れ ほ ど 上 半 で な い 」 （4 ｝ と 述 べ て い る 様 に ．子 ど も は、
回答 者 の 説 明 、回 答 が 、自 分 の 意 向 に 沿 う も の で な く

て も、そ れ を一．ヒ手 く伝 え る こ と が で き ず に い る 事 も 考

え ら れ る u ま た 、滝 沢 が 「幼 い 子 ど も は 、大 人 が 優 れ

た 能 力 を 持 ち 、そ の た め に な ん で も 理 解 し て くれ る と

信 じ て い る 11 ・ 1 と 述 べ て い る 様 に 子 ど も が 、回 答

を 無 条 件 に 正 し い と 思 う 場 合 も あ る 。

　 研 究 対 象 と し た 番 組 に は 、決 め られ た 時 間 内 に 回 答

す る と い う制 隈 が あ る た め ．　「子 ど も が 理 解 し た 」 と

の 判 断 基 準 は 、子 ど も の 応 答 の み に 頼 ら れ る と い う 可

能 性 も 考 え ら れ る が 、大 人 が 子 ど も の 疑 問 に 回 答 す る

場 合 、十 分 に 子 ど も の 意 向 を 確 認 しな け れ ば な ら な い

と 言 え る 、
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こ の 結 果 か ら、回 答 場 面 に お い て は 、　「演 述 ・・一一致
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