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日語母語話者「反問」的現象 

－由「日語談話資料庫（CSJ）」「自由対話」中的事例分析來看－ 

 

吳 秦芳* 

        

中文摘要 

 

    在本研究當中是以「日語談話資料庫」中「自由対話」的疑問―應答連鎖當

中來探討日語母語話者間的「反問」現象。以量和質的方式去探討母語話者間的

方法,頻率以及性差。資料的數量是母語場面 10 個會話,發話者都是介於 20~40 歲,

初次見面的會話。在本研究是觀察在 CSJ 中「自由対談」裏出現的反問形式和機

能的特徵,另外從反問的表現方式和機能來探討溝通中的禮貌策略。結果如下:在

此次的談話資料中,可以觀察出有「迴響＋ą型」,「迴響型」,「非迴響型」三種

表現形式。以機能的角度則發現有「理解確認要求」,「說明要求」,「反復要求」, 

「聽取要求」四種策略。頻率上則是「理解確認要求」的策略和「非迴響型」的

形式出現比率較高。再者,在反問的情況下,「理解確認要求」的策略在主張保留

的部分則是顧及到給對方消極的面子，意即和禮貌性理論有所相關。 

 

 

關鍵字：「反問」的策略，日語談話資料庫（CSJ），表現形式， 

       表現機能，禮貌理論 
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T h e  r e s e a r c h  o f  J a p a n e s e  n a t i v e  s p e a k e r s ’  『 C l a r i f i c a t i o n  Q u e s t i o n s 』  

— b y  u s i n g  t h e  d a t a  o f  " f r e e  d i a l o g u e "  i n  C S J  ( C o r p u s  o f  S p o n t a n e o u s  J a p a n e s e ) —  

 

W U  C H I N FA N G *
 

 

Abst rac t  

 

T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  t o  a n a l y z e  t h e  J a p a n e s e  n a t i v e  s p e a k e r s ’  『 C l a r i f i c a t i o n  Q u e s t i o n s 』  

w i t h  t h e  d a t a  o f  「 F r e e  d i a l o g u e 」 i n  c o r p u s  o f「 C o r p u s  o f  S p o n t a n e o u s  J a p a n e s e 」 . T h e  m e t h o d ,  f r e q u e n