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1. は じめに

日本語の日常会話で は ， 本来助 詞 が存在す る よ う な 位置 に 助 詞 が現 れ な い 発話 が頻繁 に 見 ら

れ る 。 一般 に日本語の場合， 動詞 と 意味上関 わ り を 持つ 名 詞 ( 句) は 格 助 詞 を 後接 さ せ て そ の

意味的関係 を 明示で き る 。 そ し て ， 動 調 の 意味的特質 と 関 連 さ せ て ， 格 助 調 の 意 味 や 用 法 の 記

述 を す る こ と も 行 わ れて い る 1)。 本論文で は ， 本来助 詞 が現 れ て し か る べ き 位置 に 助 詞 が現 れ な

い場合 に つ い て 考 え る 。 助 調 が な い と い う 現象 も 実 は単純 な も の で は な く ， い く つ か の パ タ ー

ン に 分 け て 考 え る こ と が可 能 で、あ る 。 そ の う ち 助詞が出現 し な い こ と が義務 的 で あ る 場 合 や

逆 に 無助詞 で は 非文 と な る 場合 な ど を 検討 し な が ら ， そ の 実態 を 考 え て い く 。 本 稿 で は 本 来格

助詞 な どの助詞があ る べ き と こ ろ に助詞 を 欠 く も の を 一括 し て 〈 ゼ ロ 助詞 > 2 )と 呼ぶ こ と にす る 。

ま た ， 本稿 は 主 と し て こ の 〈 ゼ ロ 助詞 〉 の 談話 に お け る 機能 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。

2 . 助詞の脱落

多 く の言語 に お い て 名 詞句 は ， 通例 な ん ら かの格表示 を 行 う 。 文法 範轄 と し て の 格 表示 の 方

法 は 言語 ご と に 多様で、あ る が， 日本語で は格助調 を 使 っ て 格表示が行 な わ れ る 。 し か し ， 古 来

の日本語で は単文で あれば. í月 ， いでに け り 」 の ほ う が よ り 一般 的 で あ っ て . í月 が い で に け

り 」 と はふつ う 用 い な か っ た 。 つ ま り ， 単文 ( 主節)に お い て は . íがJ í を J は 出 現 し な い の

がふつ う で あ っ た3)。 こ れ は 文語， す な わ ち ， 書 き 言葉 で の 現象 で あ る が， 現在で は ， 書 き 言 葉

的 な 文体 で は 助 詞 は脱落 し な い の がふつ う で あ る 。 し か し ， 現 代で も 話 し 言 葉 で は 助 詞 の 脱 落

は頻繁 に 見 ら れ る 。 例 え ば， 多 く の 地域方言で， 無助詞 の傾向 が観察 さ れて い る ， )。 た だ し ， 古

1 ) 仁田(1993) では， 動詞との意味 関 係上必須であるNPを〈共演成分〉と呼び， 動詞との意味 関 係上必
須ではない要素を〈付加成分〉と呼び， 両者を区別する。 これは， 仁田自身が認めるように， 両者を判
然と区別しきれるかどうかについては問題点も残る。 また. {共演成分} {付加成分〉どうしの間にも

意味統語上の重要度という点で， ぱらつきがある可能性もあり， とすれば， そもそも二分することに意
味があるのかどうかという根本的な問題も出てくる。

仁田は「中国と条約を結ぶJにおいて. r中国と」も「条約を」も「結ぶ」の共演成分であるとする
が. rXと結ぶ」の rxとJが果たして意味上「結ぶ」という動詞にとって必須かと言えば， 必須と
は言いがたいのではなかろうか。 rxと」が仁田の言うように共演成分であるとすれば， それは「条約
を結ぶjに対してのはずである。 とすれば， 共演成分・付加成分を動詞に対して単層的に設定する だけ
ではなく， 動詞句も含めて複層的に設定せざるを得なくなってしまう。

寺村秀夫(1982: 81-84) に示 される「必須補語(prirnary cornplernent) Jと「副次補語 (secon
dery cornplernent) Jも， 仁田の共演成分・付加成分とほぼ同一の概念であるが， 寺村は両者が峻厳
と区別できないことを認めており， その中間に当たる「準必須補語Jを設定している。

2 ) 加藤がかつて〈無音形助詞〉と呼んだものとほぼ同ーの概念である。 これまで提案 されたほかの名称に
ついては後で検討することにする。

3 ) 詳しくは金水敏(1996) などを参照 されたい。
4 ) 逆に言うと東京 方言が助詞がもっとも多く出現する傾向にある。 仁田義雄(1992). 井上史雄 (1992)

によれば， 関 西 方言や東北方言などでは無助詞傾向が強い。 特に秋田方言が最も無助詞の傾向が強い。
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い時代の日本語 ( 文章語 ) で も 従属 節 中 で は， 助詞 を 用 い る 方 がふつ う で あ っ て， I 月 の い で た

る 夜 に は…」の よ う に 言 い， I月 い で た る 夜 に … J と は通例用 い な か っ た 。 こ の違 い は ， 注目

に 値す る と 思 わ れ る 。 こ の事実か ら ， そ も そ も 格助 詞 の 存在 は任意 の も の で あ っ て， I 格助 詞 と

は， な く て も 成 り 立つ が よ り 意味 を 明確 に す る ために つ け る 」 の だ と い う 考 え も あ る ほ ど で あ

る 九 し か し ， Iそ も そ も 格助詞 な し で も 成立す る 」 と い う 前提 を 現代語 の 共 時 的 記 述 に ま で 持

ち 込 む の は正 し く な い 。

la ) そ の お 菓子 を 太郎が ま だ食べて い な い と い う の に， 次郎は 3 つ も 食べて し ま った ん だ よ 。

lb ) * そ の お 菓子 併 太郎 併 ま だ食べて い な い と い う の に， 次郎� 3 つ 千 食べて し ま っ た ん だ、 よ 。

上の ( 1a ) の格助詞 を 消 去 し た (lb ) は 成 立す る と は到底言 え な い だ ろ う 。 そ も そ も な く て

も い い も の が意味 を 明確 に す る た め に任意 で、加 わ る と い う 考 え 方 は ， 現 代 語 で は 全 く 当 て は ま

ら な い 。

ま た， 日本語の副助調 「 は J I も 」な ど は， い く つ か の 格 助 詞 と 融合 し て し ま い ， 形 態 上 は

「 は J I も J だ け と い う こ と も 多い 。 一般 に 「 がJ I を 」 で は， 格助詞 は 「 は J I も 」 と い っ た 副

助詞 に 溶 け 込 ん で し ま い， 表示 さ れ な い 。 こ の場合は， い わ ば格 表示が行 われて い な い と 見 る

こ と がで き る 。 ほ かの格助詞 で は 任意の も の も あ り 融合が不可能 な も の な ど様 々 で あ る 6)。

「 は J I も 」以外の副助詞 で も 「 がJ I を 」 に つ い て は融合が観察 さ れ る が7)， そ れ以外 で は 融 合

が例外的 で， こ の こ と は格助詞 に 序 列 や 階 層 を 考 え る 根拠 に も な っ て い る 。

一 般 に ， 助 詞 の脱落の現象は， I は 」 と 「 が」 と い う 助 詞 の 文法論の延長 と し て捉 え ら れ る こ

と が多か っ た 。 ま た 現在で も ， 尾上圭介 ( 1 987 ) ， 丹羽 哲 也 ( 1989 ) ， 大場美穂子 ( 199 4) ， 丸 山

5 ) 梅原恭則(1989: 313) などを参照。
6 ) 主な格助詞と， íはJíも」と「の」の融合の仕方を大まかに以下に示す。「ハJとあるのは格助詞がな

く， íハj だけの形のもの， íc十ハ」は格助詞に「ハJの後接したもの(たとえば「に」であれば「に
は」の形) を意味する。

ガ ヲ ^' ア ト カラ

ハとの結合 'C +ハ/ハ 'C +ハ/ハ C+ハ/ハ C+ハ/ワハ C+ハ/?ハ C+ハ/.ハ C+ハ/・ハ

モとの結合 'C +モ/モ 'C +モ/モ C+モ/モ C十モ/モ C+モ/・モ C+モ/・モ C+モ/.モ

ノとの結合 'C +ノ/ノ 'C+ノ/ノ C+ノ/J C+ノ/ノ C+ノ/.ノ C+ノ/・ノ C+ノ/.J 

7 ) 常に格助詞が消去 されるわけではなく， どの格助詞にどの副助詞がつくかで変わってくる。 副助詞は，
取り立て詞と呼ばれるものとほぼ一致する。 格助詞の消去は， ①義務的に消去， ②残存・消去は任意，

③義務的に残存， と一定の規則性が観測で、きる。 また， 格助詞と副助詞の順序(í・・に だけ」と「… だ
けに」の違いなど)も重要な問題ではあるが， 今回は議論しなし、。 次の(1)は， í牡蛎 だけを」とするこ
ともできるが， í牢牡蛎を だけ」は不可である。 (2)は í * おなかをまで」も「牢おなかまでを」 も不可
である。
1) 牡蛎 だけ食べた。
2)おなかまでこわした。

いずれも「牡蛎を食べたJíおなかをこわした」と復元することは可能である。 一般に復元可能であ
ることが多く， 復元形が複数あって暖昧なものはあるにせよ， 復元不可能なものは非常に少ない。
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直子 ( 1996 ) ， 野田 尚 史 ( 1 996 ) を は じ め と し て ， そ う い っ た視点が多 い 。 ほ か に ， 大谷博 美

( 1995 ) な ど， 談話 に お け る 知識 と い う 観点か ら の 考察 も あ る 。 本論筆者 は， こ の 問 題 を 単 純 に

助 詞 の 問 題で し か な い と も ， 談話 に お け る 知識の問題で し か な い と も 考 え な い 。 こ れ は ， 日 本

語の構文上の根本的 な 特質 に大 き く 関 わ る 問題 だ と 捉え て い る 8)。 例 え ば， 日 本語 の 名 詞 ( 職 能

に重点 を 置 け ば 「 名 調 J と 呼ぶべ き で は な いが ) は， 副詞9) と し て 文 の 構 成 要 素 に な る こ と が

珍 しくな い 。 加藤重広 ( 1 997 ) で詳細 に 論 じ で あ る が 数量調 は あ る 種 の原則 と 制 約 は あ る も

の の， 連体数量調が副 詞 と し て 現 れ る こ と が珍 し く な い 。

2a ) 三 人 の 男 の 子がや っ て き た 。

2b ) 男 の子が三 人や っ て き た 。

ま た， こ れ は 数量詞 に 限っ た こ と で は な い 。

3a)  特別 の 関 係

3b ) 特別 な 関係

3c)  特別難 し い課題があ た っ て し ま っ た 。

( 3a )  ( 3b ) に 見 る よ う に， í特別」 は 名 詞 と も ま た 形容動詞 と も と れ る よ う な活用 形式を有 し

て い る 10)が， ( 3c ) の 例 で は 「難 し い」 を 「特別j が修飾 し て お り ， 副詞 と 見 な す べ き 機 能 を 有

し て い る 。 ( 3c ) の[特別j を ， ( 3a )  ( 3b ) と は 同音異義 と 見 る か， 同 一の 語 で あ り な が ら 機 能

や現れ方の違 う も の と 見 な す か， 処理の仕方 は 様 々 で あ る 。 こ こ で は ， そ の扱い に つ い て は 議

論 し な いが， 日 本語 に お い て 一般 に 名 詞 と い う 品詞 の も と に 一括 さ れ て い る 語群の 中 に は ， 副

調 の よ う に 用 い ら れ る も のが含 ま れて お り ， 名 詞が副詞 と し て 用 い ら れ る 現象 は ， 決 し て 例 外

的 な も の で は な い と い う 事実 は 見て取 る こ と がで き る 。 こ れ以外 に も ， í 去 年 J í 昨 日 」 な ど 時

を 表す 名 調 の一部は格助詞 な し で そ の ま ま 副詞 と し て働 き かっ， そ の 時 点 の 動 作 や 行為な ど

を 表す場合 に は格助詞が現れ て は い け な いへ

4a ) 昨 日 一， 友人 と 食事 し た 。

4b ) * 昨 日 に， 友 人 と 食事 し た 。

4c ) * 昨 日 で， 友 人 と 食事 し た 。

大 ま か に 言 え ば， í昨 日 」 や 「明 日 j な ど発話の 時点 な ど を 基準 に し て 意味が決 ま る ， い わ ば

相対的 な 時点 を 表す も の ( こ れ を 相対時称詞 と 呼ぶ ) は格助詞 を と ら な いが， í1993年」 ゃ 「江

8 )この点で， 鈴木重幸(1972・206-222)でいう「はだか格Jという分類の仕方と通じる観点 だとも言え
る。

9 ) 副詞として現れた数量詞は「遊離数量詞」などと呼ばれることが多い。 用語法その他に関しては ， 加 藤
重広(ibid.)を参照 されたい。

10)形容動詞という範鴎は， それをそのまま認めるという意見は少なく， 別種の範鳴を代替で立てるという
意見や， 形容動詞やそれに変わる品詞そのものを設定しないという意見が大勢をしめる。 詳しくは， 加
藤重広(1993)， Kato， Shigehiro (1995)を参照 されたい。

11) r昨日で今回の仕事は終わった」など「昨日までで」の意味になっているようなものは， その時点の動
作や行為を表す場合という条件が合致しないので， ここでの議論には含まれない。
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戸時代」 な ど発話時点 と は 無 関 係 に 意味が確定で き る い わ ば絶対 的 な 持点 を 表す も の ( こ れ

を 絶対時称詞 と 呼ぶ ) は 格助詞 を と る と い っ た原則 があ る ヘ

名 詞が無助詞 で 副 司 的機能 を 持つ と い う 日本語全般 に 見 ら れ る 現象 が ， 本 稿 で 主 と し て 扱 う

問 題 と ど う い っ た 関 わ り があ る の か も ， 関心の対象で あ る 。 格 助 詞 を 欠 く 時称詞 や 副 詞 を 兼務

し て い る か に 見 え る 名 詞 に は ， 本稿で は 多 く の紙幅 を 割 く こ と が な い が ， 全 く 無関 係 なテ ー マ

だ と は 考 え て い な い 。

次章で は ， 先行研究 を 瞥見 し た上で. < ゼ ロ 名 詞 〉 を 定義 し ， ど う い っ た 観点 か ら の 分析 が

必要か を 論 じ る 。

3. { ゼ口 助詞〉 と 助調 の 省 略 一 先行研究と 問題の所在 一

3. 1. ゼ 口 助詞 と 助詞の省略は異な るか

大場美穂子 ( 1994) は . r は 」 も 「が」 も 使 え な い文 に つ い て 考察 し て い る が， 助 詞 が現 れ な

い文法現象 を 扱 う 上で ， こ れ を 3 つ に 分 け て い る 。 1 つ日 は . r格助 詞 の省略 と い え る も の」 で，

こ れ は ， 省略 さ れて い る 格助調 を 復元 し で も 意味上の差が な い 。 2つ目は . r助調『は』の 省 略

と い え る も のj で ， こ れ も ， 省略 さ れて い る 「 は j を 補 つ で も あ ま り 意 味 が変 わ ら な い 。 3 つ

日 は . r格助調 を つ け た場合 と も 『はJをつ け た 場合 と も 意味が異 な る も の で ， 助 調 の 省 略 と は

考え に く い も の」 で あ る 。

本稿で は . < 単 な る 助詞 の省略〉 と 〈 あ る 種の機能 を 積極 的 に 果 た す ゼ ロ 助 詞 〉 を 区 別 し な

い と い う 立場 を と る 。 つ ま り ， 形態 的 に助 詞 が現 れて い な い も の を 便宜上す べ て 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

と 見 な す こ と に な る 。 大場 ( ibid. ) の 言 う よ う に ， 単 に助 詞 が省略 さ れ た と 考 え る べ き 用例 も

少 な く な い だ ろ う 。 し か し ， 助 詞 がな い と い う 文構造の形態 的特 質 に の み 着 目 す れ ば， つ ま り

見 か け の上で は〈助 詞 の省略〉 も 〈 ゼ ロ 助詞 〉 も 変 わ り が な い 。 こ の 点 に つ い て 先行研究 は 言

及 し て い な い も の も あ る が， 区 別 す る べ き と し て い る も の も い く つ か あ る 。 し か し ， 区 別 す る

べ き と し て い る も の で も ど う 区別 す る か に つ い て は ま っ た く も っ て 暖昧 な ま ま で あ る 。 こ の 点

に つ い て は ， こ の 章 の 最後 で も う 一 度触れ る が， 明確 な 区別 の 基準 を た て る こ と は 難 し い 。

ま た ， 本稿で は . < ゼ ロ 助詞 〉 の 問 題 は 談話文法の観点 か ら 扱 う べ き 問題 を 多 く 含 ん で い る と

考 え て い る 。 格助詞 があ る と ， あ る 条件下の発話 と し て は不適切 に な る 場 合 が多 く 見 ら れ る 。

そ の発話 の 中 の文そ の も のが非文 な の で は な く ， あ る 場面 の 発話 と し て 不適格 だ と い う こ と は ，

い わ ば語用論的適切性 に 違反 し て い る と 考 え な け れ ば な ら な い 。

12)無論 ， 例外はある。「昨日の夜J は相対的な時点を表すが. I昨日の夜に来てくれれはよかったのに」な
どのように. Iに」が入ることがある。 また， 年表の文体などでは「昭和初期」 のような絶対時称詞に
含まれる表現でも. I昭和初期， 金融恐慌始まるj のように無助詞で用いられることもある。
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3. 2. 先行研究

ゼ ロ 助詞 ( 助 詞 の省略 と あ る 種の 機能 を 持 っ た 無助詞 を 一括 し て 論 じ て い る も の も 含 む ) に

言及 し て い る 研究 は 少 な く な い 。 定 義 は 様 々 に 異 な る も の の， い ろ い ろ な 名 称 が提 案 さ れ て き

た 。 た と え ば. I独立提示語J ( 山 田孝雄 ( 1908 ) ) .  I単説J ( 松 下大三郎 ( 1928， 1 9302b ) . I 無

形化J ( 渡辺実 ( 1971 ) ) . I は だ か格j 日) ( 鈴木重幸 ( 1972 ) ) . I不定格」凶 ( 城 田 俊 ( 1983 ) ) . I無助

詞格J ( 丹羽 哲 也 ( 1987 ) ) . I零形式J ( 石神照雄 ( 1989 ) ) ， I ゼ ロ 格J ( 楠本徹也 ・ 日 本語 教 育 学

会 で の発表 ( 1992 ) . I 無 助 詞 J ( 丸 山 直子 ( 1996 ) ) な どが主 な も の で あ る 15)。 し か し . {ゼ ロ 助

調 〉 も 〈助詞 の省略〉 も . I格」 に 関 す る 機能 を 有 し て い る わ け で は な い の で， I は だか格J I 不

定格J I無助詞格J I ゼ ロ 格」な どは 用 語法上不適切 だ と 思 わ れ る 。 こ の こ と は 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の

機 能 の 問 題 と 関 連す る の で， 第4 章 で再び取 り 上げ る 。 そ し て ， 多 く の 場 合， 本 稿 で 言 う 〈 ゼ

ロ 助 詞 〉 と 〈 助 詞 の 省 略 〉 が き ち ん と 区 別 し て 論 じ ら れ て い な い 。 丹 羽 ( 1987 ) や ， 丸 山

( 1996 ) に も ， 助 詞 が用 い ら れて い な い場合 に は . ( ゼ ロ 助調 〉 と 〈 省 略 〉 の 両 方 が あ る と い う

主 旨の記述 は あ る も の の， ど う 区別 す る の か は示 さ れ て は い な い 。

3. 3. 松下大三郎

ま ず， 松 下大三郎 の 言 う 「 単 説 J に つ い て 少 し 見 て お こ う 。 松 下大三郎 に は ， 丸 山 直 子

( 1 996 ) . 大場美穂子 ( 199 4) な ど も 触れ て い る が， 瞥見 し て お く こ と に す る 。 松 下は， I そ ん な

人， 私， 一向知 り ま せん」 の 中 の 「そ ん な 人」 や 「私J . ま た 「東京へ， 貴方， い つ 立 ち ま すかj

の 中 の 「東京へ」や 「貴方J につ い て ， I題目で あって 平説で は な い 。 こ う いふ題目 を 単説 の 題

目 と いふ。 題目 に は 分説合説単説の三種が有 る 。 分け る 意味 も 合 せ る 意 味 も な い 題目 は 単 説 で

あ る 。 J ( 松 下大三郎 ( 1930a : 338 ) ) と 説明 し て い る 。 松 下があ げ る 例 文 を 整理す る と 次 の よ う

に な る 。

分説 あの人は幹事です /御飯は食べますか

題自 合説 あの人も幹事です /御飯も食べますか

単説 あ の人4幹事です /御飯併食べますか凶

平 ;見 あの人が幹事です /御飯を食べますか

13) Iはだか格」は， 本来名詞的なものが助詞を伴わず副詞的に使われているものを広く指し. I明日来る」
「五個買ったJ I直接言うjなども含む。 ただし， 鈴木重幸(1972 :220)は， 本稿で言う〈ゼロ助詞〉の用

法に関 して， I会話文などで， 主語や対象語としてもちいられる。 このばあい. I はJ I が」の 形の
主語， Iーを」の形 の対象語 の文体論的な変種としてのニュアンスをもっJ(下線は引用者) と述べてお
り， 本稿で言う〈ゼロ助詞〉という問題は考慮きれていない。 その他について， 詳しくは， 丹羽(1987)
などを参照。

14) I不定格」は「はJ Iもjと〈ゼロ助詞〉を含むもので， 本稿での〈ゼロ助詞〉と全く 同じではない。
15)これ以外にも， I徒(ただけ( 本居室長『詞玉緒J 1779)， I離隔文 主J(草野清民「大槻氏の広日本文典

を読み て所見を陳ぶJ 1897)などがある。 丹羽(1987) を参照。
16) 松下大 三郎の 表記法は「あの人， 幹事ですJ I御飯， 食べますか」のように読点によるも の 。 れま加 藤

による表記法。
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さ ら に 松下 ( 1928， 1 930 2 b  : 713 ) は ， I分説 は事情 の異 な る も の と 分 け て云 ひ ， 合 説 は 事情

の 同 じ も の と 合せて 言 ひ ， 単説は 分合せずにいふJ ( ママ ) と 述べ， さ ら に以下の よ う に ， 分説 ・

合説 ・ 単説の 区別 は ， 動調 の接続形式 に も あ て は ま る と す る 。

「 ばj …… H・ H・ .....・ H・分説 花咲かぱ / 花咲け ば

「 ー と も J I 一 ど も 」 …合説 花咲 く と も / 花咲け ど も

「 ー と J I 一 どJ ...・ H・ ..単説 花咲 く と / 花咲 け ど

さ き の 「東京へ， 貴方， いつ 立 ち ま す か」 の 「東京へj が単 説 だ と い う の は や や 分 か り に く

いが， 松下の 言 う 単説 は ， 題目語 に な っ て い る も の の う ち ， I は j に よ る 分説や 「 も 」 に よ る 合

説の作用 の な い も の と い う 定義 な の で ， I東京へ」 も 単説 な の で あ る 。 「 東 京 へ は 」 な ら 分説 ，

「東京へ も 」 な ら 合説 と い う こ と に な る 。 本稿で言 う 〈 ゼ ロ 助詞〉 は ， I 東 京 へ 」 の よ う な 形式

は含 ま な い 。 あ く ま で 名 詞 に 助詞が全 く な い形式の う ち ， そ の 語が語柔機 能 と し て 副 調 的 用 法

を 持た な い も の を 意味す る 。

こ の 松下の 分類 を承け て ， 例 え ば， 石神照雄 ( 1989 ) な どは ， I零形式J 17) も 「主題 一 解説関 係 J

を つ く る も の だ叫 と す る が， 松下 自 身 は ， 平説 に お け る 格助 詞 の省略 と 単説 の 区別 は 「 し か し ，

「がJ I を 」 が無 く て 平 説 な 場合 も あ る か ら ， 一概 に は 言へ な いJ ( 松下 ( 1930a : 339 ) ) と し て ，

そ れ以上の考察 を 加 え て は い な い 。 こ の 点 は ， 無助詞 で も 題目に な っ て い れ ば単 説 で あ り ， 題

目 に な っ て い な け れ ば平説 と い う 分類 だ と 見 る こ と がで き る 。 主題化 と 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の 関 係 は

あ と で議論す る 。

ま た ， こ こ で注目 し て お き た い の は ， 松下が， I単説」 を 「分説」 や 「合説」 と 同 じ 部類 に 入

れ て い る こ と で あ る 。 「 は 」 ゃ 「 も 」 は ， い わ ゆ る と り た て 詞 と 呼ばれる も の に 含 ま れ る 。 伝統

的 な品詞論で は ， 副助詞 と 分類 さ れ る こ と に な る 則。 本稿で は最終 的 に ， < ゼ、 ロ 助詞 〉 を 「 は 」

や 「 も J と 並ぶ副助 詞 の 一種 と 見 な す こ と に な る 。 こ の 分類 を厳密 に押 し進め る と ， < ゼ ロ 副

助調〉 の ほ う が名称 と し て 妥 当 で あ る と す る 意見 も あ る ( 角 田 太作氏 私 信) が， 本 稿 で は ， 当

面 ， < ゼ ロ 助詞 〉 の 名 称 を 用 い る 。 < ゼ ロ 助詞 〉 を 「 は ・ も 」 の 同 類 と 見 る と い う 点 で は ， 本 稿

は 松下 と 見解 を 同 じ く し て い る 。

3. 4. 筒井通雄( 1983) 

筒井 ( 1983 ) は ， rlハ」 の省略J と い う タ イ ト ルが示す と お り ， Iハ」 の省略可能 な 条 件 に 関

17)石神(1989 : 340)参照。「零形式 」とは本稿で〈ゼロ助詞〉と呼ぶものに 近いが， 異なる点も多いよう
に恩われる。 石神(ibid .)の議論の仕方から すれば， 松下の「単説」に 相当 するものと 理解した 方が
よいよう だ。

18)石神(ibid . : 340) は， 単説は格助詞の省略 とは 異なるも ので， í成分の主題化」を果た す零形 式 の助
詞だと断じている。 しかし， 石神(ibid. )は， 仮説は 提 示するが， その立証が 欠落しており， これだけ
では 到底説得力がない。

19)尾上圭介 のように， íはjを「係助詞Jとする研究者も少なくない。
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す る 仮説 を 提 出 した も の で あ る 。 筒井 ( ibid . ) は ， 特 に ， < ゼ ロ 助 詞 〉 と 単 な る 省略 を 区別 し て

は い な い が， 議論の対象 は， 無助詞 で な け れ ば な ら な い場 合 と 無 助 詞 で は い け な い 場 合 の 比 較

検討で あ る か ら ， 結局， 本稿で言 う 〈 ゼ ロ 助詞 〉 が主た る 検討 対 象 に な っ て い る と 読む こ と が

で き る 。

筒井の提 出 す る ルールは以下の よ う な も の で あ る 制。

一 般 に ， X を 「ハj がマー ク し う る 文要素 と す れば，

(A) IX ハj が以下の ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) の いず れ か の条件を 満たす場 合， I ハ 」 の 省 略 は極め

て 不 自 然 と な る 。

(1) IX ハJ が焦点 で あ る 時。

(2) IX ハ」 の対応部分が省略 さ れた時。

(3) IX ハ」 の対応部分が強調 さ れ る 時。

(B) IX ハ」 が ( A)の (1) ， (2) ， (3)の い ずれ を も 満た さ な い場 合 は ( こ の場 合 IX ハ J は

前提 ( 又は そ の 一 部 ) を な し て い る が) ， 発話時 に お い て 話者が IX ハ」 を 含 む命題 を

前提 に す る 程度が高 い 時， Iハ」 の省略が 自 然 と な る 。

筒 井 は ， Iハj の対照 と 提題の機能の う ち， 前者で あ れ ば， IX ハj が焦点 と な る と し ， そ の

場合 は 〈 ゼ ロ 助詞 〉 は不可 と した。 こ れが， (A)の(1)の条件で あ る 。

5a ) 僕 は 行 く け ど 山 田 は行か な い よ 。

5b ) * 僕 世 行 く け ど， 山 田君 併 行か な い よ 。

し か し， 対照性の な い 「 は J で は省略可能 で あ る 。

6a ) 僕 は行 く よ 。

6b ) 僕 千 行 く よ 。

ま た， 以下の よ う な 例 文 で 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 が不 可 で あ る 条件が， (A) の (2) で あ る 。 な お ， ( 7b )  

( 8b ) の 発話意 図 は， そ れぞれ ( 7a ) ( 8a ) で あ る 。

7a)  太郎 は ?

7b ) * 太郎 ø ? 

8a ) こ れ は7

8b ) * こ れ ø ? 

対応部分が省略 さ れ る と は， IX は ? J の 形 を 取 り ， 続 く 述部がな い場合の こ と で あ る 。

次 に ， (A)の(3)の例文 と し て は次の よ う な も の が挙げ ら れて い る 。

20)筒井通雄(1983 : 113)。 縦書きを横書きで引用 するため， 一部表記法など改めたところがある。 また，
以下の筒井(1983)の例文の引用は， 筒井が「僕ハ[ * ø 1行くけど， 山田ハ[ * 世 ]行かないよ。j
と表記しているものを 本稿の他の例文の示 し方に合わせて変更した。
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9 )  そ れ は嘘だ1

10a)  A r失礼です が， 鈴木 さ ん で す か ? J 

1 0b )  A r失礼です が， 鈴木 さ ん で す か ? J 

B r い い え ， 私 は 山 田 で すJ

B * r い い え ， 私 併 山 田 で す」

(A)の(2)は ， 文の構造あ る い は形態 に 関 わ る 条件で， 筒井 ( ibid. ) の指摘 に 問 題 は な い と 思 わ

れ る 。 し か し ， (A)の(1) (3)は検討の余地があ る 。 た と え ば， ( 6a ) と ( 6 b ) は ， 文 意 味 あ る い は

発話意味が同 一 だ ろ う か。 意味が違 う と 考 え る べ き な ので は な い か。 こ の点 は ， あ と で 詳 し く

論 じ る 。

筒井の提 出 す る (B)の条件の 『発話 時 に お い て 話者が rx ハ 」 を 含 む命題 を 前提 に す る 程 度 が

高 い 』 と い う 記述 は ， や や抽象的 な 言 い 方で あ る 。 こ の こ と は ， 筒井 自 身 が認 め て お り ， r 決 定

的 な 答 え は 見 当 た ら な い」 と し て い る 。 た だ し ， 仮説 と し て ， r話者が X に つ い て ， そ れ が発

話 時 に お い て話者及 び聴者 に 心理的 に 近 い と 感 じ る と き ， rX ハ」 を 含 む命題 を 前提 に す る 程度

は 高 く な り ， 逆 に ， 遠い と 感 じ る 時 は ， 前提の程度 は低 く な る 』 と い う 規則 を 提 案 し て い る 。

「心理的 な 近 さ J と い う の も ， あ ま り 明確 な 定義で は な い が， 検討す る 余地は あるだ ろ う 。 後章

で議論す る 。

3. 5. 尾上圭介(1987) 

本稿で 〈ゼロ 助詞〉 と 呼ぶ現象 を 取 り 上げた研究 と し て は ， 尾上圭介 ( 1987 ) 叫を挙げな け れ

ば な ら な い。 甲斐 ま す み ( 1992 ) ， 大場美穂子 ( 1994 ) な ど， 尾上 ( ibid. ) を 出 発点 に した， そ

の後の研究がい く つ か あ る ほ か ほ かの研究論文 な ど も 尾上 ( ibid. ) に は 触 れ て い る 。 尾上の

議論 は ， rハ も ガ も 使 え な い 文J と い う 発表題か ら も 窺え る よ う に ， は さ みが全 く 話 題 に な っ て

な い状況で は さ みを借 り よ う と 思 っ て も ， r * は さ み は あ る ? J と も r * は さ み があ る ? J と も

言 え ず" r は さ み 併 あ る 」 と 言 わ ね ばな ら な い と い う 現象 を 説明す る こ と が出 発点 に な っ て い る 。

本稿で は ， 本来， 格助詞 に よ っ て し か る べ き 格表示が行 わ れ て し か る べ き 場所 に ， 助 詞 が置 か

れ な い こ と で生 じ る 現象全般 に 対 す る 関 心 な ので， や や 関心の発生の仕方 は異な っ て い る。 従っ

て ， 本稿で言 う 〈ゼロ 助詞〉 は ， 尾上 ( ibid. ) の言 う 「ハ も ガ も 使 え な い 文」 に お け る 無助 詞

を 含 む ， さ ら に 広 い意味で用 い て い る こ と に 注意 したい。

尾上 ( ibid. ) は ， ま ず， r は J に つ い て その基本的 な 文法特性 を ， 2つ 設定す る 。

「ハJの 「ハJはその係 り受ける範囲全体を意欲的に対象として働く

「ハjの意味的な個性は分説 性である文法特性

21)尾上圭介 (1987)は， 国語学界での発表であるが， 筆者が参観したのは， 発表時に 配布 されたレジュメ
のみ である。 尾上(1996)も， 同趣旨のハンドアウトである。

22)尾上(1987)では， r文法的， 意味的性格(Grammatical Properties) Jという表現になっている。
本稿では， これを「文法特性」と 略記する。

作ワω
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さ ら に ， こ の文法特性 に よ り . 2 つの談話効果盟) が得 ら れ る と す る 。

川 の談話効果 1 (1)対 比 | 凶 題目提 示 |

さ ら に 「ガ」 に つ い て も . r は さ み があ る ? J と い う 文 を 例 に ， その談話効果を五項目に わたっ

て あげて い る 。

(1)好都合 ・不 都合の気持ち (2) 「はさみがあるjという前 提 の

「ガJの もとでは さみがあることを確認する

談話効果 (3) 「は さみ さえあればうまくいくのだ (4) 反語

が、 そのはきみ はあるかJという気持ち (5)問い返し

そ し て . rハ も ガ も 使 え な い 文」 と は . rハ」 の談話効果 も 「ガ」 の談話効果 も 出 て は困る と

い う 場 合の表現形式 と し て 無助詞の形式が選択 さ れ る ， と い う のが尾上 ( 1987 ) の主 張の骨子

で あ る 。 さ ら に ， 尾上 ( ibid. ) は . r 主語 に ハ も ガ も 使 え な い 文」 を . ( 存在の質 問 文 の 類 〉

〈教 え ・ 勧め ・ 同 意要求 ・ 質 問 ・ 感嘆の類) ( 内容が話し手か聞 き 手の こ と に確定 し て い る 文 〉

の三種類 に 類型化 し て い る 。

そ し て ， 例 え ば. r さ っ き 降 っ て い た 『 雨J ( 意 識 の 中 で ， す で に い わ ば存 在 を 承認 さ れた

『雨J) が今 も 「降って い る 」 か否 か を 問 う 場合 に は . r雨は降って る ? j と い う 形で い いので あ

る J ( 尾上 ( 1987 : 5 ) ) が， 降る 以前 に 「雨J と い う 現象が措 定 さ れ る こ と は あ り 得 な いので ，

「雨は」 と い う 形が使 え ず. r雨 併 降って る ? J と な る ， と そ れ ぞ れ タ イ プ ご と に 説明が与 え ら

れ る 。

最後に ， こ の現象の分析 に よ って示唆さ れ る こ と が ま と め と し て三点 に わ た っ て 概括 し で あ

る が， こ こ で は その二番目の項目 に注目 したい。 日 く . r助詞 を 格関係のマー カ ー と い う 視点 だ

け で と ら えた り ， 直前の項目 に対す る 働 き と い う 視点 だ け で と ら え る こ と は ， 文 法 と 意味の 関

係のあ り 方 を 論ず る お も し ろ さ と と む ず か し さ を あ ま り に も 簡単 に捨て て し ま う こ と に な j る ，

と い う こ と で あ る 。 確か に ， 文の形式や述語の性質 を 考慮せず に ， 機械的 に 格 関 係 を 処理 し て

い く 方法論 を 用 い る 研究 も あ る が， そ れ だ け で は 十 分 に 説明 さ れ な い こ と が多 々 残 る ので あ る 。

3. 6. 丹羽哲也(1989) 

丹羽 ( 1989 ) は ， 無助詞 を 主題性 と 語順 と い う 観点 か ら 分析 し た も ので あ る 。 丹 羽 は ， 無助

詞の形態 を 主題性の高 い も の と 低い も の と い う 対比で捉え ， 後者 は 単 な る 格 助 調 の省 略 と 見 て

い る 。

こ の論文の主張の主眼 は . r r 名 調 ø Jは ， そ れが焦点の位置 に あ る ので な け れ ば， そ の名 詞

の既知性が高 い ほ ど， ま た， 文頭 に 近 い 位置 に あ る ほ ど主題性が高 い J ( 丹 羽 ( ibid . : 54 ) ) と

い う 点 に あ る 。 こ れ は ， 逆 に 「 名 詞 の既知性が低いほ ど， 文 中 深い 位 置 に あ る ほ ど主題性が低

oo
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ぃ」 と い う こ と に な る 。 ま た， 主題性が高 け れ ば格助詞の種類 に 制 限が な い が ， 主題性が低い

場合 は . rが・ を ・へ」 と 「 に 」 の一部 に つ い て し か無助詞が成立 し な い と い う こ と も 指摘 さ れ

て い る 。

l l a )  ね え ， あ し たマイ ラ っ て お 客 さ ん が来 る んだ、 っ て。

llb )  ね え ， あ したマ イ ラ っ て お 客 さ ん 併 来 る ん だ っ て 。

12a)  ねえ， マ イ ラ っ て お 客 さ ん があ した来 る ん だ、 っ て。

12b )  ? ね え ， マ イ ラ っ て お 客 さ ん 併 あ し た来 る ん だ っ て。

も し も . r マ イ ラ っ て お客 さ んj に つ い て 以前 に 話 したので な け れ ば. ( 1 2 b) の 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

は適格性が低い。 つ ま り . r マイラ っ て お 客 さ ん」 は既知性が低い 分主題性が低 く ， そ れ が主題

性が高 く な け れ ば な ら な い丈頭 に 出 てい る ため ， その主題性 を 形 成 す る 要因の魁額 に よ っ て 適

格性が低下す る と 説明 さ れ る 。 ま た， 丹羽 は . {ゼ ロ 助詞 〉 と 述 部の聞 に介在す る 要 素 が多 け

れ ば， 適格性が低 く な る が， これ は 〈 ゼ ロ 助詞〉 の主題性が低い 場 合 は 格 関 係 が 明 確 で な け れ

ばな ら な い と い う 制約があ る か ら だ と し て い る ( 丹羽 ( ibid. : 49 ) ) 。 確 か に 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 は 格

関係 を 明示 し な い。 丹羽 は 格 関係の明確 さ は 日 常的 に予想 し や す い も の で な け れ ば な ら な

い と も し て い る が. {ゼ ロ 助詞 〉 のつ いた名詞句 と 述部の間 に別の要 素 が あ れ ば あ る ほ ど格 関

係が分か り に く く な る と いう単純 な 関 係が成立す る か と い う と ， こ れ は 検 討 の 余地 が か な り あ

り そ う で あ る 。

3. 7. 甲斐ま すみ(1991， 1992) 

甲斐 ( 1 992 ) は ， 尾上 ( 1987 ) の批判 的検討 を ， 談話の流れや 情報量の 違 い と い っ た観 点 か

ら 行 っ た も ので あ る 。 ま ず ーっ目の問題提起は ， 丁寧 さ に よ っ て 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の出 現 に 差 が

あ る と い う こ と で あ る 。

13a)  * ね え ， は さ み は あ る 7

13b )  * ね え ， は さ み があ る 7

13c)  ね え ， は さ み 4 あ る ?

14a ) す み ま せ ん け れ ど も ， は さ み は あ り ま せ ん で し ょ う か7

14b )  * す み ま せ んけれ ど も は さ み があ り ま せ ん で し ょ う か7

14c ) す み ま せ ん け れ ど も ， は さ み 千 あ り ま せ ん で しょ う か ?

同 じ 場面で言 う 場合で も . ( 1 4 ) の よ う に 丁 寧 な 言 い 方 に す る と 「 は J があ る ほ う が む し ろ 自

然 な く ら い で あ る 。 大場 ( 1994 ) は ， この点 に つ い て ， 否定文で は 「 は J の用い方 が異 な る の

で， 問題 に な ら な い と し て い る が， 否定丈で な く て も 同 じこ と が起こる 。

15a )  す み ま せ ん け れ ど も は さ み は あ り ま す で し ょ う か ?

15b ) * す み ま せ ん け れ ど も は さ み があ り ま す で しょ う か ?
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15c )  す み ま せ ん け れ ど も ， は さ み 手 あ り ま す で し ょ う か ?

特 に ( 15 ) と ( 1 4 ) で も 問題の所在は 変 わ ら な い。 こ れ は ， 丁 寧 さ の 問 題 だ け で 論 じ る べ き

で は な い が， 考察す る 余地は十分 に あ る で あ ろ う 。

二つ目の問題提起は ， 尾上 ( 1987 ) で談話上初出 の 主語 に 新 た な 評価 を 与 え る 文 で 使 う と さ

れた 〈 ゼ ロ 助詞〉 が実 は 談話上初出 で な い場合があ る と い う 批判 で あ る 。 こ の 点 を 視野 に 入 れ

て ， 甲斐 は 〈 ゼ ロ 助詞 〉 は ， 話者の情報 と 聞 き 手の情報が関 連牲 を 有 し て お り ， 話 者 の 持 ち 出

し た 談話の ト ピ ッ ク が聞 き 手の情報の 中 に 記録 さ れ て い る か， も し く は 記録 さ れ や す い 場 合 に

用 い ら れ る と ま と め て い る ( 甲斐 ( 1992 : 1 02 ) ) 。 こ れ は ， 話者 と 聞 き 手の 間 で 談話 主 題 の 共有

度が実際 に 高 い か， あ る い は潜在的 に 高 い ( つ ま り ， 共有が容易 で あ る ) 場 合 に 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

が使 わ れ る ， と 読 む こ と がで き る で あ ろ う 。

ま た ， 甲斐 ( 1991 ) で は ， Iは」 が省略 さ れや す い 条件 と し て ， ①三人称の方が一 人 称 ・ 二人

称 よ り 省略 し やす い ， ②聞 き 手 に対す る 配慮があ れ ば省略 し や す い ， と い う こ と を 挙げ， 逆 に

「 は j が省略 し に く く な る 要因 と し て ， 話者が真 と 確信す る 事柄 を 強 く 主張す る 場合 を 挙げ て い

る 。 話者が真 と 思 う こ と を 強 く 言 う の は ， 聞 き 手 に 対す る 配慮 と 表 裏 の 関 係 に な っ て い る と 見

る こ と カfで、 き る 。

3. 8. 大場美穂子(1994) 

大場 ( 1994 ) は ， 尾上 ( 1987 ) を 出発点 に し ， 甲斐 ( 1992 ) を 検証 し な が ら ， í は 」 も 「 がJ も

使 え な い 文 を 分析 し て い る 。 大場 は ， 文 を 三種類 の タ イ プ に 分 け ， そ れ ぞ れ で 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 が

出現す る 場合 を 考察 し て い る 。 3つの タ イ プ と は ， 題述文 ・ 描写文 ・ 人称制限の ある文 で あ り ，

そ れ を も と に 〈 ゼ ロ 助調 〉 の 出 現す る 文が以下 の三対応 に 分類 さ れ る 。

〈 タ イ プD 話 し 手の 意 図 は 描写文で あ る が， 内容が題述 文 に 近づい て い る も の

〈 タ イ プ 2 ) 話 し 手 の 意 図 と し て は題述文で あ る が， 内容が描写丈に 近づい て い る も の

〈 タ イ プ 3 ) 文 の 主体 に 人称制限があ り ， そ の 主体 を 敢え て 表示す る も の

16a )  こ の花 は き れ い だ ね。

16b ) こ の花が き れ い だ ね。

16c )  こ の花 併 き れ い だね。

た と え ば， ( 16 ) の よ う に 「 こ の花J と 指示詞付 き で 固 定 さ れて い る 主部 に 「 は j がつ く と 題

述構造 の あ る 文 と 解釈 さ れ る 。 「が」 がつ く と 「 こ の花J が焦点 と な っ て し ま う 。 つ ま り ， 話 し

手が題述構造 に 解釈 さ れた く な い ( す な わ ち ， 描写文 と し て 解釈 し て ほ し い ) 場合 に ， I は j も

「が」 も つ け ら れ な く な り ， ( ゼ ロ 助 詞〉 が生 じ る 。 こ れが， ( タ イ プDの例 で あ る 。 こ の 逆

が 〈 タ イ プ 2 ) で あ る が， 例 と し て 挙が っ て い る も の は ， た と え ば， 次 の よ う な も の で あ る

( 大場 ( 1994 : 20 ) ) 。

ハuqd
 



ゼロ助詞の談話機能と文法機能

1 7 )  ( 食堂の貼 り 紙 ) 冷たい ピ ー ル 4 あ り ま す。

こ れ は ， 話 し 手の意 図 と し て は ， ビ ー ルの存在 を 描写す る 文 と し て 解 釈 し て ほ し い ので は な

し 「 ビ ー ル」 と い う 主題 に 関 し て その存在 を 題述 構 造 で 伝 え た い ので あ る が， 新 出 の名 詞 の

「冷たい ビ ー ル」 に 「 は 」 を つ け る と 対照 と 解釈 さ れ て し ま う ( た と え ば， r冷たい ピ ー ル は あ

る が， 冷酒 は 置 い て な いJ ) 。 か と い っ て ， 描写文 に 解釈 さ れた く は な い か ら 「 が」 も つ け ず ，

結局， 無助詞 に な る 。

〈 タ イ プ 3 ) は ， r私 併 転職 したい」 の よ う な 文で ， r… したい」 と い う 希望 を 表 す 場 合 ， 人

称 は 一 人称で あ り ， 二 ・ 三 人称で は 使 わ な いので表示 す る 必要が な い 。 そ れ を 敢 え て 一 人 称 で

表示しよ う と す る と 〈ゼ ロ 助詞 〉 に せ ざる を 得 な い。 「私が転職 したいJ で は 「私」 が 焦 点 に な

る 。 「私は転職 したいJ と な る と ， 対照 ( た と え ば， r君は こ の仕事 ， ずっ と や る の ? 私 は 転

職 したいJ ) と 解釈 さ れ る か， 題述構造の文で は既出の 「私」 がト ピ ッ ク で あ る こ と が明 ら か で

な い と 不 自 然 に な る 。 こ のほ か に 主体が二人称に限定 さ れ る 場合 ( 命令文 な ど ) も 扱われ て い

る 。

大場 ( 1 994 ) の分類 は ， 決 し て 〈ゼロ 助調 〉 を 網羅的 に 論 じ て い る ので は な い が， 興味深い 指

摘 を 含 ん で い る 。 ただ， ( タ イ プ 1 ) ( タ イ プ 2 ) で ， 題述文 と 描写 文 と い う こ項対 置 に と ら

わ れ て す ぎ て い る 嫌 い があ る 。 前者は 「発話意図 が描写文であ る のに ガ格が不適切 な も のJ ， 後

者 は 「発話意 図 は 題 述 文 な のに ハ を 使 う と 対照 と 解釈 さ れて し ま う も の」 で い い ので は な か ろ

う か。 描写文で な け れ ば題述文 に 近づ き ， 題述文で な け れ ば描 写 文 に 近づ く と い う 原 則 は 分 か

り に く い。 あ る い は ， こ う い っ た分類の軸 を 導入す る ため に は ， 本 来 文 は す べ て 描 写 か題述の

いずれかの機能 を 持つ と し て 分類で き る と い う こ と を 実証 した上 で 提 示 す べ き 分類 案 で あ ろ

う 。 と す れば， 第三の タ イ プがあ る こ と が 自 家撞着で あ る と 考 え ざる を 得 な い。

ま た， 題述文の定義 は 難 し い。 と いうのは ， た と え ば， r こ の花 併 き れ い だ ねj の よ う な 文 で

は ， 丹羽 ( 1989 ) の立場 か ら す れ ば 「 こ の花」 は 主題 と い う こ と に な り ， す な わ ち ， こ れ は 描

写文で は な く ， 題述文 に 含 め ら れて し ま う と 思 わ れ る か ら だ。 本 稿 は ， 大場 ( ibid . ) の言 う 発話

意 図 が重要 だ と 考 え る 。 ま た， 題述 ・ 描写 と い う 文意味の次元 と ， 発 話 意 図 と い う 発話意味の

次元 と は異な る も ので あ り ベ混同せず に考察 し て い く 必要があ る 。

3. 9. 丸山直子( 1995. 1996a. 1996b) 

丸 山 ( 1995 ) は ， 無助詞 に な っ て い る 成分が じ っ さ い ど う い う 格 に 立 っ て い る か を ， 書 き 起

こ した対話のデー タ を 用 い て 調 査 を 行 っ た も ので あ り ， 丸 山 ( 1996a ) と 丸 山 ( 1996b ) は そ の

調 査結果 を も と に 無助詞の格成分 に つ い て や や概括的 に ま と めた も ので あ る 。 丸 山 ( 1996b ) な

24) 文意味(sentence meaning)と発話意味 (utterance meaning) の違いについては， Blakemore 
(1992) あるいは加藤重広(1996)を参照 されたい。
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ど を 中 心 に ， 結果 を 単純化 し て ま と め る と ， 以下のこ と が言 え る 。

< 1 > 無助詞の格成分 は ， ガ ・ ヲ ・ ニ が殆ど を 占め る 。

< 2 > 直後の動調 に係る 場 合 は ヲ が多 い。

< 3 > 動調 と の問に他の要素が介在す る 場合 は ， ガが多 い。

< 4 > 無助詞 成分 は 文頭 に 近 い と 主題性 を 帯びて く る 。 主題性の高 い も ので は 格の認定 が難 し

い も のがあ る 。

こ のほ か ， 丸 山の調査か ら 分か る こ と は ， ニ で は到達点 ( こ の用 法 で は 「へ」 も 多 い ) ・ 対

象 ・ 存在の場所や範囲 な どの用 法 で 無助 詞 が見 ら れ る と 言 う こ と で あ る 。 ま た ， 丸 山 は 調 査の

結果 を 踏 ま え て ， 無助詞 は . r単 な る 格助詞の省 略」 で あ る かあ る い は 「取 り 出 し 」 で あ る と し

て い る 。 「取 り 出 し j と は ， 係助詞のハ があ ら か じ め対象 を 措 定 し て い る のに 対 し ， 無 助 詞 で は

発話の時点で 措 定す る ( 丸 山 は こ れ を 「取 り 出 し 」 と 呼ん で い る ) こ と を 指 し て い る 。 た だ し ，

丸 山 自 身 も 認め て い る よ う に . r取 り 出 し J の要 因 と し て は様 々 な 要素が考 え ら れ， さ ら に 考 察

す る 余地があ る 。 ま た . r取 り 出 し j と 「単 な る 各助詞の省 略」 を ど う 区別す る のか は 明示 さ れ

て い な い。 丸 山 は 先行研究 を 中 心 に 5 項目 に わ た っ て 〈ゼロ 助 詞 〉 を 考 察 す べ き 観点 を あ げ て

い る が， その多 く は本稿で も 言及 し た も の なので特 に触れ る に は 及 ば な い で あ ろ う 。 た だ ， こ

れ ま で文法論 と し て 論 じ ら れて き た 〈ゼ ロ 助詞 〉 の問題 に つ い て ， その音声面の特徴 ( ポ ー ズ ・

ス ピ ー ド ・ ア ク セ ン ト ) も 考察 し な け れ ばな ら な い と い う こ と は ， 丸 山 ( 1996b ) で も 指摘 さ れ

て い る が， 重要 な こ と だ と 言 え る 。

3. 10. 大谷博美(1995a) 

大谷 ( 1995a ) は . rハ も ヲ も 使 え な い 文」 に つ い て 考 察 し た も ので あ る 。 ま た ， 大谷 ( 1995b )

は . rハ も ガ も 使 え な い文」 に 関 す る 考察 で あ る が， 本稿の関心、 と 重 な る 部分の多 い 前 者 を こ こ

で は 取 り 上げる 。 大谷 ( 1995a ) の考察の主 眼 は . rハ も ヲ も 使 え な い 文 は ， ①発 見の状 況 に 置

い て ヲ 格 名 詞 句 が旧 情報で あ る 場合 ， ② ダ イ ク シ ス を 伴 う ヲ 格 名 詞勾 を 突如 と し て 聞 き 手 に 提

示す る 場合， ③談話の初期値が確認 さ れて い な い う ち に 共有知 識 を 疑問 文の 主 題 と し て 対話の

中 で 聞 き 手 に 提示す る 場合， に 生 じ る 」 と い う 主張で あ ろ う 。

① に つ い て は ， 本論の主張す る 〈ゼ ロ 助 詞 〉 の脱焦点化機能で も 説明がつ く 。 従 っ て ， あ と

で取 り 上げる こ と に し ， こ こ で は ま ず② を 取 り 上げる 。 ②の例 と し て 大 谷 ( ibid . ) が あ げ て い

る のは ， 次の よ う な 例制で あ る 。

1 7 )  ま る こ : は ま じ ー

は ま じ : な ん だ よ ー

ま る こ : こ れ 1 � / ? ヲ / * ハ | あ げる 。 南の島のお み や げ。

25)大谷(ibid.・64)0 íちびまるこち ゃんjからの採例。 文法 性の判断は， 大谷(ibid.) のまま。
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た し かに， こ の例 で は ， 初出の ダ イ ク シ ス を 伴 う 名 詞 句 ， す な わ ち 「 こ れ」 があ り ， r を 」 が

つ く と 不 自 然で あ る 。 し か し ， 反証は す ぐ見つ か る 。

18a ) [近所 に いただ き も のの リ ン ゴ を お す そ 分 け に 行 く ]

「実 は ， 青森の親戚か ら ， リ ン ゴ を た く さ ん も ら い ま し て …。 よ ろ し か っ た ら ， こ の リ

ン ゴ 併 食べて く だ さ い」

18b ) [近所 に いただ き も のの リ ン ゴ を お す そ 分 け に 行 く ]

* r実 は ， 青森の親戚か ら ， リ ン ゴ を た く さ ん も ら い ま し て …。 よ ろ し か っ た ら ， こ の リ

ン ゴ を 食べ て く だ さ い」

( 18b ) の 「 こ の リ ン ゴ」 は ， ダ イ ク シ ス を 伴 う 名 詞 句 で は あ る が， 初 出 で は な い 。 し か し ，

「 を j の不 自 然 さ は 変 わ ら な い。

19a)  [帰宅 し て ， テ ー ブルの上の柿 ( 1 つ ) を 見つ け る 。 台所の母親 に 向 か つ て }

「 あ ， 柿があ る じ ゃ な い。 ね え ， こ の柿 併 食べて い い ? J 

19b )  [帰宅 し て ， テ ー ブルの上の柿 ( 1 つ ) を 見つ け る 。 台所の母親 に 向 か つ て 】

* r あ ， 柿があ る じ ゃ な い。 ね え ， こ の柿を 食べ て い い ? J 

20a ) [母親 に 先 日 買っ た柿が ま だ あ る か尋 ね る と ， 母親が 「冷蔵庫に あ る わ よ j と 言 う 。 そ

こ で， 尋 ね る ]

「 じ ゃ あ ， そ れ 世 食べて い い ? J 

20b ) [母親 に 先 日 買 っ た柿が ま だ あ る か尋 ね る と ， 母親が 「冷蔵庫に あ る わ よ 」 と 言 う 。 そ

こ で ， 尋 ね る ]

? ? ?  r じ ゃ あ ， そ れ を 食べ て い いつ J

( 19 ) の 「 こ の柿」 は ダ イ ク シ ス がつ い て い る が初出 で も ， 急に提示 した も ので も な い。 ま た，

( 20 ) の 「 そ れ」 は前方照応の代 名詞 で ダ イ クシ ス で は な い し ， ま た， 初出 と い う わ け で も な い。

し かし こ れ ら は 〈ゼロ 助調〉 が適切 で、 ， r を 」 は 不 自 然で あ る 。

21a )  [大道芸 人 が急に大 き な 剣 を 取 り 出 し つ つ ， 見物 人 に 話 し か け る 1

つつつ 「み な さ ん ， 私 は 今か ら こ の剣 併 飲 ん で ご覧に 入 れ ま すj

21b)  [大道芸 人 が急に 大 き な 剣 を 取 り 出 し つ つ ， 見物 人 に 話 し か け る 】

「み な さ ん ， 私 は 今か ら こ の剣 を 飲 ん で ご覧に 入 れ ま す」

ま た， ( 21 ) で は ， 大谷 ( ibid . ) の言 う 「 ダ イ ク シ ス を 伴 う ヲ 格名 調 句 を 突如 と し て 聞 き 手 に

提示す る 場合」 で あ り な が ら ， r を J があ る 方が至極 自 然で， <ゼ ロ 助詞 〉 のほ う が不 自 然 で あ

る 。 大谷(ibid . ) の， こ の分析 は 成立 し な い こ と が明かであ る 。

次 に③の 「談話の初期値が確認 さ れて い な い う ち に 共有知識 を 疑問 文の主題 と し て 対 話の 中

で 聞 き 手 に 提示す る 場合」 を 見 る 。 こ の場 合 に 「 は 」 が不適で あ る 理 由 は ， 大谷 ( ibid. ) の記

述 で い い と 思 う が， こ れ を 「 を j を 不 自 然 と す る 理 由 と す る と 納得 し がた い も のが あ る 。 大 谷
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のあ げた次の例文鉛) で は ， 確 か に . ( ゼ ロ 助 詞 〉 のみが可能で. r を 」 や 「 は j は不可能で あ る 。

22 ) 真人:お は よ ォみ ゆ き ち ゃ ん。

み ゆ き : お は よ 。

真人-昨 日 の江川 I ø / * を / * は1. 見た っ すご、か っ た ね え 。 三振160

こ こ で は こ の 日 初め て 顔 を 合 わせた状況で， 談話の初期値が確認 さ れ て い な し」 し か し ， 次

の例 で は ど う だ ろ う か。

23a ) [その 日 の朝一番 に 顔 を 合 わせ る 。 「お は よ う 」 と い う 真人 に み ゆ き が 「お は よ う 」 と い

う 。 そのあ と ， 真人が言 う 1

真人 「み ゆ き ち ゃ ん さ ， 昨 日 ， 大通 り を 帰 っ た ? J 

23b ) [その 日 の朝一番 に 顔 を 合 わせ る 。 「お は よ う 」 と い う 真人 に み ゆ き が 「 お は よ う 」 と い

う 。 そのあ と ， 真人が言 う 】

真人 「み ゆ き ち ゃ ん さ ， 昨 日 ， 大通 り 世 帰 っ た ? J 

同 じ く ， 談話の初期値の確 認 は な い。 し かし 疑問 文の主題で あ る 「大通 り j は 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

も 可 能 だが. r を J がつ い て も 不適切 で は な い。 ③ に 関 し でも， 大 谷 ( 1995a ) の規則 化 は 不 十

分 な と こ ろ があ る 。 こ の点 は ， ① ・ ②の場合 と あ わせ て ， あ と で再 び検討す る こ と に す る 。

3. 11. その他の先行研究

こ のほ か に ， 長谷川 ユ リ ( 1993 ) で は . ( ゼ ロ 助詞 〉 に は 信号性の機 能 ( 聞 き 手の注意 を喚

起す る ) と や わ ら げの機能があ る と し て い る 。 や わ ら げに 近 い 指摘 は ， 藤 原 雅 憲 (1992 ) に も

あ る 。 ま た 景山 太郎 ( 1993 : 56 ) で は 非対格 自 動詞 で は 主語のガが省 略 し や す い が ， 非 能 格 自

動 詞 で は 主語のガが省略 し に く い と い う 指摘 を し て い る 。 た だ し ， こ れ は 例 文 に よ っ て は ， 反

証 も 多 く 見つ か る 。

24 ) テ レ ビ で 中 核 派 千 デモ す る の見た ヨ 。

25 ) 教 え 子 4 活躍する の を 見 る のは楽 し い

こ れ ら は ， いずれ も 景山 ( ibid . ) が非文 と し て あ げて い る も ので あ る 。 確 か に ， こ の ま ま で

は 自 然 と は 言えな い。 し か し ， 以下で考察す る が， 従属節 で は 無 助 詞 に し に く い と い う 一般的

な傾向があ る こ と を忘れて は い け な い。 ( 24 ) ( 25 ) は従属節の 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 な ので あ る 。 こ れ

ら が非文で あ る の は . r デモ す る J r活躍す る 」 と い っ た非能格 自 動 詞 の問 題 と い う よ り ， 従属

節 で あ る こ と が大 き いので は な い か。 現 に用い ら れて い る 非能格 自 動 詞 は その ま ま に ， 従属節

に な ら な い よ う に 例 文 を案出 す る と ， 実はそれ ほ ど不 自 然で は な いので あ る 。

26 ) 数寄屋橋のあ た り で ， 中 核 派 併 デモ し て た よ 。

27 ) 先生の教 え 子 手 活躍 し て ま す よ ね え 。 今年の学会で も 何人 も 発表 し て ま す ね え 。

26)大谷(1995a : 65)。 漫画「み ゆき」よりの採例。 ただし. (23)は 加藤 の作例。
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こ れ は ， 非 能格 自 動詞 と 非対格 自 動詞の仮説 を 否定す る も ので は な い が， 助 詞 の脱 落 と こ の

仮説 を 結 びつ け る に は も っ と 明確 で 強 固 な 証拠が必要で あ る 。 景 山 ( 1993 ) の記述 で は 不 十 分

であ る 。

な お ， 項目 ご と に列挙す る 形式 を と っ た手 際の よ い 先行研究の ま と め が丸 山 ( 1996b ) に あ

る 27)。

3. 12. < ゼ口助調} の定義

本稿の関 心 を 寄せ る 〈ゼ ロ 助詞 〉 は ， も と の助詞 ( 格助 詞 の他 に 副 助 詞剖 も 含 む ) を 復元 し

て 挿入 した と き に ， その文意味 か発話意味 に お い て有意の差が生 じ る も ので あ る 。 こ れ は ， 同

じ 文脈や場面で 〈ゼロ 助調 〉 の発話か助詞のあ る 発話のいずれか 一 方 が不 適格 に な っ た り ， 不

自 然 に な る こ と で ， か な り の程度 ま で判定可能であ る 。 し か し ， こ れ が ， ニ ュ ア ン ス の差 や 文

体差 に と ど ま る も の も あ る 。 助 調 があ っ て 然 る べ き 位置 に助詞 を 欠 く こ と を . 2 種類 に 分 け る

こ と は . 大場 ( 1994 ) や 丸 山 ( 1996a， 1 996b ) な ど例 が な い わ け で は な い 。 名称は 違 う が， 大

場 ( ibid. ) や 丸 山 ( ibi d. ) の二項対 置 を 理想化す る と ， 次の表の よ う に な る だ ろ う 。

助詞 を 補 っ て も ， 意味上有意の差 を 生 じ な い

助詞の省 略 →助詞の省 略が非文法的 と な る 場合 は ， 発話の適切性以前 に ， その

文その も のが文法的 に不適格 で あ る
無助詞

助詞 を 補 う と 意味上有意の差 を 生 じ る

ゼ ロ 助 詞 → 〈ゼ ロ 助 調 〉 の文が非文 に な る 場合 は ， その文 自 体が不適格 なの

で は な く ， 発話上適切 で な い と い う 理 由 に よ る

し か し ， 本稿は， この二項対置 の理論装置 を 用いなし、。 以下， 本 来 あ る べ き 助 詞 が欠落 し て

い る 無助詞 は すべて 〈ゼ ロ 助調 〉 と し て 扱 う こ と に す る 。 つ ま り ， 本 稿 で は 助 詞 が省 略 さ れ て

い る と い う 見方 を便宜上い っ さ い排除す る こ と に した。 理 由 は 簡 単 で あ る 。 両 者 を 区別 す る 科

学的根拠が見あた ら な い か ら で あ る 。

上の表で言 う 〈ゼ ロ 助調 〉 は ， 格助調 な どがな い こ と に よ っ て あ る 種の機 能 が生 じ て い る と

い う こ と で あ り ， そ こ に は 無音形の ( す な わ ち ゼ ロ 形態の) 助 調 が存 在 し て い る と 見 な す こ と

がで き る も ので あ る 。 その対局にあ る のが. <助調の省略〉 で あ り ， 助 詞 は あ っ て も な く て も

変 わ ら な い と い う 評価 を 受 け る 。 し かし， 上の表の よ う に 「意味上有意の差が生 じ 」 る か ど う

か と い う 点 で区分す る のは 容易 で は な い 。 判 断す る のは 論者の言語直観のみ で あ る 。 そ も そ も

27) ただし， 尾上(1987)・大場(1994)と， 当 然のことながら丸山(1995) などはそこでは触れ られてい
ない。

28)この場合の副助詞とは実質的に 「は」のみであり， íも」などは含まれない。

Fhu
 

qo
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「有意の差」 と は何か と い う 問題 も あ る 。 こ こ で 〈助詞の省略〉 と 判 定 さ れ る よ う な 例 で も ， 助

調の有無 に 文体や ニ ュ ア ン ス な ど も 含 め て全 く 影響 を 受 け ず に す む と い う こ と は な い 。 実の と

こ ろ ， 両者の聞に峻然 と 線 を 引 け る と い う 保証は な いので あ る 。 よ っ て ， 本 稿 は 二 分 し て 考 察

す る こ と を せず， 形態 に 関して確実 に 判 定で き る と こ ろ か ら 出発す る こ と に し た。 つ ま り ， 本

稿では， 上の表の無助詞の全体 を 指 し て ， ( ゼ ロ 助詞 〉 と 呼ぶ こ と に す る 。 以 下 ， 併 の記号で

〈 ゼ ロ 助詞 〉 を 表す。 ま た， 談話 に お け る 場面 ・ 状況 を 表すのに [ 】 を 使 う 。 同 じ 例 文番号

で は， 場面の条件は 同 じ で あ る が， 判 断がぶ れ な い よ う に， や や く だ く だ し い が， 文の前 で繰

り 返す こ と に した。 例 文の変異は， a ，  b， C… と ア ル フ ァベ ッ ト 小文字で、表示 した。

4. 格と無助詞

こ れ ま での 〈 ゼ ロ 助詞 〉 や助調の省 略の研究 は， 圧倒的 に 主格 ( ガ格 ) に 集 中 し て い る 。 松

下大三郎があげて い る よ う に， 早 く か ら ヲ 格で も 無助 詞 が見 ら れ る こ と は 分 か っ て い たが， そ

れ以外の格 ( 助詞 ) で 見 ら れ る 無助詞現象 に 関して は先行す る 研究 も ほ と ん ど な い。

本章で は ， 個 々 の格助詞 に 関 し て 無助詞のあ り ょ う を 見て い く 。 以 下 で は ， 助 詞 を 大 ま か な

用 法 ご と に 分類して 観察す る こ と に す る が， 助詞の用 法 に つ い て は， 田 窪 ・ 益岡 ( 1992 : 74-83 ) 

の ほ か， 鈴木 ( 1972 : 204-243 ) な ど を 参考にした。

4. 1. ガ格

格助詞の 「が」 の用 法 に つ い て は， 本稿で は， 主格 と 対格の二種 類 に 分 け る 。 主格 に は ， い

わ ゆ る 〈総記の 「がJ } と 〈 中 立叙述の 「がJ } の双方が含 ま れ る 。

4. 1. 1. 主格のガ格

ま ず主格で 用 い ら れた 「 が」 か ら 見て い く こ と に す る 。

28a ) (会話 を して い て ， 話題 を 転換した後) r今朝， パ ソ コ ン が壊 れ ち ゃ っ て き あ j

28b ) 【会話 を し て い て ， 話題 を 転換 した後J r今朝， パ ソ コ ン 千 壊 れ ち ゃ っ て さ あ J

29a ) [ その 日 初め て 会 っ て J r ど う した ? 元気な い ねJ r風邪が抜 け な く て ね え J

29b ) [ その 日 初め て 会 っ て 】 「 ど う した ? 元気 な い ねJ r風邪 併 抜け な く て ね え 」

30a ) [ネク タ イ の曲がっ て い る 同 僚 に 向 か つ て J r お い， ネク タ イ が曲がっ て る ぞ」

30b ) [ ネク タ イ の曲がっ て い る 同 僚 に 向 か つ て 】 「お い， ネク タ イ 併 曲が っ て る ぞJ

こ れ ら は ， r がJ が な け れ ば俗調 と い う 感 じ が強 く な る が， ( 28a ) ( 29a ) ( 30a) と ( 28b )

( 29b ) ( 30b ) と で 大 き な 意味の差 を 必ず し も 感 じ な い。 一般に， ( 28b ) ( 29b ) ( 30b ) の よ う な

発話の無助調の部分で は ， 一拍分の空白がで き た り ， 前の母音 が一拍分程 度 長 く な る こ と が多
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い よ う に も 思 わ れ る が， こ れ は必ず生 じ る 現象 で は な い 。 音声面 で の代償が生 じ て い る 可 能性

は あ る と 思 う が， 本稿で は ， 音声面 の現象 は扱 わ な い 。

以上 の よ う な 例 は ， < ゼ ロ 助詞〉 が積極的 な 機能 を 果た し て い る と い う 感 じ は あ ま り し な いが，

本稿 は こ れ を 無意 味 な も の と は 考 え な い 。 ( 29a ) な どで は ， íが」 が あ る こ と で ， í例 の あ の 風

邪j と い う 共有知識内 の 情報 を 指す こ と も 可能 だ が， ( 29b ) の 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 で は そ れ は 不可 能

で あ る 。 ( 30b ) な どで は ， 現場で の 直示 で あ る と い う こ と も 考慮す る 必要があ る が ， そ れ に つ

い て は次章で触れ る 。

31a )  [外か ら 帰 っ て き たばか り の家族に 向 か つ て 】

「 ね え ， 雨 千 降っ て る ? J 

3 1b )  [外か ら 帰 っ て き たばか り の家族に 向 か つ て }

* í ね え ， 雨が降っ て る ? J 

32a ) [ 数人 で コ ン パ に つ い て 話 し て い る 。 「加藤」 の話題は全 く 出 て い な い 。 そ こ で 思 い 出 し

て言 う ]

「 そ う そ う ， 加 藤君 4 来 な い よ1

32b ) [数人 で コ ン パ に つ い て話 し て い る 。 「加藤」 の話題は全 く 出 て い な い 。 そこで 思 い 出 し

て 言 う ]

* íそ う そ う ， 加藤君が来 な い よ 」

33a ) [ 図書館で あ る 本 を 探 し て い る が， な か な か見つ か ら な い 。 そこで ひ と り ご と を 言 う ]

「 あ の本 併 ど っ か に あ っ たん だ け ど な あ 」

33b ) [ 図書館 で あ る 本 を 探 し て い る が， な か な か見つ か ら な い 。 そ こ で ひ と り ご と を 言 う I

* í あ の本が ど っ か に あ っ たん だ け ど な あ j

こ れ ら は ， 同 じ状況で， íがJ の あ る 発話が不適切に な る 。 ( 31 a ) ( 32a ) ( 33a ) は ， {ゼ ロ 助

詞 〉 があ る 種の機能 を 果た し て い る と 言 え る 。 ち な み に ， こ れ ら は 「 がj の 代 わ り に 「 は 」 を

用 い て も 不適切で あ る こ と は 変 わ り がな い 。 ( 3 1 ) ( 32 )  ( 33 ) は ， í がj が非文 に な り ， ( ゼ ロ

助詞〉 を 使 え ば適格 に な る 例 で あ る が， 逆の ケ ー ス で も 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 に よ る違 い が で る こ と は

確認で き る 。

34a ) [会議 に 必要 な メ ンバー が揃わ な い 。 誰の責任か に つ い て 話 し て い る ]

「 山 下 が悪 い ん だ よ 。 ち ゃ ん と 連絡 し て な い ん だ か ら J

34b ) [会議 に 必要 な メ ン バ ー が揃わ な い 。 誰の責任か に つ い て 話 し て い る l

* í山下 手 悪 い ん だ よ 。 ち ゃ ん と 連絡 し て な い ん だ か ら 」

( 34 ) で は ， < ゼ ロ 助 詞 〉 が非文で， íがJ のみ適格 と な る 。 こ の 「 が」 は ， いわ ゆ る 〈 総記

の 「がJ > で あ り ， こ の 用 法 を ど う 分類す る か は 諸説あ る が， い ず れ に せ よ ， 省 略 す る と 不適

切 も し く は 不 自 然 で あ る 。

ηi
 

ηJ
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34a ) [漫才師が 自 己紹介を し て い る ]

「早稲田 と 立教の学生 で コ ン ビ を く み ま し て ， 早稲田 が僕で ， 立教がこい つ ですJ

34b ) 【漫才師が 自 己紹介 を し て い る ]

* í早稲田 と 立教の学生 で コ ン ど を く み ま し て ， 早稲田 併 僕で ， 立教 4 こい つ ですJ

35a ) [洋服 を 選 ん で い る と き に 助 言す る 】

「 ほ かのは ど れ も 似合 わ な い よ 。 そ れがい い よ 。」

35b ) 【洋服 を 選 ん で い る と き に 助 言す る 】

? ? ?  í ほ かのは どれ も 似合 わ な い よ 。 そ れ 併 い い よ 」

ま た. ( 35 ) で は. (総記の 「がJ ) を 用 い たのが ( 35a ) で. í他のは いずれ も だ め で ， 今 手

に 持 っ て い る その服 だ け が似合 う J と い う 趣 旨 に な る 。 ( 35b ) は ， 本来 「 そ れ だ け がj と い う

総記の意味に な る べ き と ころ に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 が出 て い て ， 総記の意味 に な ら な い 。 よ っ て ， ひ

ど く 不 自 然で あ る 。

し か し ， これ ま で 見て き た よ う に両者の差異に つ い て 明確 な 判 断が下せ る 例 ばか り で は な い 。

36a ) [宴会 を し て い る 。 そこで 山 田 が席 を 外 し て い る こ と に気づ く 。 隣の席の友 人 に 言 う ]

「 山 田君 手 い な い ねj

36b ) [ 宴会 を し て い る 。 そこで 山 田 が席 を 外して い る こ と に気づ く 。 隣の席の友 人 に 言 う ]

「 山 田君がいない ね」

た と え ば. ( 36 ) は 発話 と し て は いずれ も あ り 得 る 。 し か し. ( 36a) と ( 36b ) の意味 は 同 じ で

は な い。 ( 36a ) は. í 山 田君は ど う し て い る か と 思 っ て み た ら ， い な い じ ゃ な い か」 と い う 意味

で あ り . ( 36b ) は 「何か様子が変 だ と 思 っ て ( あ る い は 誰か い な い な と 思 っ て ). よ く 考え て み

た ら ， 誰あろ う ， 山 田君がい な い じ ゃ な い か ( あ る い は ， い な いのは 山 田君 じ ゃ な い かけ と い

う 意味で あ る 。 前者が有題文 後者が無題文 に対応 す る 。 この 2 つ の有助 調 文 と 無助 詞 文の違

い は ， 後で提 出 す る 脱焦点化の仮説で説明がで き る のだが， 同 じ 文脈 や 場 面 で 両 者 が と も に 成

立す る こ と が少 な く な い だ け に 判 断は 難 し い。

4. 1. 2. 対格のガ格

次 に 対格の 「が」 を 見 る 。

37a ) [背伸びを し て フ ェ ン スの向こ う 側 を 見 ょ う と し て い る 友達 に 向 か つ て l

* í向こ う 側が見 え る ? J 

37b ) [背伸びを し て フ ェ ン スの向こ う 側 を 見 ょ う と し て い る 友達 に向か つ て }

「向こ う 側 千 見 え る ? J 

38a ) [外国製の接着剤の説明書 を 見て い て ， 友人 に 向 か つ て 尋 ね る ]

* í英語が読め る ? J 

oo
 

nd
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38b ) [外国製の接着剤の説明書 を 見て い て ， 友 人 に 向 か つ て 尋 ね る 】

「英語 併 読め る ? J 

39a ) [知人宅 を 訪 れた と き ， 好物のチ ー ズ ケ ー キ を勧め ら れて 】

* r チ ー ズ ケ ー キ が大好 き な ん です よ 」

39b ) 【知人宅 を 訪 れた と き ， 好物のチ ー ズ ケ ー キ を勧め ら れて }

「 チ ー ズ ケ ー キ 併 大好 き な ん です よ 」

( 37 )  ( 38 )  ( 39 ) は いずれ も ， rがj は 使 え ず， < ゼ ロ 助 詞 〉 で な け ればな ら な い例 で あ る 。 む

ろ ん ， その逆 も あ る 。

40a ) 【水 を頼ん だのに， コ ー ラ を 出 さ れて ]

「水が飲みたい ん だ よ J

40b ) 【水を頼ん だのに ， コ ー ラ を 出 さ れて 】

つ ? ? r水 併 飲みたい ん だ よ 」

41a )  [会議。 プ ロ ジ、 エ ク ト の進行が入手不足で遅 れ て い る 件に つ い て 相談 し て い る ]

「 そ れ じ ゃ ， 締め切 り を延ば し て も ら お う かj

「時間の問題 じ ゃ な い ん だ よ 。 入手が必要 な ん だ」

41b ) [会議。 プ ロ ジ、 エ ク ト の進行が入手不足で遅 れ て い る 件に つ い て棺談 し て い る 】

「 そ れ じ ゃ ， 締め切 り を延ば し て も ら お う かJ

* r時間の問 題 じ ゃ な い ん だ よ 。 入手 併 必要 な ん だ」

こ れ ら は対格 で はある が， 実 は主格の場 合 と 同 様に， 総記の解釈 を 受 け る 「 がJ と 見 る こ と

がで き る 。 い ずれ も ， r コ ー ラ で は な く て ， 水が飲みたいj あ る い は 「 時間 で は な く て ， ほ か な

ら ぬ入手が必要で あ る j と い う 趣 旨 だか ら で あ る 。

42a ) [ プ ロ ジ ェ ク ト が入手不足で 進 ん で い な い こ と を 聞 いた同僚が言 う }

「手伝お う か ? 入手が足 り な い ん だ ろ ? J

42b ) [ プロ ジ ェ ク ト が入手不足で進 ん で、 い な い こ と を 聞 いた向 僚が言 う 】

「手伝お う か ? 人手 併 足 り な い ん だ ろ ? J 

こ れ は ， rが」 があ っ て も な く て も 成立す る 。 し か し ， rが」 があ る と ， その部分が強調 さ れ ，

総記的解釈が成 り 立 ち やす く な る 。 つ ま り ， ( 42a ) であれ ば 「 な に が足 り な い っ て ， 足 り な い

のは入手 な ん だ ろ 」 と い う 意味合 い に な る わ け で、 あ る 。 ま た， た と え ば， rそ う そ う ， 池 田 君 は

テ ニ ス が う ま く で き 」 と い っ た発話 も 「が」 を 〈ゼ ロ 助詞 〉 で だ い た い す る こ と が可 能 だ が，

「が」 があ る と 「池田君は な に が う ま い っ て テ ニ ス が う ま い ん だj あ る い は 「池田君が う ま い の

は テ ニ ス な ん だ」 と い っ た総記的解釈が成 り 立つ。 こうい っ た解 釈 は 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 を 使 う と 出

て こ な く な る 。 し か し ， rが」 が総記的 な 解釈以外を排除す る わ け で は な いので， 両 者の違 い が

あ ま り 表立たな い と い う こ と は あ る 。 場合 に よ っ て は 大 き な 意味上の差 を 感 じ な い 人 が い て
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も お か し く は な い。 そ し て ， や は り ， この種の微妙 な 例 は い く ら で も 見つ か る 。

43a ) [母親が， 疲れた様子の子 ど も に 尋 ね る ) í水が飲みたいの ? J 

43b ) [母親が， 疲れた様子の子 ど も に 尋 ね る ) í水 併 飲みたいの ? J

( 43a ) は ， íの どが渇い て い る ん で し ょ う 。 飲みたい も のは ， 水 な の ? J と い う 総記 的 な 解 釈

を す る ので あ れ ばW， 格助調のな い ( 43b ) と は 意味がや は り 明 ら か に ず れ て い る 。 も し も ，

( 43a ) を 総記 と し て 解釈 し な け れ ば， 大 き な 差が な く な る 。

4. 2. ヲ格

格助調の 「 を j の用 法 は ， 本稿で は ， 2 つ に 分 け る こ と に す る 。 対格 と 場 所格 で あ る 。 場 所

格 と は ， 一般に 通過地点 を 表す 「 を 」 な ど と 言 わ れ る 用法を さ す が， これ は 一 般 に移動 動 詞 と

と も に 用 い ら れ る 。 単純に 両者 を 分け る こ と に 問 題がな い わ け で、 は な い が， 本稿の関 心外 な の

でここで は 扱 わ な いお)。

4. 2. 1. 対格のヲ格

ま ず， 対格の 「 を 」 叫に つ い て 検討す る 。

44a ) [帰宅 したばか り の家族に 向 か つ て ]

* íね え ， 貰い物 だ け ど， バナナ を 食べ る ? J 

44b ) [帰宅 したばか り の家族に 向 か つ て 】

「 ね え ， 貰い物 だ け ど， バナナ 併 食べ る つ 1

45a ) [教室で。 友人の机の上 に あ る 本 を 指さ し て 言 う 。 本 は その時点 で初め て 見た本l

* íその本 を も う 読 ん じ ゃ っ たの ? J 

45b ) [教室で。 友人の机の上 に あ る 本 を 指 さ し て 言 う 。 本 は その時点 で初め て 見た本】

29)総記的な解釈をする場合， 1水が」を強く言い， 場合によっては「水がjと「飲み たいの? Jの聞に
ポーズが入るのが普通だと考えられる。 総記的でない解釈であれば， ポーズはなく， 特に「水が」が強
くなることもないだろう。 先に述べたように， 本稿は音声面の実現での変異は扱わないが， 考慮する必
要がないわけではない。

30) 1その道を通るJ 1あの門をくぐるJ 1廊下を走る」など， 場所格の「を」では他動 性がきわめて低く，
対象がその影響を実質的に被ることはほとんどない。 これに対して， 対格の「をjでは， 1人を殺す」
から「人を見るJ1人を愛する」など他動性の段階は様々である(角田太作(1991 : 63-88) など参照)。
他動性の判定は， 動詞の意味特性によるが， 1第三ゲートを突破する」のように， 通過点を 表す場所格
の「を」と読めるものの， f也動性が高いという例もあり， 両者を分ける分水嶺を簡単に定めることはで
きない。 このほか， 杉本武(1986 : 296-302) に言う状況補語(1嵐の中を飛行機は離陸した」などの用
法) もあるが， 本稿では扱わない。

31)鈴木重幸(1972 : 210)では， ここで対格と呼ぶ「を」の用法に， 1働きかけを 受ける対象J 1作 り出
す対象J 1やりとりする対象J1心が向かっていく対象」の 4 つを挙げている。

32) これは， 1これを召しあがっていただこうと思ってお持ちしたんですが」のように言えば， 1を」があ

ることが適切で， {ゼロ助詞〉の 方がむしろやや不自然になる。 甲斐ますみ(1992)は， 文体によって 成
り立たない場合があることを指摘しているが， 本稿筆者 はかならずしも文体の問題とは考えなし、。 この
点については， 第5章で扱う。
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「その本 手 も う 読 ん じ ゃ っ たのつ J

46a ) [知人宅へ付け届け に 行 き ， 挨拶の後， 言 う ] 制

* I ど う ぞ\ こ れ を 召 し 上 が っ て く だ さ い」

46b ) [知人宅へ付け届 け に 行 き ， 挨拶の後， 言 う ]

「 ど う ぞ， こ れ 併 召 し 上がっ て く だ さ い」

こ れ ら は ， <ゼ ロ 助詞 〉 で な け れ ば な ら な い例 で あ る 。 ( 44 ) ( 45 )  ( 46 ) で は ， I を 」 が あ る

と 不 自 然 に な る 。 「が」 の場合 と 同 様， < ゼ、 ロ 助詞〉 の方が不適格 に な る 用 例 も たや す く 見 つ か

る 。

47a ) [ チ ー ズ ケ ー キ と シ ョ ー ト ケ ー キ が 1 つ ずつ あ る 。 姉 が妹 に ， Iチ ー ズ ケ ー キ な ら 食べ て

も い い 」 と 言 う 。 し か し ， 妹は姉が見て い な い問 に シ ョ ー ト ケ ー キ を 食 べ始め る 。 そ れ

を 見つ けた姉が妹 に怒っ て 言 う ]

「チ ー ズ ケ ー キ を 食べ て っ て 言 っ たで しょ う 」

47b ) [ チ ー ズ ケ ー キ と シ ョ ー ト ケ ー キ が 1 つ ずつ あ る 。 姉 が妹 に ， Iチ ー ズ ケ ー キ な ら 食べ て

も い い 」 と 言 う 。 し か し ， 妹は姉が見て い な い聞に シ ョ ー ト ケ ー キ を 食べ始め る 。 ぞれ

を 見つ けた姉が妹 に 向 か つ て 言 う ]

? ? ?  Iチ ー ズ ケ ー キ 併 食べて っ て 言 っ たで し ょ う 」

48a ) [1は さ み あ る ? J と 聞 い た と こ ろ ， カ ッ タ ー を 渡そ う と す る 友人 に ]

「 は さ み を 貸 し て よ 」

48b ) [1は さ み あ る つ 」 と 聞 いた と こ ろ ， カ ッ タ ー を 渡そ う と す る 友人 に ]

* Iは さ み 併 貸 し て よ J ( 特 に 「 は さ みj に 強勢がな い場合 )

次 に い ずれ も 成立す る 例 を 見 る 。

49a ) [姉は 本 を 読 ん で い る 。 テ レ ピ を 見て い た 妹が漫画 を 読み始め る 。 姉 が妹 に 言 う 1

「 テ レ ど を 消 し てよ」

49b ) [ 姉 は 本 を 読 ん で い る 。 テ レ ビ を 見 て いた妹が漫画 を 読み始め る 。 姉が妹 に 言 う l

「 テ レ ビ 手 消 し て よ 」

50a ) [ 口 論 を し て い る 。 友 人 に 向か つ て ]

「そ ん な 言古 を し て る ん じ ゃ な い だ ろ 」

50b ) [ 口 論 を し て い る 。 友 人 に 向か つ て ]

「そ ん な 話 併 し て る ん じ ゃ な い だ ろ 」

51 a )  [夫が部屋 中 を き ょ ろ き よ ろ 見 回 し て い る 。 「何か探 し て る の ? J と 聞 く 妻 に 夫が言 う ]

「 う ん ， 車のキ ー を 探 し て る ん だ け ど」

51b )  [夫が部屋 中 を き ょ ろ き よろ 見回 し て い る 。 「何か探 し て る の ? J と 聞 く 妻 に夫が言 う ]

「 う ん ， 車のキ 一 千 探 し て る ん だ け ど」
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こ れ ら は い ずれ も 可 能 で、 あ る 。 こ う い っ た話 し 言 葉の文体で は 無助 詞 の方 が よ り 多 用 さ れ

( て ， その結果 よ り 自 然 に 感 じ ) る と 思 わ れ る が， I を 」 があ っ て も 問 題 は な い し ， こ の文 脈 で

は両者 と も に 成立す る 制。 こ の意味の差 は 第 5 章 で論 じ る 。

4. 2. 2. 場所格のヲ格

次 に 場所格34) を 見 る こ と に し よ う 。 場所格の 「 を J で は ， ( ゼ ロ 助 詞 〉 で な け れ ば な ら な い

用 例 は あ ま り 多 く な い。

52a ) (友人 と パ ス に乗 っ て い る 。 途中 で行き先の違 う パス に 乗 っ た こ と に気づき友人 に 言 う ]

? ? っ 「 お い ， こ のパ ス を 降 り よ う 」

52b ) (友人 と パス に乗 っ て い る 。 途中 で行き先の違 う パ ス に 乗 っ た こ と に気づき友 人 に 言 う ]

「 お い ， こ のパ ス 併 降 り よ う 」

53a ) ( 発 車 し た ば か り の特急 に 乗 っ て い る 。 自 分の席 で ， 携帯電話 で 家族 と 話 し て い て ，

「 も う ， 電車 は駅 4 出たの ? J お) と 聞 かれて ， 答 え る ]

* I う ん ， 駅 を 出たJ

53b ) (発車 したばか り の特急 に乗 っ て い る 。 自 分の席 で ， 携帯電話で家族 と 話 し て い て ， I も

う ， 電車 は駅 併 出たの ? J と 聞 かれて ， 答 え る I

「 う ん ， 駅 世 出たj

54a ) (職場の先輩 と の会話。 た ま た ま 弟の話題 に な る 。 先輩に 「 そ れ で ， 弟 さ ん は ， ま だ 大

学 ? J と 聞 かれて ， 答 え る ]

? ? ?  Iい え ， 大学 を 出 ま したj

54b ) (職場の先輩 と の会話。 た ま た ま 弟の話題 に な る 。 先輩に 「 そ れ で ， 弟 さ ん は， ま だ 大

学ワ 」 と 聞かれて ， 答 え る 】

「 い え ， 大学 併 出 ま したj

次 に 〈ゼ ロ 助 詞〉 で は不適切 で 「 を j で な け れ ば な ら な い 例 を 見 る 。

55a ) ( 知 人 と 車で東京の道路 を 走る と きの こ と を 話 し て い る 。 「永代通 り を 車 で走 っ た こ と あ

る ? J と 聞 か れて ， 答 え る ]

「車 で永代通 り を 走っ た こ と は な い ですね。 自 転車 な ら あ り ま す け どね」

55b ) ( 知 人 と 車で東京の道路 を 走る と きの こ と を 話 し て い る 。 「永代通 り を 車 で、走 っ た こ と あ

る ? J と 聞 かれて ， 答 え る ]

33)発話のどこかに強勢を置いた言い方は考えず， 強勢のない発話として判断する。
34) I場所格」は， さらに①経路， ②起点 ， a経由点などを表す用法に下位分類 することが可能である。 な

お， 奥津敬一郎(1967)， 杉本武(1986)では， I場所格」で はなく ， I移動格Jと呼んでいる。
35)この質問 は「電車は駅を出たの? Jのように「をJがあってもよい。 「駅手出 た? Jと聞 かれると *

「うん， 駅を出 た」 は不可で. Iうん， 駅手出た」でなければならない。「駅を出たの? Jと聞 かれた場
合 は. Iうん， 駅を出たよ」でも「うん， 駅手出 たよ」でもどちらでもよい。
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ワワ ? r車 で永代通 り 併 走っ たこ と は な い です ね。 自 転車 な ら あ り ま す け どねJ

56a ) [駅の ア ナウ ン ス 1

「電車が参 り ま す。 白線 を 越え て 前 に 出 な い よ う に お気 を つ け く だ さ いJ

56b ) [駅の ア ナウ ン ス 1

* r電車が参 り ま す。 白線 併 越え て前 に 出 な い よ う に お気 を つ け く だ さ いJ

57a ) [友人 と 散歩 し て い る 。 歩 き な が ら 友人 に 話 し か け る 】

「 さ っ き 通 っ た道 を 歩 く と ， 必ず子 ど も の頃遊 ん だ 田 舎の 道 を 思 い 出 す ん だ よ ねJ

57b ) 【友人 と 散歩 し て い る 。 歩 き な が ら 友人 に 話 し か け る I

* r さ っ き 通 っ た道 併 歩 く と ， 必ず子 ど も の頃遊 ん だ 田 舎の 道 を 思 い 出 す ん だ よ ねJ

以上の例 は， 文体な どの影響 を 受 け や す く . < ゼ ロ 助 詞 〉 で も 多 少 表現 を 変 え る と 不 自 然 さ

が軽減 さ れ る こ と があ る 。 次の例 は 同 じ 場面で両者 と も に 成立す る ， 微妙な 例 で あ る 。

58a ) [廊下 を 走っ て い る 生徒 に 先生 が言 う 】

「 こ ら ー ， 廊下 を 走る な J

58b ) 【廊下 を 走っ て い る 生徒 に 先生が言 う 1

「 こ ら ー ， 廊下 世 走る な J

59a ) 【目的地 ま で行 く の に どの経路が早 い か に つ い て 友人 に ア ド バ イ ス す る 1

「途中 か ら 高速 を 降 り て， 一般道 を 行 っ た方が早 いよJ

59b ) [目的地 ま で行 く の に どの経路が早 い か に つ い て 友人 に ア ド バ イ ス す る 1

「途中 か ら 高速 併 降 り て， 一般道 併 行 っ た方が早 い よ J

「 を 」 を ， 対格 と 場所格 に 分 け て 見て き たが， こ の 2 つ の 用 法問で 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 と 有助 詞 の

分布の 違 い は 特 に 見 ら れ な い。 ただ し ， 全体的 に 見 る と 場所格の ほ う が微妙 な 例 ( 一 方 が 明 ら

か に 不適切 ・ 不 自 然 と は判 断 し に く い例， 両者 と も 成立す る 例 ) が多 く 観察 さ れ る 。

4. 3. ニ格

格助詞 の 「 に 」 は 用 法 に よ る 〈ゼロ 助調 〉 の 分布の差がは っ き り し て い る の で， や や 詳 し く

見て お く 必要があ る だ ろ う 。 ま た. r に 」 の 用 法 の 一 部 は . rへJ の 用 法 と 重 な る 部 分 が あ り ，

こ の場 合 は 無助詞 に な る と いずれ と 対立 さ せ て 考 え る べ き か判 断す る こ と が で き な い こ と が多

い。 た と え ば. r学校 併 行 っ たの ? J の 〈ゼ ロ 助調 〉 は 「学校 に 行 っ たの ? J と 対比 し て 考 え る

べ き か . r学校へ行 っ たの ? J と 対比す る べ き か， 決 め る こ と は で き な い だ ろ う 。 こ こ で は ，

「へ」 は 「 に 」 の 一 部 の 用 法 と 重 な る 用 法 を 持 っ て い る と 見て， 特 に独立 さ せて扱 う こ と は し な

し 、36)。

36) 厳密に言えば， rへjの用法の分布が， rにJの用法を記述することで網羅 されるわけではないが， �� 

で扱う〈ゼロ助詞〉をめぐる問題の考察においては， 特に支障がないと判断した。

qu
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4. 3. 1. 存在の場所のニ格

ま ず， 事物 な どの存在す る 場所 を 表す 用 法 に つ い て 見 る 。

60a ) 【 友 人 が義男 を 探 し て い る 。 「義男 は ど こ に 行 っ た ? J と 聞 か れ て 答 え る }

「教室 に い る よ 」

60b ) [ 友 人 が義男 を 探 し て い る 。 「義男 は ど こ に行 っ た ? J と 聞 か れ て 答 え る }

「教室 手 い る よ 1

61a )  [ 学生が飯 田 先生 を 捜 し て い る 。 「飯田 先生 は ど こ に い ま す か ? J と 聞 かれた教 官 が答 え

る ]

「飯 田 先生 は ， 研究室に い ま す よ 」

61b )  [学生が飯 田 先生 を 捜 し て い る 。 「飯田 先 生 は ど こ に い ま す か っ J と 聞 か れた教 官 が答 え

る ]

「飯田 先生 は ， 研究室 併 い ま す よ 」

62a ) L息子 に 「僕の卒業証書 併 ど こ ? J と 聞 かれて ， 父親が答 え る }

「物 置 に あ る だ ろ J

62b ) [息子 に 「僕の卒業証書 併 ど こ ? J と 聞 かれて ， 父親が答 え る 】

「物置 併 あ る だ ろ J

63a ) [知 人 と 話 を し て い る 。 「 下 町の こ と 併 詳 し い で す ね 」 と 言 わ れ て ， 答 え る 1

「 え え 。 ず っ と i奈川 に 住 ん で ま したか ら 」

63a ) [知 人 と 話 を し て い る 。 「 下 町の こ と 併 詳 し い で す ねj と 言わ れ て ， 答 え る }

「 え え 。 ず っ と 深JII ø 住ん で ま したか ら 」

64a ) [ 出 か け よ う と し て い る 。 玄 関 で 兄弟 に 尋ね る I

「上野 に タ イ 料理屋 併 あ っ たっ け ? J

64b ) [ 出 か け よ う と し て い る 。 玄 関 で兄弟 に 尋ね る ]

「上野 4 タ イ 料理屋 併 あ っ たっ け ? J 

こ れ ら は ， 助無助詞 で は か な り く だ けた口調 に な る 。 ( 62b ) な ど は ， 場 合 に よ っ て は ぞ ん ざ

い な 感 じ に も 響 く 。 ( 64 ) を 除 く ( 60 ) 一( 63 ) は ， í に 」 があ る 場合 と 無助詞の場 合 で ， こ の 場 面

で は ど ち ら も 成立す る 。 ( 64 ) に つ い て は ， í上野」 が主題性 を 帯 びて い る と も 解 す る こ と が で

き ， その場 合 は 「 は 」 と の対比 を 考 え る ほ う が妥 当 に な る 。 こ の点 に つ い て は ， あ と で 議 論 す

る 。

存在の場所 を 表す 「 に J は ， し か し ， つ ね に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 が可能 な わ け で は な い。

65a ) [父親が幼い子供に 話 し か け る ]

「 ほ ら ， お 月 様が空に浮か ん で い る よ 」

65b ) [父親が幼い子供に 話 し か け る ]
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* í ほ ら ， お 月 様が空 世 浮か ん で い る よ J

66a ) [ 知 人 に 富 山市の説明 を し て い る 】

「富 山の真 ん 中 に お城があ り ま し て ね。 今 は ， 公園に な っ て い る ん です け どJ

66b ) [知人 に 富 山市の説明 を し て い る 】

* í富 山の真 ん 中 併 お 城があ り ま し て ね。 今 は ， 公園に な っ て い る ん です け ど」

所在 を 表す 「 に J で は ， 文体 に よ っ て は 無助詞の方が 自 然 な 例 は 見 つ か る も のの， {ゼ ロ 助

詞 〉 で な け れ ば な ら な い と い う 例 は な い。

4. 3. 2 . 移動の着点のニ格

67a)  [ í明 日 朝一番の新幹線で東京 に 行 く ん だ よ J と 言 う の を 聞いて ， 尋 ね る }

「東京 に 着 く の何時 ? J

67b ) [ í明 日 朝一番の新幹線で東京 に 行 く ん だ よ 」 と 言 う の を 聞 い て ， 尋 ね る 1

「東京 併 着 く の何 時 ? J

68a ) [友人 に 電話 し て い る 。 友 人 が電話 口 に 出た こ と を 確 かめた後， 言 う 】

「 ね え ， 今 日 ， 大学 に 行 っ た ? J

68b ) [友人 に 電話 し て い る 。 友 人 が電話 口 に 出た こ と を 確 かめた後， 言 う 1

「 ね え ， 今 日 ， 大学 併 行 っ た ? J

69a ) [友人 と 話 し て い る ]

「今 日 ， 学校 に 行 っ た ら ， 久 し ぶ り に 安 岡君 併 見かけた よ 」

69a ) [友 人 と 話 し て い る 】

「今 日 ， 学校 併 行 っ た ら ， 久 し ぶ り に 安 岡君 併 見か けた よ J

以上の例 で も ， {ゼ ロ 助調 〉 と 有助詞の ど ち ら も 成立す る 。 大 き な 意味の差 を 感 じ な い か も

し れ な い。 ま た， 以下の ( 70 ) ー( 72 ) で も ( a ) と ( b ) での意味の差がそ れ ほ ど は っ き り 出 る わ

け で は な い。

70a ) 【 出 か け よ う と し て い る 弟 に ， 姉が尋 ね る 1

「 ね え ， 本屋 に 行 く ? J 

70b ) [ 出 か け よ う と し て い る 弟 に ， 姉が尋 ね る }

「 ね え ， 本屋 併 行 く ? J

7 1 a )  [母親が車 を 運転 し て い る 。 助手席の子 ど も が母親 に 言 う ]

「 ね え ， マ ッ ク に寄っ て よ 」

7 1 a )  【母親が車 を 運転 し て い る 。 助手席の子 ど も が母親 に 言 う 】

「 ね え ， マ ッ ク 併 寄っ て よ J

72a ) [兄が弟 に 言 う 1
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「勝手 に 俺の部屋 に 入 る な よ 」

72b ) [兄が弟 に 言 う ]

「勝手に俺の部屋 世 入 る な よ 」

よ く 観察す れ ば， I に 」 があ る 場合 は 総記的 な 解釈 を す る 方が 自 然であ る 。 た と え ば， ( 71 ) で

は ， Iマッ ク に寄っ て よ 」 の 方 が， íほ か な ら ぬ マッ ク 」 と い う 感 じ がす る m。 こ の 点 は ， ま た 後

で論 じ る 。 以下 の 例 で は ， < ゼ ロ 助調 〉 を 使 う と 不 自 然 も し く は不適切 に な る。

73a) [高校で。 先生が生徒に 言 う ]

「授業時間以外 は ， 勝手に理科室 に 入 る な よ 」

73b ) [高校で。 先生が生徒に 言 う ]

* I授業時間以外 は ， 勝手 に 理科室 併 入 る な よ 」

7 4a )  [親が子 ど も を 叱 り な が ら 言 う ]

「暗 く な っ た ら ， あ の裏通 り に 行 く な っ て 言 っ た で し ょ う リ

7 4a )  [殺が子 ど も を 叱 り な が ら 言 う }

* I暗 く な っ た ら ， あ の裏通 り 併 行 く な っ て 言 っ た で し ょ う ! J 

75a)  [ 野球の実況 中継l

「打球は ， セ ン タ ー の頭上 を 越 え て ， ス タ ン ド に 入 り ま し た」

75b ) [ 野球の実況 中継】

* I打球は ， セ ン タ ー の頭上 を 越 え て ， ス タ ン ド 併 入 り ま し た j

以上の 用 例 に徴す る 限 り ， 着 点 の 「 に 」 の 用 法 に も 〈 ゼ ロ 助詞 〉 を 認め る こ と がで き る 。

4. 3. 3. 動作の相手を表すニ格

動作 の対象 を 表す ニ格 に つ い て 見 る こ と に する。 こ の 用 法 で は ， 一 般 に I A を Bにーす る 」

と い う 形 に な る こ と が多 い 。

76a) 【親が子供 を 叱っ て 言 う 1

「 こ の ク ッキ ー を 明美 に あ げな さ い」

76b ) [親が子供 を 叱っ て 言 う l

* I こ の ク ッキ ー を 明 美 併 あ げな さ い」

77a ) [ 子供が母親に 言 う ]

37) 次のようにすると， 総記的発話の方が自然になり， (ゼロ助詞〉ではやや不自然な感じになる。
a) [母親が車を運転している。 助手席の子どもが母親に言う]

「ファミリーレストランでも寄ろうか? J Iそれなら， マックに寄ってよJIファミリーレストランでい
いじゃなしづ「いやなの。マックに寄りたいの! J 

b) [母親が車を運転している。 助手席の子どもが母親に言う}
「ファミリーレストランでも寄ろうか? J Iそれなら， マック併寄ってよJIファミリーレストランでい
いじゃないJIいやなの。???マック手寄りたいの! J 
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fお じ さ ん が僕 に千円 く れ た よ 」

77b ) [ 子供が母親に 言 う ]

* 1"お じ さ ん が僕 千 千円 く れ た よ J

78a ) [ 友 人 に 助言す る ]

「そ う い う こ と な ら ， 高 木先生 に 相 談 し た ら ? J 

78b ) 【友人 に 助 言す る }

? 1"そ う い う こ と な ら ， 高 木先生 手 相談 し た ら ? J 

79a ) [友人に助言す る 】

「 申 し 込み は ， 金田 に頼み な よ 」

79b ) [ 友 人 に 助言す る ]

? ? ?  1"申 し 込み は ， 金田 併 頼み な よ j

( 78b ) ( 79b ) で は ， か な り の俗調 と い う こ と な ら ， 不適切 と い う こ と に は な ら な い だ ろ う 。

こ の 用法の ニ 格 に 関 し て は ， 一 般 に 無助詞化が許 さ れ な い が， ひ ど く く だ け た 話 し 言葉 な ら 不

可能で な い 場合もあ る と い う こ と に な る 。 し か し ， こ の場合の 無 助 調 は や や 例外的な も の と し

て扱 っ て も い い か も し れ な い 。

意味の差が大 き い と 考 え ら れ る 〈 ゼ ロ 助詞 〉 は ， や は り 微妙 で あ る 。

80a ) [友人同士の会話。 「 申 し 込 み ， ど う し ょ う か な あ J と 言わ れ て ， 助言す る ]

「金田 に頼み な よ J

80b ) [ 友 人 同 士の会話。 「 申 し 込み ， ど う し ょ う か な あ 」 と 言 わ れ て ， 助言す る 】

「金田 併 頼み な よ 」

81a)  [ 友 人 同 士 の 会話。 「 申 し 込 み の こ と 詳 し い 人 い な い ? J と 聞 かれ て ， 答 え る ]

「 山 下 に 電話 し ょ う かJ

81b )  [ 友 人 同 士の会話。 「 申 し 込 み の こ と 詳 し い 人 い な い ? J と 聞 か れ て ， 答 え る }

「 山 下 併 電話 し ょ う かj

82a ) [ 友 人 同 士の会話。 遊 び に 行 く の に 車 が必要 だ と い う 話 を し て い る 。 一方が言 う ]

「池田 に 借 り ら れ な い か な あ j

82b ) [ 友 人 同 士の会話。 遊 び に 行 く の に 車 が必要 だ と い う 話 を し て い る 。 一方が言 う 】

I"ì也回 世 借 り ら れ な い か な あ」

83a ) [ 友 人 同 士の会話。 「 あ の話 併 吉 田 に し た ? J と 聞 か れ て 答 え る ]

* 1"吉 田 に し て な い な あ 」

83b ) [友人同士の会話。 「 あ の話 併 吉田に し た ? J と 聞 かれて 答 え る 】

「吉 田 併 し て な い な あ 」

「 に 」 が使 わ れ て い る 例 で は ， ニ 格 の 名 詞 句 に 焦点が当 た っ て い る と 考 え る こ と がで き る 用
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例 も あ る 。 ( 83 ) な ど は ， そ う 解釈す る と 「 に 」 があ る 場合 の 非文法性 を 説明 で き る 。 つ ま り ，

( 83 ) の よ うな場合で は ， r吉 田 に あ の話 を し た かj と い う 問 に対 す る 答 え と し て は 「 し て い な

い 」 と い う 内 容 を 伝 え る 部分が焦 点 で あ り ， r吉田 ( に ) J に 焦点 があ る こ と は不合理で あ る 沼)。

ま た ， ( 82 ) を 見 る と ， ( ゼ ロ 助詞 〉 を 使 う と ， r池田 ( に ) J の 部分が題目化す る 感 じ がす る 。

( 82a ) で は ， r借 り る J と い う 点 よ り も 「池田 ( に ) J に 焦 点 があ り ， r借 り る と い う こ と を 前 提

で検討 し た場合 に ， r池田Jは ど う だ ろ か」 と い う 意味合 い に 解釈 し やす い 。 ( 80a ) ( 81 a ) では，

「金田 に J r 山 下 に J に 強勢があ れ ば， 焦点で あ る こ と が分 か り や す い が， 強勢が な けれ ば ( a )

と ( b ) の意味の差 は暖昧で あ る 。

4. 3. 4. 動作の対象を表すニ格

こ の 用 法 の 「 に」 は ， 動 作 の 方 向性 を 表す動詞 や対人的態度 を 表す 動 詞 で 用 い ら れ る 。 し か

し ， こ の 用 法 の 「 にj は 無助詞化で き な い 。

8 4a )  [ 友 人 同士の会話1

「 俺 に 遠慮す る な よ J

8 4b )  【 友 人 同 士 の会話}

* r俺 併 遠慮す る な よ J

85a) 【父親が子供 に 言 う 】

「 い つ ま で も ， 親 に 甘 え て い ら れ な い ぞJ

85a ) [父親が子供 に 言 う 】

* r い つ ま で も ， 親 4 甘 え て い ら れ な い ぞ」

無助詞 の 用 例が非文 と な ら ず， 解釈可能 と な る 場合 も あ る が， そ の 場 合復元 し た 助 詞 と し て

こ の 用 法 の 「 に 」 が出 て く る こ と は な い 。

86 ) [子供が親に 言 う l

「 そ ん な ふ う に， 僕 4 怒ん な い で よ 」

「僕 に怒る 」 も 「僕 を 怒る 」 も パ タ ー ン と し て は あ り 得 る が， ( 66 ) の 無 助 詞 を 復元 し た 形 と

し て 前者 を 考 え る こ と は な い で あ ろ う 。

87a)  [友人同士の会話 】

「 あ い つ の 話 に ， ほ ん と ， び、っ く り し た よ J

87b ) [友人 同士の会話]

「 あ い つ の話 併 ， ほ ん と ， び、っ く り し た よ j

38)無論， 焦点を当てるだけの 理由があれば， I吉田(に)Jに焦点が当たってもよい。 「 はJの分説性を利
用して， I吉田(に)は， してない」と答えることもできる。 この場合， I吉田にはjと分説的に述べる
ことの前提として， I他の人には話しである」とし寸情報が得られることになる。 談話 における推定や
前提知識の問題については， 稿を改めて論じる。
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こ の 2 つ は 明 ら か に 意味が異 な る 。 前者では ， Iあ い つ の話 ( に ) J に 焦 点 が 当 た っ て い る 。

後者 は 「 あ い つ の話」 が題目の よ う な 扱 い を 受 け て い る 。 ( 67) は ， も う 少 し ， 文脈 を 与 え て 見

る と ， 違 い が分か り やす く な る 。

88a ) [ 友 人 同士の会話]

「 そ れで さ ， あ い つ ， 急に 『悪 い け ど百万 く ら い貸 し て く ん な い? jっ て 言 っ て さ 。

* あ い つ の 話 に ， ほ ん と ， びっ く り し た よ 」

88b ) [ 友 人 同士 の会話]

「 そ れで さ ， あ い つ ， 急に 『悪 い け ど百万 く ら い貸 し て く ん な い? jっ て 言 っ て さ 。

あ い つ の話再， ほ ん と ， びっ く り し た よ 」

( 88 ) の例では ， 件の 人物が簡単 に 人 に 大金 を 借 り よ う と い う こ と がすでに常識的 に び っ く り

す る 話 な ので， Iひ苧っ く り し た ん だ け ど， そ れ は ， あ い つ の話 に 対 し て ， だ」 と い う よ う な 解 釈

に な る 発話では お か し い わ けであ る 。 同 じ よ う な 例 は い く ら で も 見つ か る 。

89a ) [友人 同 士で， あ る 名 画 に つ い て 話 し て い る }

* Iあ の映画 に ， ほ ん と に ， 泣 け る よ なJ

89b ) [ 友 人 同 士で， あ る 名 画 に つ い て話 し て い る ]

「 あ の映画 千 ， ほ ん と に ， 泣 け る よ な J

( 89b ) は ， {ゼ ロ 助詞 〉 を 使 う こ と でや は り 題目の よ う な 扱 い を 受 け て い る 。 し か し ， I は J

を 使 っ た 用 例 と 比較 し て み る と ， 同 じでは な い こ と がわ か る 。

89c ) [ 友 人 同 士で， あ る 名 聞に つ い て 話 し て い る ]

「 あ の映画 は ， ほ ん と に ， 泣 け る よ な j

や は り ， Iはj では ， 分説的 な 解釈が優勢 に な る 。 ( 89c ) で分説 的 な 解 釈 を 考 え な け れ ば，

( 89b ) と ( 89c ) は あ ま り 差がな く な る 。

4. 3 .  5. 状態の対象の二格

こ の 用 法 の 「 に 」 は ， 形容詞 の前で連用 修飾成分 に な る 。

90a ) [友人 に ， 東京 の 地理 に詳 し い か ど う か 聞 く ]

「 お ま え さ ， 東京の地理に詳 し い? J 

90b ) [友人 に ， 東京の地理に詳 し い か ど う か 聞 く ]

「 お ま え さ ， 東 京 の 地理 併 詳 し い? J 

9 1a )  [初冬の戸外。 寒がっ て震え て い る 友人 に 「ずい ぶ ん寒そ う だ ね 」 と 言 う と ， そ の 友 人

が答 え て 言 う ]

「私 手 寒い の に 弱 い の 」

91b ) [初冬の戸外。 寒がっ て震え て い る 友人 に 「ずい ぶ ん寒そ う だ ね J と 言 う と ， そ の 友 人
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が答 え て 言 う ]

「私 併 寒い の� ��い の 」

92a ) [ い く つ かの計算 を す ばや く 暗算で答 え て し ま っ た の を 見て ， 言 う ]

? I大竹君 併 ， 計算 に 強 い ねj

92b ) [ い く つ かの計算 を す ばや く 暗算で答 え て し ま っ た の を 見て ， 言 う 】

「大竹君 千 ， 計算付金い ね 」

以上の 用 例では， あ ま り 意味の差が感 じ ら れ な い か も し れ な い 。 し か し ， よ く 検討 す る と ，

「 に 」 の あ る 場 合 の 方 で は ， ニ 格 の 名 詞匂に 焦 点 が 当 た っ て い る と 解 釈 す る こ と ができ る 。

( 92a) では ， Iな に に 強 い か と い う と ， 計算に 強 い」 と い う 意味に 解釈す る こ と ができ， そ う な

る と 発話 と し て は や や不 自 然であ る 。 ( 90b ) ( 91 b )  ( 92b ) は ， ( ゼ ロ 助 詞 〉 がつ い て 題目化 し

て い る と 見 る こ と も できる 。 こ れ ら は ， I東京の 地理 は 詳 し い? J I寒い の は弱 い の J I 計算 は 強

い ね 」 で は ， Iはj の 分説性ゆ え に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 と 意味が異な っ て い る 。 次 は ， 助詞 の 有 無で決

定的 に異な る 例であ る 。

93a ) [ 友 人 同 士の会話。 恋人 に つ い て 話 し て い る l

「 あ い つ 併 ， 最近， 俺 に 冷 た く で き J

93b ) [ 友 人 同 士 の 会話。 恋人 に つ い て 話 し て い る 】

* Iあ い つ� ， 最近， 俺， 冷 た く てさ」

4. 3. 6. 移動動作の目的の二格

こ の 用 法 の 「 に 」 は ， I買い物 に行 く J な ど と 用 い ら れ る 際 の 「 に 」 を 指 し て い る 。

94a ) [父親が息子 に 「母 さ ん 併 ど こ 行 っ た? J と 尋 ね ， 息子が答 え る ]

「買い物 に 行 っ た よ J

94b ) [父親が息子 に 「母 さ ん 併 ど こ 行 っ た? J と 尋 ね ， 息子が答 え る ]

「買い物 併 行 っ た よ 」

95a ) 【友 人 が 「今 日 は ， ほ ん と に天気がい い な あ 」 と 言 っ た の を 受 け て ， 釣 り に誘 う }

「 じ ゃ あ ， 釣 り に 行 か な い? J 

95b ) [ 友 人 が 「今 日 は ， ほ ん と に天気がい い な あ j と 言 っ た の を 受 け て ， 釣 り に誘 う 】

「 じ ゃ あ ， 釣 り 併 行 か な い? J 

こ の ニ 格 は ， 動 詞 の 連 用 形の あ と では省略できな い 。 但 し ， I釣 り 」 の よ う に 出 自 が動 詞 連 用

形で も そ れ 自 体が名 前 化 さ れて い る も の は ， こ の限 り では な いお)。

39)但し， 最近， Iに」をつけないで言う用例を耳にする。 たとえば， I飯食いに行って来るよJを， I飯食
し、一行って来るよ」のように言うものであるが， これは， 現時点ではかなり俗調であること， 一般に代
償延長が生じており， 文法論以前に音声論として研究する必要があること， 使用者が限られていること，
などを理由にここでは扱わない。 代償延長は必ず生じるとも言えないように思う。
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96a ) [昼休み に ， 伊藤君がい な い の に気づき， 教師が ほ か の 生徒 に 「伊藤君は ど う し た の ? J 

と 聞 く 。 そ れ に ， 生徒の 一 人 が答 え る ]

「忘れ物 を 取 り に 家 に戻 り ま した 」

96b ) [昼休み に ， 伊藤君がい な い の に気づき， 教師が ほ か の 生徒 に 「伊藤君は ど う し た の ? J 

と 聞 く 。 そ れに， 生徒の 一 人 が答 え る 】

* I忘れ物 を 取 り 4 家 に戻 り ま した 」

4. 3. 7. 受動文に現れるこ格

受動文 に も 「 に 」 は現れ る 。 「僕 は 美子 に 殴 ら れ た 」 な どの ニ 格であ る 。

97a ) [友人 に . I ど う し た の ? 目の と こ ろ ， あ ぎに な っ て る よ 」 と 言わ れた の に ， 答 え る ]

「実 は ， 美 子 に殴 ら れ て ね」

97b ) [友人 に . I ど う したの? 目の と こ ろ ， あさや に な っ て る よ 」 と 言 わ れた の に ， 答 え る I

* I実 は ， 美子 併 殴 ら れて ねJ

98a ) [部下 に 「 明 日 の会議は何時か ら です か? J と 聞かれて ， 答 え る I

「忘れて た よ 。 君 に 言 わ れて思い 出したよ」

98b ) [ 部下 に 「 明 日 の会議は何時か ら です か? J と 聞かれ て ， 答 え る 】

* I忘れて た よ 。 君 併 言 わ れて思い 出した よ 」

99a ) [作家が原稿 を 執筆して い る 。 横で じ っ と 見て い る 編集者 に 言 う ]

「君に そ こ に い ら れ る と ， 書きに く い な あJ

99b ) [作家が原稿 を 執筆して い る 。 横で じ っ と 見 て い る 編集者 に 言 う 1

* I君 併 そ こ に い ら れ る と ， 書きに く い な あ 」

実 は . ( 99 ) は間接受動文であ る が. ( 97 )  ( 98 ) の 直接受動文の場合 と 同 じで， こ の 「 に J は

ど う して も 必要であ る 。 た だ， 次 の ( 100 ) の よ う な 例では ， 無助詞で も ひ ど く 不 自 然 と い う こ

と は な い 。

1 00a ) [ ずぶぬれの吉 岡 に 知 人 が 「 ど う した んですか， 吉 岡さん? J と 尋 ね ， そ れ に 吉 岡 が答

え る ]

「 に わ か雨 に 降 ら れ ち ゃ っ て ね」

100b ) [ずぶぬれの吉 岡 に 知 人 が 「 ど う した んです か， 吉 岡さん? J と 尋 ね ， そ れ に 吉 岡 が答

え る ]

? I に わ か雨 併 降 ら れ ち ゃ っ て ねJ

4. 3. 8. 使役文に現れるこ格

こ こ では . I信次 に行かせる 」の よ う な 使役文の使役の対象 を マー ク す る ニ格 に つ い て 見 る 。
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1 0 1 a )  [サー ク ルの会合。 「次のオ リ エ ンテ ー シ ョ ン ， 誰が挨拶す る の? J と い う 質 問 に ， 一 人

が答え る }

「小西に挨拶 さ せ よ う よ J

10 1  b )  [サー ク ルの会合。 「次のオ リ エ ンテ ー シ ョ ン ， 誰が挨拶す る の? J と い う 質 問 に ， 一 人

が答 え る ]

* I小西 併 挨拶 さ せ よ う よ 」

102a ) [サー ク ルの会合 。 「合宿先 を 誰 に 下 見 さ せ よ う か? J と い う 質問 に ， 一 人 が答 え る ]

「橋本 に 下 見 さ せた ら ? J 

102b ) [サー ク ルの会合。 「合宿先 を 誰 に 下見 さ せ よ う か つ J と い う 質 問 に ， 一人 が答 え る ]

* I橋本 併 下見 さ せた ら ? J

以上の例 を 見 る 限 り ， ( ゼ ロ 助詞 〉 の使用 はで き な い よ う であ る 。 し か し ， 次 の ( 103 ) の よ

う に ， ( ゼ ロ 助詞〉 を 使 っ て い る よ う に 見 え る 例 も あ る 。

1 03 ) [学園祭の説明会 に サ ー ク ル代表 と して 誰 を 派遣する か話 し て い る 。 「誰 併 行かせ る ? J 

と い う 問 い か け に ， 一 人 が答 え る 】

「小 山 併 行かせ よ う かJ

し かし， ( 103 ) の無助詞 の部分 に格助詞 を 補 う と す れ ば， I小 山 に 行 かせ よ う か」で は な く

「小 山 を 行かせ よ う か」であ る 可能性 も あり， こ れが使役文の ニ 格 と して の 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 であ る

証拠 に は な ら な い 。 や は り ， 全体的 に 見 て ， 明 ら か に 使役 の ニ 格 に 対 し て 用 い ら れ て い る と 言

え る 〈 ゼ ロ 助詞〉 は な い と 考 え た 方 が よ い だ ろ う 。

4. 3. 9. 連用成分を示す「にj

主に ， いわ ゆ る 形容動詞 の連用形で現 れ る 「 に」 を ， 連用成分 を マ ー ク す る 「 に J と し て 見

て み る 。 形容動詞 と い う 品詞 を 伝統的 な 文法論の枠組みで認める な ら ， r 静 か に J I 特 別 に j な

ど の 「 に J は ， 形容動調 の活用語尾であ っ て ， 格助詞 の 「 に 」で は な い 。 形 容 動 詞 と い う 品詞

を 廃止す る な ら ば， r に」 を ど う 扱 う かが問題に な る 。 無論， そ の 場 合 に ， r に j を 格助 詞 に 含

め な け れ ばな ら な い と い う こ と は全 く な い 。 そ れ は ， 文法論の枠組み次第であ る 。

結論か ら 先に 言 う と ， こ の 「 に 」は無助詞 に す る こ と はでき な い 。 「 に 」の な い 形 も あ る が ，

そ れ は 「 に 」があ る 場合 と で意味が明 ら か に 異 な っ て い る 。 た だ し ， こ の 意味 の 異 な り は ， 談

話的 な も のでは な く ， 文意味の レ ベルで確認で き る も のであ り ， 通 例 文脈そ の 他 の影響は 受 け

な い 。

1 04a ) [親が子 ど も を 叱っ て 言 う ]

「静か にテ レ ビ を 見て い ら れ な い の つ 」

1 04b ) [親が子 ど も を 叱っ て 言 う 】
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* r静か 4 テ レ ビ を 見て い ら れ な い の? J 

1 05a ) * こ の ス ー プは特別 に 辛 い ね 。

105a)  こ の ス ー プは特別 併 辛 い ね 。

1 06a)  こ の ス ー プは特別 に 辛 く し て や ろ う 。

1 06b ) こ の ス ー プは 特別 併 辛 く し て や ろ う 。 ( i . e . = ( 1 06a ) ) 

107a)  そ ん な 変 な 歌 い 方 し な いで， ふ つ う に 歌 え よ 。

1 07b ) * そ ん な 変 な 歌 い 方 し な いで， ふ つ う 千 歌 え よ 。

1 08a ) * そ ん な きつ い 言 い 方 は ふ つ う に し な い よ 。 ( i . e . = ( 108b ) ) 

1 08b ) そ ん な きつ い 言 い 方 は ， ふ つ う 併 し な い よ 。

「静かj を そ の ま ま 副詞 的 に 使 う こ と は な い 。 ま た ， r特別」 と 「特別 に 」 は ， 前者が程 度 副

詞 と な っ て い る の に対 し ， 後者がそ の 事態 の 評価 と し て の特別性 に 言 及 し て い る と い う 点で，

異 な っ て い る 。 「ふつ う j と 「ふ つ う に 」 も ， そ れぞれが 「通常の場合J と 「通常の や り 方で，

通常の状態で」 の意味であ る と い う 点で異 な っ て い る 。 こ れ ら は ， r に 」 の省略や 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

と い う 次元で議論すべき事象では な い 。

4. 4. デ格

こ れ ま での無助詞の研究 は ， ガ格 ・ ヲ 格 ・ ニ格が中 心で\ デ格 を 詳 し く 論 じ た も の は 見 あ た

ら な い 。

4. 4. 1. 場所のデ格

1 09a ) [友人 に 電話 を か け ， 相手が電話 口 に 出 た と 確認 し た 後}

「今 日 さ ， 駅で浜 田君， 見 か け た よ 」

1 09b ) [友人 に 電話 を か け ， 相手が電話 口 に 出 た と 確認 し た 後]

* r今 日 さ ， 駅 併 浜 田君， 見 か け た よ 」

1 10a ) [神父さ ん が カ ッ プル に 教会での 結婚式の段取 り を 説明 し て い る ]

「 ま っ す ぐ に 歩 い て きて ， こ こ で立 ち 止 ま っ て ， 一札 し て く だ さ い」

1 1 0b )  [神父さ ん が カ ッ プルに教会での結婚式の段取 り を説明 し て い る 】

* r ま っ す ぐ に 歩 い てきて ， こ こ 4 立 ち 止 ま っ て ， 一札 し て く だ さ い」

l l 1a )  [大学生が教室 に 入 っ て く る な り ク ラ ス メ イ ト に 言 う ]

「正 門 の と こ で事故 手 あ っ た み た い だぞJ

l l 1 b )  [大学生 が教室 に 入 っ て く る な り ク ラ ス メ イ ト に言 う I

「正 門 の と こ 手 事故 併 あ っ た み た い だぞJ

1 1 2a ) [学生がサ ー ク ルの打 ち 合 わせの場所 を 探 し て い る 。 「誰かの家でや れ れ ばい い ん だ け ど
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な あ J と 言 っ た の に 答 え て l

「俺の 下宿でや っ て も い い よ 」

1 12b ) [学生がサ ー ク ルの打 ち 合 わせの場所 を 探 し て い る 。 「誰かの 家でや れればい い ん だ け ど

な あ 」 と 言 っ た の に 答 え て ]

「俺の下宿 世 や っ て も い い よ 」

( l 1 1 b )  ( 1 1 2b ) の よ う な 例 文では ， 自 然では な い と 判 断す る 人 も あ る だ ろ う 。 し か し ， < ゼ

ロ 助調 〉 の位置 に 1 モ ー ラ 分程度の ポ ー ズ を 置い て 言 え ば， ( 109b ) ( 1 10b ) ほ ど の 不 自 然 さ は

な い 。 ま た ， 以下 の例では ， < ゼ ロ 助詞 〉 が使 え る 。

1 13a ) [ 高校時代 の 同級生同士が話 し て い る 。 二 人 は ， 別 の 大学 に 通 っ て い る 。 電話で話 し て

い る と き ， 急に話題を 転換 し ， 一方が他方 に 尋 ね る ]

「お ま え の大学で音声学 科 選択で き る ? J 

1 13b ) [ 高校時代 の 同級生同士が話 し て い る 。 二 人 は ， 別 の 大学 に 通 っ て い る 。 電話で話 し て

い る と き ， 急に話題を 転換 し ， 一方が他方 に 尋 ね る 】

「 お ま え の大学 世 音声学 併 選択で き る ? J 

( 1 13b ) な どは ， 格助詞 を 復元す る と 「でj に な る が， íお ま え の大学J の 部 分 が 「 は j を つ

け て も い い よ う な 主題性 を 持 っ て い る と 見 る こ と がで き る 。

ま た ， 純然た る 場所 と は や や異 な る が， 場所の デ格 と 見 て い い次 の よ う な 例で も 〈 ゼ ロ 助 詞 〉

を確認で き る 。

1 14a ) [ 街で知 り 合い と ばっ た り 出 く わ し ， 話 し か け る ]

「 い や あ ， 俺 世 競馬で負 け ち ゃ っ て き あj

1 14b ) [ 街で知 り 合 い と ばっ た り 出 く わ し ， 話 し か け る 1

「 い や あ ， 俺 千 競馬 千 負 け ち ゃ っ て さ あ 」

1 15a ) [友人 に ， í景気 よ さ そ う じ ゃ な い かJ と 声 を か け ら れて ， そ れ に 答 え る ]

「パチ ン コ で勝 っ て ね え 」

1 15b ) 【友人 に ， í景気 よ さ そ う じ ゃ な い か」 と 声 を か け ら れて ， そ れ に 答 え る ]

「パチ ン コ 世 勝 っ て ね え 」

1 16a ) [父親 に 「 な んで， に こ に こ し て る の? J と 尋 ね ら れ， 息子が答 え る 】

「地理の試験で満点 と っ た ん だ」

1 16b ) [父親 に 「 な んで， に こ に こ し て る の? J と 尋 ね ら れ， 息子が答 え る I

「地理の試験 併 満点 と っ た ん だ」

1 17a ) [ あ る コ ン ク ー ルの 地方大会で優勝 し た 学生 に イ ン タ ビ ュ ー す る ]

「全国大会で優勝す る 自 信 は あ り ま す か? J 

1 17b ) [ あ る コ ン ク ー ルの 地方大会で優勝 し た学生 に イ ン タ ビ ュ ー す る 】
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「全 国大会 併 優勝す る 自 信は あ り ま す か ? J

こ れ ら は 「でJ に よ っ て ， 抽象的 な 領域 や 分野 な どが表示 さ れて い る 。 ま た ， 特 に ( 1 17 ) な

どで明 かであ る が， こ れ ら は 主題化 し て い る と 見 る こ と がで き る 。 ( 1 1 7 ) な どは， r全国大会は…」

と 始め て も 成 り 立つ だ ろ う 。

4. 4. 2. 道具 ・ 手段のデ格

道具や手段 を 表す 「でj の 位置 を 無効調 に す る こ と はで き な い よ う だ。

1 13a)  【 赤 の ボ ー ルベ ン で 申 込 用 紙 に 記入 し よ う と す る 友人 に 1

「赤ペ ン で書 く な よ J

1 13b ) 【 赤 の ボ ー ルペ ン で 申 込 用 紙 に 記入 し よ う と す る 友人 に 】

* r赤ペ ン 併 書 く な よ 」

1 14a ) [ r駅 ま で送 ろ う かJ と 申 し 出 て く れた 友 人 に 1

「雨 も 降っ て き た し ， 俺 併 タ ク シ ー で帰 る よ j

1 14b ) 【 「駅 ま で送 ろ う かJ と 申 し 出 て く れ た 友 人 に 1

* r雨 も 降っ て き た し ， 俺 世 タ ク シ - ø 帰 る よ 」

4. 4. 3. 材料のデ格

材料 を 表す 「で」 も 無助詞 に はで き な い 。

1 15a )  【小学校の教室。 教師が生徒た ち に 】

「今 日 は ， 粘土で好 き な も の を 作 り ま し ょ う J

1 1 5b )  [小学校の教室。 教師が生徒た ち に1

* r今 日 は ， 粘土 併 好 き な も の を 作 り ま し ょ う J

1 16a)  [ 親が子供 に卵 を 見せな が ら 】

「卵でな に か作 っ て あ げる ねJ

1 16b ) [ 親が子供 に 卵 を 見せな が ら 】

* r卵 併 な に か作 っ て あ げる ね」

4. 4. 4. 原 因のデ格

原 因 を 表す 「で」 も 無助 調 が可能 に な る 例 が見 当 た ら な い 。

1 17a )  [友人 に 「顔色 併 悪 い よ 」 と 言 わ れた の に答 え て1

「昨夜か ら ， 風邪で体調 が悪 く で き J

1 17b )  [ 友 人 に 「顔色 4 悪 い よ 」 と 言 わ れた の に答 え て }

* r昨夜か ら ， 風邪 4 体調 が悪 く で き 」
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1 18a ) [飛行機で行 く は ずだ、 っ た 旅行 を 急速列車で行 く こ と に し た 理由 を 尋 ね ら れて ]

「 こ の 台風で， 明 日 ， 飛行機 併 飛びそ う に な い か ら ね」

1 18b ) [飛行機で行 く は ず、だ、 っ た 旅行 を 急逮列車で行 く こ と に し た 理由 を 尋 ね ら れ て ]

* r こ の 台風 併 ， 明 日 ， 飛行機 併 飛びそ う に な い か ら ね」

4. 4. 5. 限定的 な 範囲を表すデ格

こ の 用 法 の 「でJ は無助詞が必ず し も 非文 に な る わ けでは な い 。 ま ず ， こ の 種 の 「で」 が不

適切 で、 あ る 例 か ら 見て お く 。

1 19a ) 【書庖で。 友 人 同 土の会話。 一方があ る 本 を 指 さ し な が ら 言 う ]

「 こ の本 併 名 古屋でベス ト セ ラ ー に な っ て る ら し い よ J

1 19b ) [書庖で。 友 人 同 士 の会話。 一方があ る 本 を 指 さ し な が ら 言 う ]

* r こ の本 併 名古屋 手 ベス ト セ ラ ー に な っ て る ら し い よ j

1 20a ) [大学改革 に つ い て 大勢の前で説明 し 始め る 】

「私た ち の 大学で改革 に 反対す る 人 は む し ろ 少数で し た J

1 20b ) [大学改革 に つ い て 大勢の前で説明 し 始 め る 1

* r私た ち の大学 併 改革 に 反対す る 人 は む し ろ 少数で し た 」

し か し ， 以下 の よ う な 例では デ格 の 位 置 に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 が現れ る 。 た だ ， こ れ は 意 味 の 近 い

も と の 助詞 を 復元す る と . rでj と い う よ り は . rではj あ る い は 「 は J に な る 。

12 1a )  【 台湾 出 身 の 知 り 合 い に尋 ね る }

「台湾で旧暦 手 使 っ て る よ ね? J

1 2 1 b )  [ 台湾 出 身 の 知 り 合 い に 尋 ね る 】

「台湾 併 旧 暦 併 使 っ て る よ ね? J 

1 2 1 c )  [ 台湾 出 身 の 知 り 合 い に 尋 ね る l

「台湾では 旧 暦 手 使 っ て る よ ね? J

1 2 1 d )  【 台湾 出 身 の 知 り 合 い に 尋 ね る l

「台湾 は 旧 暦 併 使 っ て る よ ね? J 

ま た 以下 の よ う な 例では 「が」 ゃ 「 はj に し た 方 が よ り 発話 の 意 図 に 近 い か も し れ な い 。

1 22a ) [ 普段家で飲んでい る 日 本酒 の 銘柄 に つ い て 話 し て い る ]

「 う ち で飲 んでい る の は 月 桂冠j

122b)  [普段家で飲んでい る 日 本酒 の 銘柄 に つ い て 話 し て い る 】

「 う ち 併 飲 んでい る の は 月 桂冠」

122c )  [普段家で飲 んでい る 日 本酒 の 銘柄 に つ い て 話 し て い る 1

「 う ち が飲 んでい る の は 月 桂冠J
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4. 4. 6. 動作主体を表すデ格

動作主体 を 表す デ格 も 前節 と 事情 が よ く 似 て い る 。 復元 し て 助詞 を 入 れ て み る と 「 で j よ り

も 「が」 あ る い は 「 は 」 の ほ う が発話の意 図 を も っ と も 的確 に 反映 し て い る と 思 わ れ る の で あ

る 。

103a ) [片づけ を 手伝お う と し た 人 に 言 う ]

「後 は 私 た ち で や り ま す のでJ

103b ) [片づけ を 手伝 お う と し た 人 に 言 う I

「後 は 私 た ち 併 や り ま す の で」

1 03c ) [片づけ を 手伝お う と し た 人 に 言 う }

「後 は 私 た ち がや り ま す のでJ

1 04a ) [ あ る 大学 に つ い て 噂 し て い る ]

í A 大学 で学部新設 を 計画 し て る ら し い よ J

104b ) [ あ る 大学 に つ い て 噂 し て い る 1

í A 大学 手 学部新設 を 計画 し て る ら し い よ 」

1 04c ) [ あ る 大学 に つ い て 噂 し て い る ]

í A 大学 は学部新設 を 計画 し て る ら し い よ 」

限定的 な 範 囲 を 表す 「で」 や動作主体 を 表す 「で」 が 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 化 す る こ と が で き る と す

れ ば， こ れ は ， か な り 主題性が高 ま っ て い る こ と と 表裏 を な す と 言 え る 。 こ の 点 は ， 丹 羽 哲 也

( 1989 ) の 主張 に 合致 し て い る 。 但 し ， 丹羽 ( ibid . ) は 主題性が高 ま れば特 に 助 詞 を 問 わ ず に 無

助詞化が可能 で あ る と し て い る が， 用 法 に よ る 制限があ る こ と は 我 々 が確 認 し て い る と お り で

あ る 。

4. 4. 7. 様態のデ格

様態 を 表す デ格 は ， 無助詞 に す る こ と は できな い 。

1 25a ) [親が子 ど も に 向 か つ て 注意す る ]

「掃 除 し た ばっ か り な ん だ か ら ， 裸足で歩 く な よ 」

1 25b ) [親が子 ど も に 向 か つ て 注意す る ]

* í掃除 し た ばっ か り な ん だか ら ， 裸足 掛 歩 く な よ 」

1 26a ) [母親が町 内 の 旅行 に 娘 を 誘 う 。 娘がそ れ に 答 え る }

「団体で あ ち こ ち 行 く の 併 い や だ な 」

1 26b ) [ 母親が町 内 の 旅行 に 娘 を 誘 う 。 娘がそ れ に 答 え る ]

* í 団体 併 あ ち こ ち 行 く の 併 い や だ な 」

「一 人で」 の 「で」 が落 ち た 「一人」 と い う 形態があ る が， こ れ は 文体 の み な ら ず意 味 も 異
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な っ て い る 。

127a) 一 人で電車 に 乗 る 。

1 27b ) 一 人一電車 に乗 る 制。

後者の f一人」 は副詞 的 に 機能 し て い る が， 1電車 に 乗 っ た 」 時 の状況が 「一人」 であ っ た と

い う こ と であ り ， 共 同 作業でな い こ と を 表す 「一 人でj と は 意味がず れ て い る 。 従 っ て ， 本 質

的 に ， 他人の動作 に つ い て は 「一 人でJ は不 自 然 と な る 。

1 28a ) ??? 一 人で悲 し み に 暮 れ る 。

1 28b ) 一 人 悲 し み に 暮 れ る 。

ま た ， 逆 に 事態 を 結果的 に 評価 し て 「一人」 であ っ た と 述べ る ので な け れ ば 「 一 人 j が不 適

切 と な る 。

1 29a ) 一 人で行 け よ 。

1 29b ) * 一 人 行 け よ 。

こ れ ら は語葉機能 だ けでな く ， さ ま ざ ま な 相違 を 含 んでお り ， 同 一 語 の 有 助 詞 形 と 無 助 詞 形

と 見 る べき根拠は全 く な い 。 ( ゼ ロ 助 詞〉 の現象 と は 別 と 見 る べきだろ う 。

4. 4. 8. 限度のデ格

限度 を 表す 「でJ は 無助詞 にできな い 。

130a) ( 1 申 し 込 め ば誰で も 受講でき ま す か」 と い う 質 問 に 答 え て ]

「 い い え 。 百人で募集 を う ち 切 り ま す」

130b ) ( 1 申 し 込 め ば誰で も 受講でき ま す か」 と い う 質 問 に 答 え て ]

* 1 い い え 。 百人 併 募集 を う ち 切 り ま す」

131a )  ( お 庖 の営業時間 を 聞 か れ て 答 え る ]

1 8 時で閉 庖 し ま すj

131b )  ( お 庖 の営業時間 を 聞 か れ て 答 え る ]

1 8 時 併 閉 庖 し ま す」

4. 4. 9. 基準のデ格

基準の 「でj は 無助詞が可 能 な 場合があ る が， 無制限 に 可能 な わ け で与 は な い 。

132a ) (靴下 を 安 く 買 っ た と い う 話 を し た と こ ろ ， 値段 を 聞 か れ て 答 え る ]

「三枚で 800円J

132b ) (靴下 を 安 く 買 っ た と い う 話 を し た と こ ろ ， 値段 を 聞 かれて 答 え る }

40) I一人jは副詞 と み な す考えもあり得るので， ここでは〈 ゼ、ロ助詞〉の表示 を しない。 この点につい て
は， 稿 を 改めて論じる。
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「三枚� 800円j

但 し ， 長 く 丁寧な 文では無助詞 が不 自 然 に な る 。

133a ) [遊園地 に 5 人で連れ立 つ て 入 ろ う と す る 。 窓 口で料金 を 払 う と き に ]

「 そ れでは ， 五 名 様で 1 7 ， 500 円 に な り ま すj

133b ) [遊園地 に 5 人で連 れ立 つ て 入 ろ う と す る 。 窓 口で料金 を 払 う と き に l

? ? っ 「 そ れでは ， 五 名 様� 1 7 ， 500 円 に な り ま す」

4. 4. 10. デ格のま と め

デ格の 名 詞句で無助詞 に な る 用 法 と し て 考 え る べ き は ， 実質 的 に は 「 場 所 を 表す デ格 j の み

だ と 言 え る だ ろ う 。 こ の場 合 の 「場所J に は ， 抽象 的 な 場所や領域 ・ 分野 ， ま た そ の 拡 張 用 法

も 含 む 。 ほ か に ， 最前検討 し た 「基準 を 表す 用 法」 も あ る が， こ れ は 用 法 の 狭 さ や 無 助 詞 化 の

条件の特異性か ら や や例外的 な も の と し て 扱 っ て も よ い よ う に思わ れ る 。

4. 5. 卜 格

格助詞 の 「 と J は 無助 詞 にで き な い 。 「 と J は 共 同 動作 の 相 手 を 表す ほ か， I 同 じ J I 違 う J な

ど関係 を 表す表現で比較の対象 を マー ク す る の に 用 い ら れ る 。 い ず れ の 用 法で も 無 助 詞 に は で

き な い 。

134a ) [友人 と 北海道 に 行 っ た と き の こ と を 話 し て い る 。 「 一 人 で、行 っ た の? J と 聞かれ て ]

「桜井 と 行 っ た ん だ よ J

134b ) [友人 と 北海道 に 行 っ た と き の こ と を 話 し て い る 。 「 一 人で行 っ た の? J と 聞か れ て 1

* I桜井 併 行 っ た ん だ よ J

135a ) [試験の成績が よ か っ た 理 由 を 聞か れ て }

「前の 日 勉強 し た 問 題 と 同 じ だ‘ っ た ん だ よ j

135b ) [試験の成績が よ か っ た 理 由 を 間 か れ て 】

* I前の 日 勉強 し た 問 題 併 同 じ だ っ た ん だ よ J

接続助詞 の 「 と 」 は ， 関西方言 な どで 「行 こ う 併 思た ん や け どj の よ う に 話 し 言葉で無 助 詞

に な る こ と があ る が， 東京方言では こ の種 の 無助詞 は 見 ら れ な い 。 本稿で は 格助 調 に つ い て 検

討 し て い る ので， こ の 点 は 論 じ な い 。

4. 6. ノ 格

こ れ ま で取 り 上げた助詞 と 「の」 は性質 を 異 に し て い る 。 「が ・ を ・ に ・ へ ・ で ・ と j な ど は

連用 修飾成分 を 作 る が， I の J は 一 般 に ( 従属 節での 「 ガ / ノ 交替」 な どの 現象 を 除 け ば ) 連

体修飾成分 を 形成す る 。 「 の j は 用 法 ご と に 分 けず に ， 全体的 に無助詞が成立す る 条件 を 検討す
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る 。 ま た ， rの」 の無助詞 と 見 る こ と も 不可能では な い が， 総主文の助詞 の 無助詞 化 と 見 る べき

も の も あ る 。

1 36a ) [東京に初め て 出 て き た 友人 と 皇居付近 を 歩 い て い る と ， そ の友人が言 う ]

「東京 併 緑 併 多 い ね」

こ れ は ， 次 の ( 136b ) の よ う の助 調 を 復元 し て 補充す る と 不 自 然であ る 。 ( 1 16c ) の よ う に 考

え る 方が 自 然 だ ろ う 。

136b ) [東京 に初め て 出 て き た 友 人 と 皇居付近 を 歩 い て い る と ， そ の友人が言 う 】

* r東京 の 緑 は 多 い ね j

こ れ は も ち ろ ん 「 は 」 でな く 「がJ に し て も 不 自 然であ り ， 無助詞 に し て ， r東京 の 緑 併 多 い

ね」 で も お かし い 。 つ ま り ， r の j が用 い ら れて い る こ と に 不 自 然 さ の 主因 があ る と 考 え る べき

であ る 。

136c) [東京 に初め て 出 て き た 友 人 と 皇居付近 を 歩 い て い る と ， そ の友人が言 う 1

「東京 は緑が多 い ね 」

次の例文 に 関 し で も 同 じ こ と が言 え る 。

137 a)  [職場 の 同 僚 同 士の会話。 一 方 が 「最近， 課長の機嫌が よ く て ， ほ ん と 助 か る よ 」 と

言 っ た の に 対して1

「課長 手 お子 さ ん が大学 に 受 か っ た の よ 」

137b ) [職場 の 同 僚 同 士の会話。 一 方 が 「最近， 課長の機嫌が よ く て ， ほ ん と 助 か る よ 」 と 言つ

た の に対 し て }

??? r課長 の お 子 さ ん が大学 に 受か っ た の よ 」

137 c )  [職場 の 同 僚 同 士の会話。 一 方 が 「最近， 課長の機嫌 が よ く て ， ほ ん と 助 か る よ 」 と 言っ

た の に対 し て ]

「課長 は お 子 さ ん が大学 に 受 か っ た の よ J

( 137b ) の よ う に 「課長 の お 子 さ ん が…」 と す る と ひ ど く 不 自 然であ る 。 ま た ， 次 の 例で も

「 の 」 を 考 え る と ， や や不 自 然であ る 。 ( 138b ) の よ う に 「お前の ヒ ゲ…」 と い う よ り は ( 138c )

の よ う に 「お前 は ， ヒ ゲ…j と 考 え た 方が， ( 138a ) の発話意 図 に 近 いであ ろ う 。

138a ) [友人の顔 を ま じ ま じ と 見 な が ら 言 う ]

「お前 併 ヒ ゲ 併 濃 い な 」

138b ) [友人の顔 を ま じ ま じ と 見 な が ら 言 う I

「お前の ヒ ゲ 手 濃 い な 」

138c ) [友人の顔 を ま じ ま じ と 見 な が ら 言 う ]

「お前は ヒ ゲ 千 濃 い な 」

( 138b ) では 「 お前の ヒ ゲJ が主題化 し て い る 。 こ れ ら は統語構造上 「 の 」 を 挿入す る こ と は
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不可能で、 は な い が， 文脈の 中での 〈 ゼ ロ 助詞 〉 の機能 を 考 え て い る 本稿 の 立場 か ら す れ ば， rの」

の 無助詞化の例 と は 見 る わ け に 行か な い 。 こ れ ら は ， r課長j や 「お前J が主題化 し て い る こ と

か ら も 分か る よ う に ， 総主文の無助詞化 と し て扱 う 必要があ る 。 4 . 7 . 節で論 じ る こ と に す る 。

さて ， 本稿で 「 の J の 無助詞化 と 見 る の は ， 以下 の よ う な 例であ る 。

139a) [居間 。 姉 が窓 を 指 き し な が ら ， 弟 に 向 か つ て 言 う }

「そ こ の 窓 併 し め て」

139b ) [ 居間 。 姉 が窓 を 指さ し な が ら ， 弟 に 向 か つ て 言 う ]

「そ こ 併 窓 併 し め て 」

140a ) (風呂 か ら 上が っ て 夫 に 妻が尋ね る ]

「 ね え ， お風呂 の ガス 手 止め た? J 

140b ) 【風呂 か ら 上が っ て 夫 に妻 が尋 ね る I

「 ね え ， お風日 手 ガス 併 止め た? J

141 a )  [妹が一人大音量で音楽 を 聴 い て い る と こ ろ に ， 兄が来 て 言 う ]

「 お い ， ステ レオの ボ リ ュ ー ム 併 下 げろ よ j

141 b )  [妹が一人大音量で音楽 を 聴 い て い る と こ ろ に ， 兄が来 て 言 う }

「 お い ， ステ レオ 併 ボ リ ュ ー ム 併 下 げろ よ 」

142a ) [遅刻 し て 駆 け 込 んで き た 同 僚 に 「 ど う し た の? J と 尋 ね る 。 そ れ に 同 僚 が答 え て ]

「 い や あ ， 総武線 の 電車 併 止ま っ ち ゃ っ て き あj

142b ) [遅刻 し て 駆 け 込 んで き た 同 僚 に 「 ど う し た の? J と 尋 ね る 。 そ れ に 同 僚 が答 え て }

「 い や あ ， 総武線 併 電車 併 止ま っ ち ゃ っ て き あ 」

実 は ， こ れ ら も 最初の無助詞 名 詞 が主題化 し て い る と い う 点で は ， 先 ほ ど の 総 主文 の 無 助 詞

化の よ う 例 に 近 い と こ ろ があ る 。 細 か い機能の差は ， 4 . 7 . で検討す る こ と に し て ， こ れ ら が全

体 と 部分の 関係 が成立 し て い る こ と を 確認 し て お こ う 。

こ れ ら の 用 例 は ， そ こ ( と い う 場所 ) と 窓 ， お風呂 と ガス ， ス テ レ オ と ボ リ ュ ー ム ， 総 武線

と 電車がいずれ も ， {全体 と 部分〉 と い う 関 係 に な っ て い る 。 後 者 が ， 前者 の 一 部 と し て 属 し

て い る と 言 っ て も い い 。 「 の J は常 に こ う い う 関係 を 表示 し て い る わ け は な く ， r君 の カ バ ン J

な どは全体 と 部分 と い う 関 係 に は な っ て い な い 。

143a ) [ カ バ ン の 留 め 金が壊 れて い る の に気づい て ， 言 う ]

「君の カ バ ン 手 壊れ て る ぞ」

143b ) [ カ バ ン の留 め金が壊 れて い る の に 気づい て ， 言 う 】

つ?? r君 千 カ バ ン 併 壊 れ て る ぞ」

後者が非文 に な ら な い と 感 じ る 人 も ， 両者の意味が同 じ だ と 思 う こ と は あ る ま い 。 後 者 は ，

明 ら か に 総主文の無助調 化文で 「君は カ バ ン が壊れ て い る ぞj を 無 助 詞 化 し た も の であ る 。 そ
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こ で， 以 下 の よ う な 仮説 を 立て て お く こ と に す る 。

144 )  rのj の 〈 ゼ 口 助調〉 化に関す る 規則

rx ノ YJ と い う 形態 の 名詞句で 「 の 」 に 関 し て 〈 ゼ ロ 助詞 〉 化が可 能であ る 場合 に は ，

X と Y は 〈全体 と 部分〉 の 関 係でな け れ ば な ら な い 。 す な わ ち ， r (全体》 ノ 〈部分> J 

と い う 意味関係が成 り 立つ場合 に の み ， r の 」 の無助詞化が ラ イ セ ン ス さ れ る 。

無論， 全体 と 部分の}II貢序が逆転 し て い て は い け な いへ 以上の例文で も ， ド ガ ス 4 風日 併 止 め

た? J や ド ボ リ ュ ー ム 世 ス テ レ オ 併 下 げ ろ よ 」 や ド 電車 世 総武線 併 止 ま っ ち ゃ っ て さ あ j は

不適切 で、 あ る 。 ( 139 ) だ け は ， r 窓 併 そ こ 4 し め て 」 が成立す る が， こ れ は ， ( 139b ) の 「 そ こ

世 窓 併 し め て 」 と は 意味が異 な っ て お り ， r窓」 の う ち 「そ こ j に あ る も の を 「 し め て 」 と い う

こ と であ り ， や は り 〈全体 と 部分〉 の 関 係が成立 し て い る 。

4. 6. その他の格

どの助詞 を 格助詞 と す る か に つ い て は ， い く つ か の 見解 があ り ， 唯 一 の統一 的 見 解 が与 え ら

れて い る わ け で、 は な い 。 こ こ ま で、で扱 っ た 「が ・ を ・ に ・ で ・ へ ・ と ・ の 」 の ほ か に検討 す べ

き は ， r ま で ・ よ り ・ か ら J な どであ ろ う 。 「 ま で ・ よ り J な ど は 格 助 詞 と 認 め な い 学 者 も あ る

が， こ こ では ， 一応格助詞 と し て検討 し て お く 。

145 ) 大学か ら 自 宅 ま で歩 く 。

146 ) 去年 よ り 今年 は 桜 の 開花が早 か っ た 。

147 ) 朝 か ら 晩 ま で図書館 に い た 。

こ れ ら の例 文 中 の 「 ま で ・ よ り ・ か ら 」 は どん な 文脈環境 を つ く っ て も 無 助 詞 に す る こ と が

で き な いへ

4 .7 . 総主文な ど

総主文 と は ， r象 は鼻が長 い 」 と い っ た ， {X は Y が z > と い う 形式 を と る 丈 の 総称であ

る が， こ の穫の 文で も 〈 ゼ ロ 助詞 〉 を 確認す る こ と がで き る 。 ( 136a ) の 「東京 併 緑 世 多 い ね J ，

( 137a ) の 「課長 手 お 子 さ ん が大学 に 受か っ た の よ J ， ( 138a ) の 「 お前 千 ヒ ゲ 世 濃 い な 」 な ど も

そ う であ る が， ほ か に も 多 く の 用 例 があ る 。

41) ["鱒寿 司の富山 J[" 食い道楽の大阪Jなどの例は， 一 見 ， 逆転した〈部分 と 全体〉の 関 係のよう に 見え
るが， 全体に付 属 している部分か と いう観点で見る と ， そもそもこれらは互いに部分でも全体でもない
と いうこ と が分かる。

42) ["ここ 世 市街地が一望できるんだ」のような例文では〈 ゼロ助詞〉を「から」で復元するこ と も可能で
ある。 しかし， [" ここは」 と いう主題 と 見る方が自然であり. ["からj と は少し発話自体の意味がずれ て
いる。「から」の無助詞形 と 見る積極的な証左はない。
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148a ) [東大の キ ャ ン パ ス を 歩 き な が ら ]

「東大 千 意外 と 女子 千 多 い ね」

148b ) 【東大 の キ ャ ン パ ス を 歩 き な が ら I

「東大 は 意外 と 女子が多 い ね」

149a ) [ r フ ラ ン ス 語 併 始め て み ょ う か な j と い う 友人 に ]

「 フ ラ ン ス 語 併 発音 併 難 し い よ 」

149b ) 【 「 フ ラ ン ス 語 4 始め て み ょ う か な 」 と い う 友人 に l

「 フ ラ ン ス 語 は 発音が難 し い よ 」

( 148a ) ( 149a ) は ， そ れぞれ ( 148b ) ( 149b ) の 総 主文 の 無助詞化 に よ っ て 生 じ た と 見 る こ と

がで き る 。 し か も ， こ れ ら は . r は 」 も し く は 「 がJ の み の一方の助詞 を 残 し ， 他方 を 無助 詞 に

す る こ と 可能であ る 。

148c ) [ 東大 の キ ャ ン パ ス を 歩 き な が ら ]

「東大 は 意外 と 女子 併 多 い ね 」

148d ) [東大の キ ャ ン パ ス を 歩 き な が ら 1

「東大 掛 意外 と 女子が多 い ねj

149c)  [ r フ ラ ン ス 語 科 始め て み ょ う か な j と い う 友人 に1

「 フ ラ ン ス 語 は 発音 併 難 し い よ j

149d ) [ r フ ラ ン ス 語 併 始め て み ょ う か な j と い う 友人 に 】

? r フ ラ ン ス 語 併 発音が難 し い よ 」

「 は j を 無助詞 に し て 「が」 を 残す と や や 座 り が わ る い こ と も あ る よ う だ 。 ( 149d ) で は ，

「 フ ラ ン ス 語では な に が難 し い と い う と 発音が難 し いj と い っ た 意味合い に な っ て お り ， 友 人 は

「 フ ラ ン ス 語が難 し いJ あ る い は 「 フ ラ ン ス 語 ( の学習 ) で難 し い要素があ る 」 と い う こ と は 一

切 言 っ て い な い ので， フ ラ ン ス 語の学習 に は何か難 し い こ と があ る と い っ た前提 が あ る よ う な

発言 に な っ て い る ( 149d ) は不 自 然 な のであ る 。 逆 に 言 え ば. ( l49d ) では . r フ ラ ン ス 語 は X

が難 し いj と い う 前提があ り . r発音」 に 焦 点 が当 た っ て い る のであ る 。 ( 148d ) がそ れ ほ ど不

自 然でな い の は . r大学 に 関 し で あ る 種の も の が多 く 存在す る 」 と い う 特質 に つ い て 語 る こ と は

特 に前提がな け れ ば語 れ な い よ う な 特殊 ・ 特定の 内 容 で は な い 。 ま た . r学生の男女数 ( あ る い

は 男 女比 ) J に つ い て 語る こ と は ， 現 に キ ャ ン パ ス 内 に存在す る 男 子学生 ・ 女子学生 を 目 に し て

い る 状況では ， 唐突 と い う こ と が な い 。 し か し ， 焦点が当 た っ て い る こ と は事実で. r 男 子で は

な く 女子 こ そ が多 い J と い う ( ど う い う 基準 を も と に し て い る か は 分 か ら な い が ) 判 断 を 下 し

て い る こ と は確かで、 あ る 。

150a ) [珍 し く ワ ン ピ ー ス を 着 て い る 洋子 を 見 な が ら ， 友人同士が話 し て い る ]

「洋子 ち ゃ ん 併 あ の ワ ン ピ ー ス 併 似合 う ね」
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1 50b ) [珍 し く ワ ン ピ ー ス を 着 て い る 洋子 を 見 な が ら ， 友人同士が話 し て い る ]

「洋子 ち ゃ ん は あ の ワ ン ピ ー ス が似合 う ねJ

150c)  【珍 し く ワ ン ピ ー ス を 着 て い る 洋子 を 見 な が ら ， 友人同士が話 し て い る ]

「洋子 ち ゃ ん は あ の ワ ン ピ ー ス 併 似合 う ねJ

1 50d ) 【珍 し く ワ ン ピ ー ス を 着 て い る 洋子 を 見 な が ら ， 友 人 向土が話 し て い る I

「洋子 ち ゃ ん 千 あ の ワ ン ピ ー ス が似合 う ね」

( 150 ) では よ り 違 い が鮮明 に な る 。 ( 150b ) ( 150d ) の よ う に 「がj が あ る も の で は 「 ほ か な

ら ぬ ， あ の ワ ン ピ ー ス が似 合 う j と い う 意 味 が前 面 に 出 て く る 。 こ れ に 対 し . Iがj の な い

( 150a ) ( 150c ) では . Iあ の ワ ン ピ ー ス 」 は 「彼女 に似合 っ て い る J と い う こ と だ け を 伝 え て お

り ， ほ かの ワ ン ピ ー ス では な く 「 あ の ワ ン ピ ー ス 」 こ そ が と い う 排 他 的 な 意 味 を 感 じ る こ と は

な い 。 「が」 と い う 格助詞があ れ ば， 排他的解釈が生 じ う る と い う こ と は確認で き る 。 そ う い う

前提で ( 148 ) ( 149 ) を 見 て み る と ， こ れ ら で は ( 150 ) ほ ど 明 確 な 差 が 出 て こ な い 。 こ れ は ，

( 150 ) で は 「 あ の ワ ン ピ ー ス j と い う か な り 特 定 度 の 高 い 指示 を し て い る の に 対 し . ( 148 ) 

( 149 ) の I ( 人間 の種類 に お け る ) 女子J I ( 語学 の 難し さ の要素の う ち の ) 発音j な ど は あ ま り

特定度が高 い と 言 え な い こ と と 関係して い る の だ ろ う 。

1 5 1 a )  【公園 を 歩 き な が ら 話 し て い る 1

「 こ の公園 4 桜 の 木 手 多 い ねj

1 5 1 b )  [公園 を 歩 き な が ら 話 し て い る 】

「 こ の 公園は桜 の 木が多 い ね J

15 1c ) 【公園 を 歩 き な が ら 話 し て い る 】

「 こ の公園は 桜 の 木 千 多 い ねJ

1 5 1 d )  [公園 を 歩 き な が ら 話 し て い る l

「 こ の公園 4 桜 の 木が多 い ね」

や は り . Iが」 の あ る ( 151b ) ( 15 1 d ) で は . r ほ かの 木では な く 桜 の木が多 い 」 あ る い は 「 ほ

か の 木 よ り も 桜 の木が多 い 」 と い う 意 味合 い が強 く 出 る 。 公園 に 植 わ っ て い る 木 の 種類 の う ち

で 「桜 の 木」 と い う の は や や 特定度が高 い と い う こ と が言 え る か ら だ ろ う 。 逆 に ， 非 常 に 特 定

度 の 高 い場合では ， 以下 の よ う に 「がj を つ か っ た排他的解釈がな さ れ な い と 不 自 然 に な る 。

152a)  [ ラ ー メ ン 屋で ラ ー メ ン を 前 に ， 友人 に 言 う l

? I こ の 庖 併 こ の み そ ラ ー メ ン 併 う ま い ん だ よ 」

152b ) [ ラ ー メ ン 屋で ラ ー メ ン を 前 に ， 友人 に 言 う 1

「 こ の 庖 は こ の み そ ラ ー メ ン が う ま い ん だ よ 」

152c )  [ ラ ー メ ン 屋で ラ ー メ ン を 前 に ， 友 人 に 言 う l

??? I こ の 庖 は こ の み そ ラ ー メ ン 併 う ま い ん だ よ 」
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152d ) [ ラ ー メ ン 屋でラ ー メ ン を 前 に ， 友人 に 言 う ]

「 こ の 庖 併 こ の み そ ラ ー メ ン が う ま い ん だ よ j

特 に ， ( 1 52c ) は不 自 然 だ ろ う 。 < ゼ ロ 助詞 〉 の 機能 と ， 排他的解釈， ま た 焦点 と 前提 の 問 題

に つ い て は ， 第 5 章で詳 し く 論 じ る 。

4. 8. 格 と 無助詞の対応の ま と め

ま ず， ガ格 ヲ 格では 用 法 に よ る 無助詞化の制限は な い 。 「 に 」 は ， 直接受動文 ・ 使役 文 ・ ( 形

容動詞 な ど を ) 連用成分 に す る 用 法 な どでは 無助詞化ができな い が ， そ れ以 外 の 一 般 的 用 法で

は無助調 化が可能 に な る こ と があ る 。 < ゼ ロ 助詞 〉 が用 い ら れ て い る 場 合 は 主題性 が高 ま っ て

い る と 解釈できる 場合 も あ る 。 「へ」 は ， I に 」 の 用 法の 一部 と 重 な っ て い る と 見 る こ と ができ

る が， 無助調 化が可能で、 あ る 。 「で」 は基準 の 用 法 を や や 例 外 的 な も の と 見 る と ， 場所 の 用 法

( 領域や 分野 な ど広 い 意味での 「場所J ， 拡張用 法 な ど も 含 む ) での み 無助 詞 化 が可 能で， そ れ

以外の 用 法では無助詞化できな い 。 「 に 」 は 「へ」 と 重 な る 用 法 を 含 む 多 く の 用 法で無 助 調 化 が

見 ら れ る の に 対 し ， Iで」 は無助詞化はきわ め て限 ら れて い る 。 場所 を 表 す 用 法で は ， I に J で

も 「で」 の 〈 ゼ、 ロ 助調 〉 を 観察できる 。

「 と J Iか ら J I ま でJ I よ り j では ， いずれ の 用 法で も 無助 調 化 は 不 可 能であ る 。 つ ま り ，

「が ・ を 」 は どの 用 法で も 無助詞化が可能， I と ・ か ら ・ ま で ・ よ り 」 は ど の 用 法で も 無助 詞 化

が不可能， そ の 中 間 の グ レ ー ゾー ン に あ る の が， I に 」 と 「で」 だ と 言 え よ う 。 「 へ 」 は 基 本 的

に広意味のでの場所格用 法の み な ので， 用 法 に よ ら ず無助詞化が可 能 だ と い う こ と に な る が ，

本稿では 「 に 」 の ー変種 と L て扱 っ た 。 格助詞 の 無助調 化 に も ， 格助 詞 の 階 層 が反映 し て い る

と い う 指摘叫 があ る が， あ る 意味で こ こ ま での検討 は こ の指摘 と 矛 盾 し な い と 言 え る だ ろ う 。

こ れ を ， ま と め て お こ う 。
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「 の 」 も 無助詞 化が可 能であ る が， こ れ は上の格助詞 と は や や 問 題の 性 質 に 違 い が あ る と 考

え た 方 が よ さ そ う であ る 。 「の」 の無助調化 は ， IX の YJ が I <全体〉 の 〈部分> J と い う 意

味関 係 に な っ て い る 場合 に 限 ら れ る 。

43) 角田太 作氏 ( 東大文学部文化交流施設教授)よりの私信。
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1 53a ) [ 自 分 の 子供 を 友 人 に 紹 介す る ]

「 こ れ が， う ち の 子ですJ

1 53b ) 【 自 分 の 子供 を 友人 に 紹介す る ]

* I こ れが， う ち 千 子です」

こ の例では I (全体〉 の 〈部分> J と い う 意味関係が成 り 立 っ て い な い の で非 文 と な る 。 ま

た ， 全体 と 部分の 関係 は物理的 な も のでな け れ ばな ら な い 。

154 )  [居間 。 兄が弟 に 言 う ]

「そ こ の 窓 世 鍵 千 か け ろ よ j

上の例文では ， I窓」 と 「鍵J が物理 的 な 全体 と 部分の 関 係 を 満 た し て い る 。 し か し ， こ れ ま

での検討では ， IのJ の 無効詞 と 見て い い多 く の 例 は ， 総主文の無助詞化 と 共通す る と こ ろ が多

し 、 。

総主文の無助 詞 化 は 「 は J Iが」 の いずれ に 対応す る 部分で も む助詞 化が可能であ る が， IがJ

があ る と 不 自 然 に な る 場合があ り ， こ の こ と と 関連 さ せて ， 次章では 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の 機 能 を 考

察す る 。

5 .  { ゼ 口 助詞〉 の機能

5. 1. 脱焦点化機能

あ る 特定の場面では ， ( ゼ ロ 助詞 〉 が適切で助 詞 があ る と 逆 に 不 自 然 に な る と い う こ と は ，

早 く か ら 指摘 さ れ て き た 。

155a ) [ 暑 い 目 。 外 か ら 汗 だ く で帰 っ て き た 子 ど も に 親 が尋 ね る ]

「お水 世 ほ し い? J 

155b ) [暑 い 目 。 外 か ら 汗 だ く で、帰 っ て き た 子 ど も に親が尋 ね る 1

? Iお水がほ し い? J 

外か ら 戻 っ て き た 子 ど も がの どが渇 い て い る だ ろ う と 考 え て ， 親 が尋 ね る な ら 「 お 水 千 ほ し

い? J の ほ う が 自 然であ る 。 「 お水がほ し い? J と い う の は ， Iほ し い も の は 水 な の ? J と い っ

た意味合 い が前面 に 出 る 。 た だ ， の どが渇 い て い る と き に は普通水 を 飲 む と い う こ と も あ り ，

ま た ， 家 に 戻 っ た 子 ど も に 親が何か飲み物 を 与 え る こ と が十 分 あ り 得 る こ と だ と い う こ と も あ

り ， Iお水 な の? J と い っ た 趣 旨で尋ね る こ と が不 自 然 だ と は 言 え な い 。 ( 155b ) が至 極 自 然 だ

と も 言 え な い も の の ， 逆 に ひ ど く 不 自 然で も な い の は ， こ う い っ た 事情 に よ る も の だ ろ う 。 次

の例では 違 い が も っ と 鮮明であ る 。

156a) [ 母親が居間 に い る 子 ど も た ち の と こ ろ に 来 て ， 言 う ]

「 ケ ー キ 千 ほ し い? J 
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156b ) [ 母親が居間 に い る 子 ど も た ち の と こ ろ に 来 て ， 言 う ]

* Iケ ー キ がほ し い? J 

前者で は 「 ケ ー キ 」 に 焦点があ た っ て い る こ と がは っ き り す る 。 こ の 場 面 で ， 母 親 が聞 き た

い こ と は ， Iほ し いj が 「ケ ー キ 」 であ る か ど う か と い う こ と で は な く ， I ケ ー キ j に つ い て 子

ど も た ち が 「 ほ し い」 と 思 う か ど う か と い う こ と で あ り ， I ケ ー キ j と 「 ほ し いj は 情報 と し て

同 じ 重 み を 持 っ て い る と 見 る こ と がで き る 。 ( 156b ) で は ， I ケ ー キ 」 に 焦 点 があ た っ て し ま い ，

そ の た め に 「 ほ し い」 が前提 と し て 解釈 さ れ る こ と に な っ て い る 。 こ の こ と が， ( 1 56b ) を 不 自

然 な も の に し て い る 。 ま た ， 談話 に お け る 知 識 の 新 旧 が 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の 可否 に 影響す る か と い

う と ， ( 156 ) に 関 し て は影響す る と は 言 え な い 。 ( 156 ) で は ， Iケ ー キ 」 が新知 識 と し て 導 入 さ

れ て い る が， こ れ以前 に ， Iケ ー キj の 知識 を 与 え て も 特 に 状況 は 変 わ ら な い 。

157 a )  [ 母親が居間 に い る 子 ど も た ち の と こ ろ に 来 て ， 言 う 】

「 ね え ， ケ ー キ 併 も ら っ た ん だ け ど ね 。 ど う ? ケ ー キ 併 ほ し い? J

157b ) [ 母親が居間 に い る 子 ど も た ち の と こ ろ に 来 て ， 言 う I

* Iね え ， ケ ー キ 併 も ら っ た ん だ け ど ね 。 ど う ? ケ ー キ カfほ し い? J

( 157b ) の不適切 さ は や は り 変 わ ら な い 。 唐 突 に 提示す る か と い っ た こ と は 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 の 使

用 に こ の場 合関 わ っ て い な い 。

こ こ で は ， < ゼ ロ 助詞 〉 が情報 と し て 同 じ 重 み を 持つ よ う に 作用 し て い る と 見 る こ と に す る 。

「情報 と し て の重み」 は必ず し も 〈 焦点 ( focus ) } と 全 く 同 じ こ と を 意味 し な い か も し れ な い が ，

〈 ゼ ロ 助詞 〉 がつ く こ と で 「が」 の あ る 名 詞 句 に対す る 焦点が解 消 さ れ て い る と 解 釈 す れ ば，

〈 ゼ ロ 助調 〉 の機能は 〈脱焦点化 ( defocusing ) > と 見 る こ と が可 能であ る 。 以 下 ， こ の 観 点 か

ら 考察 ・ 検討 し て い く 。

ま ず は ， 以下 の よ う な 定義 を 与 え て お く こ と に す る 。 な お ， NP は 名 詞 句 ， CM は 格 助 詞 ，

併 は こ れ ま で通 り 〈 ゼ ロ 助詞 > ， Pred は 述部要素であ る 。 ま た ， InfoP ( x ) は 「 そ れ を 含 む 文

に お け る ， x の情報 と し て の重要度J を 意味す る 表示形式 と す る 。

158 ) < ゼ ロ 助調〉 の脱焦点、化 に 関 す る 仮説

〈 ゼ ロ 助詞 〉 は 脱焦点化機能 を 有す る 。 脱焦点化機能 と は ， NP-CM-Pred と い う 形式 の

文 の 中 で ， NP が最重要情報で あ る ， す な わ ち ， InfoP ( NP )  > InfoP ( Pred ) が成 り 立

つ ， と 解釈 さ れ る の を 回避す る 機能 で あ る 。 従 っ て ， NP- � -Pred と い う 文で は ， 情報 の

重要度 は InfoP ( NP ) 孟 InfoP( Pred ) と 解釈 さ れ る 。

た と え ば， ( 157 ) の よ う な 違 い は 「がj に 限 ら な い 。 「 を j に 関 し で も 見 る こ と がで き る 。

159a ) [帰宅 し た ばか り の 子 ど も に 母親が尋 ね る l
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「 ね え ， ご飯 併 食べ る ? J 

1 5gb ) [帰宅 し た ばか り の子 ど も に 母親が尋 ね る }

* r ね え ， ご飯 を 食べ る ? J 

1 60a ) [友人が遊 び に 来 て い る 。 話題が途切 れ た と こ ろ で， 言 う ]

「テ レ ビ 手 見 る 」

160b ) [友人が遊 びに 来 て い る 。 話題が途切 れ た と こ ろ で， 言 う ]

* rテ レ ビ を 見 る J

こ れ ら は ， r食べ る も の は ご飯か? J r 見 る も の はテ レ ビ か? J と 尋 ね る 場面では な い 。 「 ご飯J

と 「食べ る J ， ま た ， rテ レ ビj と 「 見 る 」 が情報 と し て 同 じ 重 要性 を 持 っ て い な け れ ば な ら な

い 。 「何か食べ る の か? 食べ る のでは あ れ ばそ れ は ご飯か け と い う 2 つ の 事柄 に つ い て 同 時

に 尋 ね ， 同 時 に 答 え が得 た い のであ る 。 いずれかが優先 さ れ る わ け で は な い のであ る 。

161 ) [教室で。 友人 の机の上 に あ る 本 を 指 さ し て 言 う 。 本 は そ の 時点 で初め て 見 た本]

* r そ の 本 を も う 読 ん じ ゃ っ た の? J ( 再掲 = ( 45a ) ) 

162 ) [知人宅へ付 け届 け に 行 き ， 挨拶 の後， 言 う ]

* r ど う ぞ， こ れ を 召 し 上が っ て く だ さ いJ ( 再掲 = ( 46a ) ) 

先 に 検討 し た こ れ ら の誤用例 も ， r そ の 本」 や 「 こ れ」 に 焦点があ る と 論理的 に お か し い か ら

だ と 説明で き る 。 つ ま り ， r読み終 え て し ま っ た の は ほ か な ら ぬ そ の本か? J や 「召 し 上が っ て

い た だ き た い も の は こ れです」 と い う 意味では不適切 だ か ら であ る 。 し か し ， も し も ， そ う い っ

た 意味合いで用 い た い のであ れ ば， 逆 に 「 を J が必要 に な る は ず で、 あ る 。 以 下 の 例で検討 し て

み よ う 。

163a ) [呼び鈴が鳴 り ， 玄 関 に 出 る と パ ン フ レ ッ ト を 手 に セ ー ル ス マ ン が立 っ て い て ， こ う 呼

びか け る ]

「本 日 は ， こ う い う も の を ご紹介 に あ が り ま し た」

163b ) [呼び鈴が鳴 り ， 玄 関 に 出 る と パ ン フ レ ッ ト を 手 に セ ー ルス マ ン が立 っ て い て ， こ う 呼

びかけ る I

* r本 日 は ， こ う い う も の 併 ご紹介 に あ が り ま し た」

セ ー ルス マ ン は ， 何か を 売 る た め に 来 て い る こ と は 常識的 に理解で き る し ， 何 か の 商品 を 紹

介す る こ と がそ の訪問 の目的であ る こ と も い わ ば 自 明 の こ と であ る 。 従 っ て ， r紹介 し た い も の

は ほ か な ら ぬ こ れ な のです」 と い う 意味合 い の方が却 っ て 適切 な の であ る 。 こ れ 以 外で は ， 助

詞 の つ い て い る 名 詞 句 に 焦点 があ た る べ き 時 に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 が不 適切 に な る と い う ， い わ ば逆

向 き の証拠は な い の だ ろ う か。

164a ) [弟がテ レ ビ を つ け っ ぱ な し に し て ， ステ レオを 聴 い て い る ので， 姉 が や っ て 来 て 「テ

レ ピ 併 消 し て よ j と 言 う 。 と こ ろ が， 弟 は ステ レオの方 を 消 し て し ま う 。 そ こ で， 姉 が
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言 う ]

「 テ レ ビ を 消 し て よ j

164b ) [弟がテ レ ど を つ け っ ぱな し に し て ， ス テ レ オ を 聴 い て い る ので， 姉 がや っ て 来 て 「 テ

レ ピ 手 消 し て よ 」 と 言 う 。 と こ ろ が， 弟 は ス テ レ オ の 方 を 消 し て し ま う 。 そ こ で， 姉 が

言 う ]

* Iテ レ ビ 併 消 し て よ 」

こ の場面では ， I消 す の は ， ス テ レ オでは な く ， テ レ ビ だj と い う 趣 旨であ る 。 こ の 場 合 ， 予

想通 り 〈 ゼ ロ 助詞 〉 は不適切で 「 を 」 があ る ほ う が 自 然であ る 。

165a ) [ お 菓 子 を 2 つ の器 に 入 れて い る 。 母親が一方 を 指 さ し て 「 こ れ は お 客 様 の 分 だ か ら ，

あ な た は そ っ ち ねJ と 子 ど も に 言 う 。 と こ ろ が， 子 ど も は 客 用 の お 菓 子 を 食べ よ う と す

る ]

「そ っ ち を 食べて よ j

165b ) [ お 菓 子 を 2 つ の 器 に 入 れて い る 。 母親が一方 を 指 さ し て 「 こ れ は お 客 様 の 分 だ か ら ，

あ な た は そ っ ち ね」 と 子 ど も に 言 う 。 と こ ろ が， 子 ど も は 客 用 の お 菓 子 を 食べ よ う と す

る ]

??? Iそ っ ち 千 食べて よ 」

こ の場面で も ， や は り 「 こ っ ち 」 では な く 「そ っ ち 」 と い う 意 味であ り ， 焦 点 が あ た っ て い

る た め に ， 前者の方が適切 と な る 。 た だ， 焦点 を あ て る に は ， 当 該部 分 を 強 く 発音す る こ と で

音声的 に も あ る 程度代替可 能 な 実現法があ る 。 ( 165b ) も 「 そ れj を 強 く 発音 す れ ばそ れ ほ ど不

自 然では な く な る 。 し か し ， 全 く 強勢を 与 え ら れ な い と 不 自 然であ る 。 こ の こ と は ， ( 164 ) で も

あ る 程度 当 て は ま る 。

先 に 3 . 1 1 . で触 れた大谷( 1995a ) で は ， I発見の状況 に お い て ， ヲ 格の 名 詞 句 が 旧 情 報 と な る

場合」 に 「ハ も ヲ も 使 え な い 文j に な る と し て ， 以下の例 ( 大谷 ( 1995a : 64 ) ) を あ げて い る 。

166 ) ( 山 田 の あ こ がれの女性の薬指 に 指輪がは め ら れて い る の を 発見 し て )

佐藤 : あ っ ， 指輪 1 � / を / * は | は め て い る よ 。

山 田 : え っ ， ほ ん と ?

167)  ( 山 田 がそ の女性 に 送 っ た ( マ マ ) 指輪 を ， ち ゃ ん と は め て い て く れ る か ど う か ， 佐 藤 に

見て も ら っ て い る )

山 田 : ど う だ。 見 え る か?

佐藤 : 指輪 1 � / ? を / * は | は め て い る よ 。

こ の 2 つ の 用 例 は ， < ゼ ロ 助詞 〉 の脱焦点化機能で説明可能であ る 。 ( 166 ) で は ， I指 輪 」 と

「 は め て い る 」 では ， いずれ も 重要 な 要素であ る 。 い ずれか ー方で も 欠 け る と 意味 を な さ な く な

る 。 情報の 重 み が 「指輪j と 「 は め て い る 」 の 双 方 に 等 分 に 配 分 さ れ て い る ， つ ま り ， InfoP 
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( 指輪 ) = InfoP ( は め て い る ) と い う 関 係 に な っ て い る と 考 え れ ば 「指輪 併 は め て い る よ 」 が

説明できる 。 ま た ， こ の場面では 「指輪 を は め て い る よ 」 。 こ れ は 先の仮説に従 っ て 考 え る と ，

InfoP ( 指輪 ) > InfoP ( は め て い る ) . と い う こ と に な る 。 指輪 は通常指 に は め る も のであ る 。

も し も ， 指輪 を く わ え て い た り ， 捨て て い る と す れ ば， 常識では 推定でき な い 分 ， 情 報 の 重 み

は増 し ， 逆転 し て 述 部 の 方 が よ り 重要 な 情報 に な る であ ろ う 。 し か し ， こ こ で は 「 指輪」 に 気

づい た と い う 場面であ り ， そ の 指輪 は常識的推定の範囲 内 と い え る 「 指 に は め ら れ た 」 状態 に

あ る と い う わ け だ か ら ， ど ち ら か と い え ば 「指輪」 の ほ う が情報 と し て 重 く て も 問 題は な い 。

( 167) は . I指輪j は な く て も 構 わ な い発話であ る 。 つ ま り . I は め て い る よ 」 だ け で も 十 分応

答 し て 成 り 立 つ 。 こ の こ と か ら も 分か る よ う に ， 明 ら か に . InfoP ( 指輪 ) < InfoP ( は め て い

る ) が成 り 立つ 。 よ っ て . ( ゼ ロ 助詞〉 でな け れ ばな ら な いへ

次の よ う な 例で も 同 じ こ と が言 え る 。

168a ) [知 り 合い に そ の 日 初め て 会 う 。 挨拶 を 交 わ し た後 の 第一声I

「私 併 風邪 を 引 き ま し て ね」

168b ) [知 り 合 い に そ の 日 初め て 会 う 。 挨拶 を 交 わ し た後 の 第一声}

* I私は風邪 を 引 き ま し て ね」

168c ) 【知 り 合 い に そ の 日 初め て 会 う 。 挨拶 を 交 わ し た 後 の 第一声】

* I私が風邪 を 引 き ま し て ね」

こ れ は ， 従来言 わ れ て きた よ う に . I は J の対比解釈 を 避 け . Iが」 の 総記 解 釈 を 避 け る と ，

〈 ゼ ロ 助詞 〉 し か残 ら な い と も 説明できる だ ろ う 。 こ れ は ， 消 去 法で 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 を 選 ぶ と い

う 発想、 に 結びつ く 。 し か し . ( 168a ) は 「風邪 を 引 き ま し て ね」 と 「私」 を 完全 に 消去 し た 形で

も 成 り 立つ こ と か ら . InfoP ( 私 ) < InfoP ( 風邪 を ヲ | い た ) と い う 関 係 が成立 し て い る と 言 え

る 。 こ の点 か ら . I私」 が表面 に 出 る 場 合 に は 〈 ゼ ロ 助 詞〉 を 用 い て 脱焦点化 し て い る と 説明 す

る こ と も 可能 だ ろ う 。 本稿 は こ の よ う に発話者の被解釈意 図 ( こ う 解 釈 し て も ら お う と い う

意図 ) に よ っ て . ( ゼ ロ 助 詞 〉 の 選択がな さ れ る と 考 え る 。 従 っ て ， 場 面 に よ っ て 選択 が 固 定

し て く る と は 考 え な い 。 菊 地 康人 ( 1996 : 48 ) に は ， 次の よ う な 指摘 が あ る 。 以 下 ， 例 文 は ，

本稿の形式 に あ わせて 引 用 す る 制。

169a) [OLが出 勤直後 に 顔 を 合 わせた 同僚の OL に ， 自 分か ら 話 を 切 り だ し て ]

「私 世 今朝定期券 併 忘れ ち ゃ っ て ね …J

169b ) [OLが出 勤直後 に 顔 を 合 わせた 同 僚 の OL に ， 自 分か ら 話 を 切 り だ し て ]

* I私は今朝定期券 4 忘れ ち ゃ っ て ね … 」

( 169b ) は ， 相手が上司であ っ て も や は り 不適切であ る 。 し か し ， 土 司 が部下 に対 し て 言 う と

44) (167)における「を」の っ と い う 文法判 断は， 大谷の も のであるが， 加藤なら * をつける。
45) 菊 地(ibid . )では， 特 に ‘ などは付していない。 また. (170a)にあたる も のは特に言及 していない。
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い う 状況では そ れ ほ ど不 自 然では な い 。

170a ) 【部長が出勤 し て 席 に 着 く な り ， 傍 ら の OL に ， 自 分か ら 話 を 切 り だして 1

「私 併 今朝定期 券 併 忘れ ち ゃ っ て ね …j

170b ) (部長が出勤 し て 席 に 着 く な り ， 傍 ら の OL に ， 自 分か ら 話 を 切 り だして I

「私 は 今朝定期 券 手 忘れ ち ゃ っ て ね … J

菊 地 ( ibid . ) の 主張 は ， 同 じ 場面で も 言 う 人物 と 相 手 の 関 係 に よ っ て 「 は 」 の 有 無 の 文法 評

価が異 な る と い う と こ ろ に 主眼があ る 。 こ れは ， 部長であ れ ば， 部 下 の 状 況 を 把握 し て 気遣 う

の が 自 然であ り . r み ん な も 会社 に た ど り 着 く ま でに い ろ い ろ 苦労があ っ た り ， 思い 通 り に 行 か

な い こ と も あ ろ う け れ ど も ， そ れ は 私 も お な じ こ と で」 と い う 前提的 な 気持 ち があ っ て . r 私 は

今朝定期券 併 忘れ ち ゃ っ て ね …」 と 言 え る のであ り . r は 」 があ る こ と でそ う い っ た 前 提 と な る

気持 ち がほ の 見 え る こ と が部長 に 関 し て は不 自 然では な い と 考 え る こ と がで き る 。 こ れ に 対 し

て ， 一課員であ る OL が所属 す る 部や課の全員 ( 部課長 を 含め て ) に 同 じ よ う な 配慮 を し て い

る と す る と ， こ れ は そ の 立場 に ひ ど く 似つ か わし く な い と 判 定 さ れ る のであ る 。

5. 2. < ゼ 口 助詞 〉 の数 と 文矯造

無助調 の 名 調 句 は ， 多 い 場合 に は 同 ー の切 な い に 3 つ 以上出現 す る こ と も あ る が ， 実 際 の 発

話では 1 つ の こ と も 多 い 。 こ こ では . < ゼ ロ 助詞 〉 の脱焦点化機 能 の 仮説が広 く 適 用 で き る か

ど う か . 1 つ の 節 の 中 に 名 詞 句 が l つ し か な い場合 と . 1 つ の 節 の 中 に 名 詞 句 が複 数 個 存 在 す

る 場合 と で比較検証 し て み る こ と に す る 。

5. 2. 1. 名 詞 句 が 1 つの文

〈 ゼ ロ 助調 〉 が 1 つ し か な い 文 を 検討す る 。 ま ず， 指示調 の介在の有無 と の 関連で考 察 す る 。

171 a )  [散歩 し て い て ， チ ュ ー リ ッ プが枯れて い る の を 見つ け て ， 言 う 1

「 あ っ ， チ ュ ー リ ッ プ 併 枯 れて る J

171 b )  ( 散歩 し て い て ， チ ュ ー リ ッ プが枯 れ て い る の を 見つ け て ， 言 う 1

「 あ っ ， チ ュ ー リ ッ プが枯 れて る J

172a ) [ 散歩 し て い て ， チ ュ ー リ ッ プが枯 れて い る の を 見つ け て ， 言 う }

「 あ っ ， こ の チ ュ ー リ ッ プ 併 枯 れ て る 」

172b ) (散歩 し て い て ， チ ュ ー リ ッ プが枯 れて い る の を 見つ け て ， 言 う I

* r あ っ ， こ の チ ュ ー リ ッ プが枯 れて る j

( 171 ) では 「が」 が. < ゼ ロ 助調 〉 で も ， ど ち ら で も 成 り 立 つ 。 こ こ は . r がJ が あ っ て ，

「 ほ かの草花では な く ， ほ か な ら ぬ チ ュ ー リ ッ プが枯 れ て い る 」 と い う 意味 に な る こ と に 無 理 が

な し ま た . InfoP ( 枯 れて る ) = InfoP ( チ ュ ー リ ッ プ ) と す る こ と に も 無 理 が な い 。 ま た ，

42i
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「大事 に し て い た チ ュ ー リ ッ プだ‘ っ た の に j と い う 一 文 が こ の 発 話 に 後 続 す る の だ と す れ ば ，

「チ ュ ー リ ッ プが枯れ て る 」 と 「が」 の あ る 発話の邦画 よ り 自 然で あ る と い う こ と も ， 我 々 の 仮

説 と 符合す る 。 逆 に ， 特 に シ ョ ッ ク に 思 う 様子 も な く ， I 別 に ど う で も い い け ど」 と 続 く の で あ

れ ば， I あ っ ， チ ュ ー リ ッ プ 併 枯れ て る 」 の ほ う が よ り 結 びつ き やす い と 感 じ る の も ， 同 じ く 仮

説 を 支持す る こ と に な る 。

で は 「 こ のj と い う ダ イ ク シ ス を 伴 っ た場 合 は ど う だ ろ う か。 発 見 し た 時 点 の 発話 だ と す れ

ば， ( 1 72b ) は不適切で あ る 。 大場 ( 1994 ) で は 同 種 の 問 題 に つ い て尾上 ( 1987 ) を 参 考 に

「場面照応 の つ い た 名 詞 句 は述 語 に 関 係 な く 存 在 が 固 定 さ れ て し ま う J が故 に ， 描 写 文 と し て

( ひ と ま と ま り の事実 と し て提示 し て ) 述べた い と い う 意 図 が損 な わ れ て し ま う か ら だ と し て い

る 。 こ れ に 対 し て ， 本稿の ア プ ロ ー チ は こ う で あ る 。 「 がj が あ る こ と で ， InfoP ( 枯 れ て る )

< InfoP ( こ の チ ュ ー リ ッ プ) と い う 関係が成立す る 。 つ ま り ， I こ の チ ュ ー リ ッ プ」 に 焦 点 が

あ た る こ と に な り ， I 枯 れて い る の は ， ほ か の チ ュ ー リ ッ プで は な く ， こ の チ ュ ー リ ッ プ だ j と

い う 情報構造の伝達 に な る 。 「 ほ か な ら ぬ こ の チ ュ ー リ ッ プj と い う こ と な の で ， I こ の チ ュ ー

リ ッ プj は 「 チ ュ ー リ ッ プ と い う 種の 中 で も こ の個体だ」 と い う 意 味 合 い に な っ て し ま う 。 そ

れが発見 と い う 文脈の 中 で発話 さ れ れ ば 当 然 「 こ の付近 に 枯 れ た チ ュ ー リ ッ プの 個 体が存在

し て い る j と い う 前提知識が存在 し て い る こ と に な り ， 全体的 に 与 え ら れ た 文脈 か ら ず れ て し

ま う の で あ る 。 さ ら に 単純化 し て 言 う と ， 発見の文脈で ダ イ ク シ ス を 使 う と ， 一 種 の 個 体 同 定

の 判 断 を 下す こ と に な り ， そ れゆ え ダ イ ク シ ス を 伴 う NP ( こ の場 合 は 「 こ の チ ュ ー リ ッ プJ )

に 焦点があ た る 。 焦 点 を 当 て て お き な が ら ， ( ゼ ロ 助詞 〉 で脱焦 点 化 し て い る わ け だ か ら ， 矛

盾す る 作用 を 同 時 に 実現 し よ う と し て い る こ と に な る 。 よ っ て 一 方 が あ れ ば一 方 は 排 除 さ れ

る 。 ま た ， ( 172a ) で は ， InfoP ( 枯 れて る ) = InfoP ( こ の チ ュ ー リ ッ プ ) と い う こ と で あ る か

ら ， こ の種の蹴訴 は 生 じ な い 。 次 に ， ( 173 ) を 比較 し よ う 。

173a ) I ヨ ー ロ ッ パ 併 行 っ た つ j

173b ) I ヨ ー ロ ッ パ に 行 っ た ? J 

173c)  I ヨ ー ロ ッ パ は 行 っ た ? J 

〈 ゼ ロ 助詞 〉 の ( 173a ) で は ， InfoP ( ヨ ー ロ ッ パ ) = InfoP ( 行 っ た ) ， で あ る 。 格助詞 の つ

い た ( 173b ) で は ， InfoP ( ヨ ー ロ ッ パ ) >InfoP ( 行 っ た ) で あ り ， I行 っ た の は ヨ ー ロ ッ パか」

と い っ た 情報の重要度の偏 り が感 じ ら れ る 。 ( 1 73a ) の 意味 は ， I は 」 の 分説性 を 感 じ な け れ ば

( 173c ) に 近 い と 言 っ て い い だ ろ う 。

次の ( 174 ) で は ， Iパチ ン コ で」 だ け で も 答 え と し て 成 り 立つ こ と か ら も 分 か る よ う に ， 焦

点 は 「パチ ン コ 」 に あ る 。

174a ) [ 1負 け ち ゃ っ た よ 」 と 言 っ た と こ ろ ， I な に で負 け た ん だ よ ? J と 聞 く 友人 に ]

? ? ?  Iパチ ン コ 4 負 け た ん だ よ 」
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174b ) [ r負 け ち ゃ っ た よ 」 と 言 っ た と こ ろ . r な に で負 け た ん だ よ ? J と 聞 く 友人 に }

「パチ ン コ で負 け た ん だ よ 」

こ の場合. InfoP ( パ チ ン コ ) > InfoP ( 負 け た ) . と い う 関係が成 り 立 た ね ばな ら な い 。 よ っ

て ， 格助詞 が必要 に な る 。 InfoP ( パチ ン コ ) 豆 InfoP ( 負 け た ) . と い う 関係 に な る 〈 ゼ ロ 助詞 〉

は不可 に な る 。

全体 に 名 詞 句 が節 中 に 一 つ し か存在 し な い 文で は ， そ の 名 詞 句 と 述 部 の 情報 と し て の 重 要 度

を 比較す れ ばす む の で ， 検討 は 簡単 で あ る 。 ま た ， 単純で、 あ る 分 ， 本 稿 の 仮 説 の 有 効 性 も 簡 単

に確認で き た 。 し か し ， 名 詞 句 が複 数存在す る 分で は ， 情報構造 は 非 常 に 複雑 で あ る 。 そ れ を

次節で検討す る 。

5 .  2. 2. 名調句 が複数存在す る 文

名 詞 句 が 2 つ あ る も の の う ち ， 主要 な パ タ ー ン か ら 検討 し て い く こ と に す る 。

5 .  2. 2. 1. … ハ …ガ…のパ タ ー ン

い わ ゆ る 総主文 タ イ プの文であ る 。

175a)  [ つ ら そ う な 顔 を し て い る 友人 に 「 ど う し た の ? J と 尋 ね る 。 友人が答え る ]

「俺 手 虫 歯 世 痛 く て さ 。 な に も 食べ ら れ な い ん だ よ 」

175b ) [ つ ら そ う な 顔 を し て い る 友人 に 「 ど う し た の ? J と 尋 ね る 。 友人が答 え る 】

* r 俺 は 虫 歯 併 痛 く で き 。 な に も 食べ ら れ な い ん だ よ J

175c)  [ つ ら そ う な 顔 を し て い る 友 人 に 「 ど う し た の ? J と 尋ね る 。 友人が答 え る ]

「俺 併 虫歯が痛 く て さ 。 な に も 食べ ら れ な い ん だ よ 」

175d ) [ つ ら そ う な 顔 を し て い る 友人 に 「 ど う し た の ? J と 尋 ね る 。 友人が答 え る ]

* r 俺 は 虫 歯が痛 く て さ 。 な に も 食べ ら れ な い ん だ よ J

( 1 75b ) ( 1 75d ) の よ う に 「 は 」 があ る と ， ど う し て も 「 は 」 の 分 説 性 の た め に 対比 的 な 解 釈

が生 じ る 。 従 っ て ， こ こ で は不 自 然 な 発話 と な る 。 ま た . ( 1 75c ) ( 1 75d ) の よ う に 「が」 が あ る

と ， や や 強 意 の ニ ュ ア ン ス は あ る が先 ほ ど見た よ う に 「痛いJ こ と が前 提 と 理 解 さ れ る わ け で

は な い 。 し か し ， こ こ で は . ( 1 75c ) の よ う に 「 が」 があ る 発話 の 方が 自 然であ る 。 こ の 場 合 ，

「虫歯」 が相手 の 質 問 に対す る 応答 と し て 最 も 重要 な 要素 で あ り ， 焦点が当 た る こ と が 自 然 な の

であ る 。 実 際 に 応答 と し て 「虫歯 ! J だ け で も 成立す る だ ろ う 。

5 .  2. 2. 2. …ガ…ヲ…のパ タ ー ン

「が」 が 「 は 」 と な り う る こ と も 考 え て ， 以 下 の 6 通 り を 検討す る 。

176a ) [ 兄 弟 が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指
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し て 言 う !

? r俊 千 僕 の CD Ø 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」

1 76b ) [兄弟が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指

し て 言 う I

「俊が僕 の CD Ø 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ J

176c)  [兄弟が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指

し て 言 う 1

「俊 神 僕 の CD を 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」

176d ) [兄弟が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指

し て 言 う ]

「俊が僕 のCD を 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」

176e ) [兄弟が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指

し て 言 う ]

つ 「俊は僕のCD Ø 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」

176f )  [兄弟が喧嘩 を し て い る と こ ろ に 母親が 「 ど う し た の ? J と 割 っ て は い る 。 兄 が弟 を 指

し て 言 う ]

? í俊 は僕のCD を 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」

い ずれ も ， 格助詞 「が」 ゃ 「 を 」 がつ く と ， 総記的 な 解釈が行 わ れ や す く ， 焦 点 の 当 た っ た

解釈が可能 に な る 。 よ っ て ， 格助詞 の つ い た 名 詞句 は 強調 さ れた 感 じ がす る 。 「 は 」 で は ， や は

り . í僕 は な に も 悪 い こ と し て い な い の に ， 俊 は 僕 の CD を …」 と い う よ う な 対比 的 な 解釈 に な

る 。 ( l 76b ) の よ う に 「俊が僕 のCD Ø J と す る と ， 焦 点 は 「俊J に あ り ， こ う い っ た行動 を と っ

た の は ほ か な ら ぬ 「俊」 で あ っ て と い う 解釈 に な り やす い の に 対 し . ( 176c ) の よ う に 「 俊 併 僕

の CD を 」 と す る と 俊が行動 を と っ た 対象が 「僕 の CDJ で あ る と い う こ と を 伝 え る 情報構 造 と

な る 。 ( 176d ) の よ う に 「俊が僕 のCD を J と す る と ， 論理関係 は 明 確 に な る が ， 一 方 が強 調 さ

れ る と い う 形 に は な ら な い 。 や は り . ( l76a ) の よ う の 両 方 を 〈 ゼ ロ 助 詞 〉 で 置 き 換 え る と ，

InfoP ( 俊 ) = InfoP ( 僕 のCD ) = InfoP ( 持 っ て い っ た ) と い う 平坦 な 情報 の 重 要 度 に な り ，

淡 々 と 事実 を 描写 し て伝 え る だ け で ど こ に 言 い た い こ と があ る の か分か ら な い 感 じ な る 。 従っ

て ， 喧嘩 を し て い る 場面 に し て は ひ ど く 冷静で、伝 え た い 部分の 明 瞭 で な い 受 け 答 え と な り ， や

や不 自 然 な 感 じ がす る 。

お も し ろ い の は . r僕のCD を 持 っ て っ ち ゃ た ん だ よ 」 と 「 を j の あ る 方が NP と Pred の 結

合が論理関 係がは っ き り と 強 ま る か と い う と ， 逆 だ と い う 事実 で あ る 。 NP に 焦 点 が 当 た る こ

と で . InfoP ( NP )  > InfoP ( Pred ) と な り ， 情報 の重要度 の 偏 り が生 じ る た め に ， 異 質 な 要

素 の 結 合 と い う こ と に な り ， そ れ ほ ど緊密 な 結 合 に な ら な い の で あ る 。 「僕のCD Ø 持 っ て っ ち ゃ
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た ん だ よ 」 の ほ う が， 無音形で連続 し て発話 さ れ る と 言 う 事情 も あ る の だ ろ う が. InfoP ( 僕 の

CD ) = InfoP ( 持 っ て っ た ) と い う ， い わ ば平坦で均 質 な 情報構造 と な り . r を J が あ る 場 合 に

比べて や や 緊密 な 結 びつ き に な っ て い る 。

5. 2. 2. 3 . …ガ… 二 …のパ タ ー ン

こ れ も 同 じ よ う に 「がJ と 「 は 」 の 交代 を 考 え て . 6 通 り のパ タ ー ン を 検討 し よ う 。

177 a )  [偶然駅で会 っ た 同級生 に 「吉 田 君 さ あ ， 今度の ク ラ ス の コ ン パ 併 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る 1

「俺 併 最近学校 併 行 つ て な い ん だJ

177b ) [偶然、駅で会 っ た 同級生 に 「 吉 田 君 さ あ ， 今度の ク ラ ス の コ ン パ 併 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る I

* r俺が最近学校 併 行 つ て な い ん だ」

177 c )  [偶然駅で会 っ た 同級生 に 「吉 田 君 さ あ ， 今度の ク ラ ス の コ ン パ 手 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る ]

「俺 併 最近学校 に 行 つ て な い ん だ」

177d )  【偶然駅で、会 っ た 同級生 に 「吉 田 君 さ あ ， 今度 の ク ラ ス の コ ン パ 併 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る ]

* r俺が最近学校 に 行 つ て な い ん だ」

177e ) 【偶然駅で会 っ た 同級生 に 「 吉 田 君 さ あ ， 今度の ク ラ ス の コ ン パ 併 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る ]

* r俺は最近学校 併 行 つ て な い ん だ」

177f ) [偶然駅で会 っ た 同級生 に 「吉 田 君 さ あ ， 今度 の ク ラ ス の コ ン パ 併 行 く よ ね ? J と 尋 ね

ら れて ， 答 え る 】

* r俺は最近学校 に 行 つ て な い ん だJ

基本的 に 「 俺」 は な く て も よ い発話で あ る 。 つ ま り ， 情報 と し て 重 要 で は な い わ け で ， 音 形

に し て 発話 に 出 す の で あ れ ば脱焦点化 し て 〈 ゼ ロ 助詞 〉 を 使 う 必要が出 て く る 。 「学校」 は ， こ

の場面 で は 焦点化 し で も い い し . r学校 世 行 つ て な い」 と NP と Pred の 情 報 の 重 さ を そ ろ え

て も い い 。 相手の発話の内容が 「学校 に 関 連す る こ と 」 な の で . r学校 に j と 「 に 」 を つ け る こ

と が可 能 な の で あ る 。 「最近学校 に 行 っ て い な い か ら ， そ の話題 は 知 ら な いJ と い う こ と で あ る

にせ よ . r最近学校 に 行 っ て い な い の で ， ク ラ ス の行事 に 関 わ る つ も り は な い」 と い う こ と で あ

る に せ よ ， 焦点化す る こ と は論理的 に 無理がな い わ け で あ る 。
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5. 2. 2. 4 . … ヲ … 二 … の パ タ ー ン

「 … を … に …」 と い う 文 で あ れば， r… が」 と い う 主語が現れ う る の だが， こ こ で は そ れ は 考

え ず， 発話 に ヲ 格名 詞 句 と ニ 格 名 詞 句 の み が現れ る 場 合 に つ い て 考察す る 。

1 78a ) [ 部室 を 出 る と き に鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に ， 同級生が部室へ と 来 た と こ ろ に会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う 】

「鍵 手 ロ ッ カ 一 千 入 れ と い た よ 」

1 78b ) [ 部室 を 出 る と き に 鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に ， 同 級生 が部室へ と 来 た と こ ろ に 会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う I

* r鍵 を ロ ッ カ - � 入 れ と い た よ 」

178c ) 【部室 を 出 る と き に鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に ， 同級生が部室へ と 来 た と こ ろ に会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う 1

? r鍵 併 ロ ッ カ ー に 入 れ と い た よ 」

178d ) [部室 を 出 る と き に鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に ， 同級生が部室へ と 来 た と こ ろ に 会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う ]

? r鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ と い た よ 」

ま た ， こ れ ら は 「 を j を 「 は j で代替す る 文 も 考 え る こ と がで き る 。

178e ) [ 部室 を 出 る と き に鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に 同級生が部室へ と 来 た と こ ろ に会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う ]

「鍵 は ロ ッ カ - � 入 れ と い た よ J

1 78f ) [ 部室 を 出 る と き に鍵 を ロ ッ カ ー に 入 れ て お く 決 ま り に な っ て い る 。 鍵 を ロ ッ カ ー に 入

れ て 帰 ろ う と し た と こ ろ に ， 同級生が部室へ と 来 た と こ ろ に 会 っ た 。 そ こ で彼 に 言 う 】

「鍵 は ロ ッ カ ー に 入 れ と い た よ 」

こ こ で は ， 相 互 に 「鍵」 の 決 ま り に つ い て の 理解があ る の で ， r は j を 使 う こ と が可能であ る 。

ま た ， そ の意味で 「鍵j は 主題化 し て い る と 見 る こ と も で き る だ ろ う 。 し か し ， ( 178b ) の よ う

に 「鍵 を ロ ッ カ - � J と す る と 「 ロ ッ カ ー に 入 れて お い た の は鍵 で あ る j と い う 妙 な 情 報 構 造

に な る 。 よ っ て こ こ で は不 自 然で あ る 。 同 じ く ( 178c) も 「鍵j の在処 に 関 し て 焦 点 が 当 た り ，

「鍵 を 入 れ た の は ロ ッ カ ー で あ る 」 と い う 意味合 い に な る 。 こ こ は ， 鍵の在処 を 伝 え る こ と は そ

れ ほ ど不 自 然で は な い の で ， 非 文 に は な ら な い だ ろ う が， 通常の状態 で は 「 鍵 は ロ ッ カ ー に あ

る j と 知 っ て い る 相手 に は や や 的外 れ な 発話 に な っ て し ま う 。

ま た ， ( 178 ) の例文で は ， r… を … に …j と い う 順序 し か可能 に な ら な い 。 こ れ は ， 主 題 化 す

る と す れ ば 「鍵」 の み で あ り ， r ロ ッ カ ー 」 は 主題化 し 得 な い か ら で あ る 。 部室 の近 辺 で 会 っ た

友人が 「 お い ， 鍵 は ? J と 聞 く こ と は あ っ て も ， r * お い ， ロ ッ カ ー は ? J と 言 う こ と は あ り 得

な い 。 逆 に 言 え ば主題化可能 で、 あ れ ばニ 格 名 調 句 が先行す る こ と も あ り 得 る と い う こ と に な る 。
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そ れ を 次節 で 見 ょ う 。

5. 2. 2. 5. . ・ ・ ・ ニ … ヲ …のパ タ ー ン

ニ 格 名 詞 句 が主題化 し う る 例 と は ， た と え ば， 次の よ う な も の で あ る 。

179a ) 【家具 を 搬入 し よ う と し て い た場所 に 荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う 1

「そ こ 併 荷物 併 置 く な よ 」

179b ) ( 家具 を 搬入 し よ う と し て い た 場所 に 荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う I

「そ こ に荷物 併 置 く な よ j

179c) 【家具 を 搬入 し よ う と し て い た場所 に 荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う 1

? ? っ 「そ こ 併 荷物 を 置 く な よ 」

179d ) ( 家具 を 搬入 し よ う と し て い た場所 に 荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う 】

「そ こ に 荷物 を 置 く な よ J

17ge ) (家具 を 搬入 し よ う と し て い た場所に荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う 】

「 そ こ は荷物 併 置 く な よ 」

179f ) (家具 を 搬入 し よ う と し て い た場所 に 荷物 を 置 こ う と し た 弟 に 言 う 】

「そ こ は荷物 を 置 く な よ J

( 179c ) の よ う に 「そ こ 併 荷物 を 置 く な よ 」 と す る と . í荷物 で は な い ， 別 の も の を 置 か な く

ち ゃ い け な い の かJ と 思 っ て し ま う 。 こ こ で は . í荷物J を 焦点化す る と お か し い の で あ る 。 し

か し ， そ れ以外で は 「荷物J だ け に 焦 点 が当 た る と い う こ と がな い の で ， 特 に 不 自 然、 な 発話 に

は な ら な い 。 「そ こ J は 焦点 化 し で も 論理 的 に 無理がな い 。 ( 17ge ) ( 1 79f ) の よ う に . í そ こ は J

と す る と 「 は 」 の 分説性の た め に . í 別 の 場所 な ら か ま わ な い が， そ こ だ け は … J と い っ た 解 釈

に な る の がふ つ う だ ろ う 。

5. 2. 2. 6. 3 つ 以上の名 調句を含 む 文

こ こ ま で ， 格助調があ れ ば談話上 そ の 名 調 句 は 焦点化 さ れ. < ゼ ロ 助 詞 〉 がそ の 焦 点 を は ず

す役割 を し て い る と い う 基本線で一通 り の 解釈が可能で あ っ た 。

3 つ 以上の NP が含 ま れ る 場合 に . < ゼ ロ 助調〉 は ど う 機能す る の だ ろ う か。 名 調 句 が 2 つ

で も 情報構造 と し て は 複雑 で あ る が. 3 つ 以上で は か な り 複雑 に な る 。 ま ず. [' の」 を 含 む 例 文

か ら 検証 し て お こ う 。

180 ) ( 消 し た は ずの テ レ ピ がつ い て い る の を 見て ， 独 り 言 を 言 う 1

「俺 併 テ レ ビ 併 電源 併 切 っ た は ず だ け ど な あ J

こ れ は ， 実 は 「切 っ た は ず だ け ど な あ J だ け で も か ま わ な い 発話で あ る 。

181 a )  (友人 に 図書館 の 借 り た 本 を 見せ な が ら ]
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「私 併 こ の本 併 表紙 手 破 っ ち ゃ っ た のj

181b )  [友人 に 図書館 の借 り た 本 を 見せ な が ら I

「私 併 こ の本 の 表紙 4 破 っ ち ゃ っ た の 」

1 8 1 c )  [友人 に 図書館 の 借 り た 本 を 見せ な が ら ]

* I私 併 こ の 本 手 表紙 を 破 っ ち ゃ っ た の 」

181 d )  [友人 に 図書館 の 借 り た 本 を 見せ な が ら ]

* I私 併 こ の本 の 表紙 を 破 っ ち ゃ っ た のj

( 181 ) で は ， I を 」 がつ く と 不 自 然で あ る 。 ( 181c ) ( 18 1d ) で は ， I 破 っ た J こ と が前 提 化 し

て し ま い ， お か し い 。 ( 181b ) は 「 こ の 本 の 表紙」 と す る こ と で ， I こ の 本 の 表紙 」 が一 つ の 対

象 と し て 示 さ れ る の に対 し ， ( 18 1a ) で は 「 こ の本」 に 関 し て 「表紙」 の 部 分 を 「破 っ た j と い

う 感 じ が強 い 。 いずれの文で も 「私」 は そ も そ も な く て も よ い 要 素 で あ る 。 ま た ， ( 181a ) が成

り 立つ こ と か ら も 分か る よ う に ， 本 を 見せ な が ら で あ れば 「破 っ ち ゃ っ た の 」 だ け で も 発話 は

成立す る 。

182a ) [ 弟 がい ら な く な っ た パ ソ コ ン を 前 に 姉 に 言 う 】

? I俺 手 こ の パ ソ コ ン 手 研究室 4 寄付 し よ う と 思 う ん だJ

182b ) [ 弟 がい ら な く な っ た パ 、ノ コ ン を 前 に姉 に 言 う 】

「俺 千 こ のパ ソ コ ン 手 研究室 に 寄付 し よ う と 思 う ん だJ

182c) [ 弟 がい ら な く な っ た パ ソ コ ン を 前 に 姉 に 言 う ]

* I俺 併 こ の パ ソ コ ン を 研究室 併 寄付 し よ う と 思 う ん だj

182d ) [ 弟 がい ら な く な っ た パ ソ コ ン を 前 に姉 に 言 う l

「俺 併 こ の パ ソ コ ン を 研究室 に 寄付 し よ う と 思 う ん だ」

こ の 文で は ， I研究室」 に 焦点が当 た る の が 自 然で 「 ど こ に 寄付す る か と い う と 研究 室 に j と

い う の が論理的 に 分か り や す い 。 ( 182c ) の よ う に 「 こ の パ ソ コ ン 」 を 「研究室j よ り も ， 重 要

な情報 と し て 提示す る と ， I研究室 に 寄付す る j こ と が前提化 し て し ま い ， 論理的 に 不 自 然 に な

る 。 ( 182a ) は ， どの要素 も 情報の重要性 と い う 観点 で は 均等 に な っ て い る が， 要素が多い た め ，

や や 据 わ り が悪 い 。

こ の ほ か デ格 を 文頭 に 出 し て 3 個 以上 の 名 詞 句 を 含 む文の無助詞化 を 考 え る こ と がで き る が ，

こ の場合 デ格 名 詞 句 は 主題化 し て し ま う 。

183 ) A 大学 世 中 核 派 手 反対集会 千 開 く ん だ、 っ て 。

こ の よ う な 例 で は ， I A 大学j は I A 大学 は j あ る い は I A 大学 で は J と い っ た 主 題 性 の 近 い

要素 に な っ て い る 。 ま た ， こ の 丈で も 3 つ も 無助詞 で は ， 情報の 重 み は 各 要 素 で均 一 で あ り ，

格助 詞 がつ く と ， そ の 名 詞 句 は焦点化 さ れ る 。
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6 . 結語 ー 〈 ゼ 口 助調〉 と 省略 は 区別 さ れ る か ー

本稿で は . ( ゼ ロ 助調 〉 の 談話 に お け る 機能 を 様 々 な 角 度 か ら 考 察 し た 。 そ し て ， そ の 機 能

が脱焦点化 ( defocusing ) で あ る と い う 仮説 を 立 て ， そ れ を 多 く の 例 文 に 当 た り ， 検証 し て き

た 。 ま た ， 格助詞 の 用 法 ご と に 〈 ゼ ロ 助調 〉 で の 代替が可 能 か を 検証 し て き た 。 そ し て ， か な

り 多 く の 場合 に ， こ の脱焦点化仮説が有効で あ る こ と を 確認 し た 。

本稿で は . 3 . 1 2 . 節 で述べた よ う に無助調 を すべ て 一律 に 〈 ゼ ロ 助詞 〉 と し て扱 っ て き た 。 そ

の 中 心的 な 理 由 は ， 単 な る 省略 と さ れ る 用 法 と そ う で な い ， い わ ば意 味 の あ る 用 法 を 裁然 と 区

別 す る こ と は不可能で あ る と い う こ と で あ っ た 。 も と よ り ， 本 稿 は 網 羅 的 に あ ら ゆ る 場 合 や 構

文パ タ ー ン を 分析 し た も の で は な い 。 従 っ て ， さ ら に 分析の 範 囲 を 拡大 す れ ば， 両者 を 区 別 す

る 分水嶺 は 見 い だ さ れ る の か も し れ な い 。 そ の 可能性 を 否定す る つ も り は 全 く な い 。 し か し ，

こ こ ま で分析 を し て き て も ， 本稿で言 う 〈 ゼ ロ 助詞 〉 を 2 つ に 分 け る 必要 は な い と 思 う 。 確 か

に ， 無助詞 と 有助請 の 差が極め て 小 さ く ， ニ ュ ア ン ス の差 や 文 体 の 差 と し て よ い よ う な 場 合 が

な い わ け で は な い 。 と は い え ， あ る 文脈で い ずれ も 成 り 立つ と い う ケ ー ス があ る こ と は 十 分想

定で き る し ， ま た ， そ の 場合 に 両者の意味の差があ ま り 際 だ た な い と い う こ と も 十分 あ り 得 る 。

こ れ は ， 助 調 があ っ て も な く て も あ ま り 変 わ ら な い か ら 「単 な る 省 略」 だ と い う 判 断 で 処 理 を

す る よ り ， 両者の 違 い が潜在的 に は あ る も の の ， そ の 差異 を 表面 化 さ せ る 文脈 や 文構 造 に な っ

て い な いせ い で あ る と 判 断す る ほ う が 自 然 で は な い だ ろ う か。 形 態 の 違 い が必然 的 に 意 味 の 違

い に な る と い う 単純 な 一般化 を 行 う つ も り は な い が， 形態が違 う の に 意 味が変 わ ら な い の だ と

す れ ばそ れ を 示す だ け の 強力 な 証拠が提示 さ れ な け れ ばな ら な い と 思 う の で あ る 。 し か も ， こ

れ ま での研究で は ， そ の証拠 に な る だ け の説 明 が提 出 さ れて い な い 。 加 え て ， 本 稿 で の こ れ ま

での検証か ら 得 た 見通 し で は ， そ の種の証拠 を 得 る こ と は難 し く . r有機能的無助詞J と 「 単 な

る 省略」 と い う ， や や 印象批評的 な 分類 を た て る だ け の 意味があ る と も 思 わ れ な い の で あ る 。

た と え ば， 先 に 両者の意味の差が少 な い例 と し た 以 下 の 用 例 も ， 脱 焦 点 化機 能 と い う 観点 で

見れば， 両方が同 じ場面や文脈で成 り 立つ こ と に 無理がな い と 思 わ れ る も の で あ る 。

184a ) 【 プ ロ ジ ェ ク ト が入手不足で進 ん で い な い こ と を 聞 い た 同 僚 が言 う I

「手伝お う か ? 人手が足 り な い ん だ ろ ? J ( 再掲 = ( 42a ) ) 

184b ) 【 プ ロ ジ、 エ ク ト が人手不足で進 ん で い な い こ と を 聞 い た 同 僚 が言 う 】

「手伝お う か ? 人 手 掛 足 り な い ん だ ろ ? J ( 再掲 = ( 42b ) ) 

185a)  [学生が飯 田 先生 を 探 し て い る 。 「飯田 先 生 は ど こ に い ま す か ? J と 聞 か れ た 教 官 が答 え

る ]

「飯田 先生 は ， 研究室 に い ま す よ J ( 再掲 = ( 61 a ) )
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185b ) [学生が飯 田 先生 を 探 し て い る 。 「飯田先生 は ど こ に い ま す か ? J と 聞 か れ た 教 官 が答 え

る 】

「飯田 先生 は ， 研究室 併 い ま す よ J ( 再掲 = ( 62a ) )

186a ) [ 友 人 同 士 の 会話。 「 申 し 込 み の こ と 詳 し い 人 い な い ? J と 聞 かれ て ， 答 え る I

「 山 下 に 電話 し ょ う かJ ( 再掲 = ( 81 a ) ) 

186b ) [ 友 人 同 士 の会話。 「 申 し 込 み の こ と 詳 し い 人 い な い ? J と 聞 かれ て ， 答 え る ]

「 山 下 併 電話 し ょ う かJ ( 再掲 = ( 81 b ) )

( 184 ) で は ， í 入 手」 を 強調 し て ， プ ロ ジ ェ ク ト に な ん ら かの不足要素があ っ て 暗礁 に 乗 り 上

げる こ と が よ く あ る と い う 知識があ れ ば 「足 り な い の は 入 手だ ろ J と い う 趣 旨 で 言 う こ と は 十

分あ り 得 る 。 無論， InfoP ( 入手 ) = InofP ( 足 り な い ) ， と い う 情報構造 で も 構 わ な い 。 ( 185a )

は ， í ど こ に い る か と い う と ま さ に研 究室 に い る 」 と い う 趣 旨 であ り ， 質 問 の 応 答 と し て は 自 然

で あ る 。 ま た ， 教官 は研究室 に い る かい な い か と い う 点 が ま ず情報 と し て 重 要 で、 あ る と 考 え れ

ば， 研究室 と い う 場所 を 提示す る よ り ， 在室か不在か と い う 情 報 の 提 供 形式 の 方 が望 ま し い と

考 え る か も し れ な い 。 と す れ ば情報構 造 は ， InfoP ( 研究室 ) = InfoP ( い る ) ， あ る い は む し ろ ，

InfoP ( 研 究室 ) < InfoP ( い る ) ， と な る の が 自 然 で ， < ゼ ロ 助 詞 〉 を 選択す る こ と に な る 。

( 186a ) で も ， 電話で誰か に 聞 く の は常識的で特 に 相 手 の意 向 を 開 く ま で も な い が ， 相 手 を 「 山

下j に す る こ と で い い か ど う か意 向 を 知 り た い と い う こ と で あ れ ば， í にJ と い う 格助 詞 を つ け

る こ と に な る 。 ま た ， InfoP ( 山 下 ) = InfoP ( 電話す る ) ， と い う 情報構造で あ れ ば， 電 話 で 尋

ね る こ と も ， そ の 相手が山 下 で あ る こ と も 同 時 に提案す る こ と に な る 。

こ の よ う に 考 え る と ， < ゼ ロ 助詞 〉 を 使 う こ と に は そ れ な り の 談 話 効 果 が か な ら ず あ り ， 話

者 は そ れ を 意 図 に 応 じ て 無意識 に 使 い 分 け て い る の で あ る 。 場面 と し て は 無 助 詞 も 有 助 詞 も い

ず れ も 成 り 立つ の で あ っ て ， よ り 伝達意図 ・ 発話意 図 に 近 い 形態 を 選 ぶ こ と が話 者 に 与 え ら れ

て い る 自 由 だ と 考 え る べ き だ ろ う 。 「無助詞 と 有助 詞 で 違 い が な い J í 単 な る 省 略 と い う こ と が

あ る 」 と い う 考 え に は ， そ の 主張の根拠の薄弱 さ に く わ え て ， こ う い っ た 事情 か ら 与 し がた い

の で あ る 。

〈 ゼ ロ 助詞 〉 の 機能 に は ， ま だ完全 に 分か ら な い 部分 も 多 い 。 さ ら に 多 く の 構 文 パ タ ー ン な

ど を で き る だ け多 角 的 に 綿密 に 分析 し て い く 必要があ る だ ろ う 。 本 稿 は ， そ の ア ウ ト ラ イ ン に

は な り う る と 思 う が， 今後 の研究 を 待 た な け ればな ら な い 部分が多 い の も 事 実 で あ る 。 機会 を

改 め て ， 論考 を 重 ね た い と 考 え て い る 。
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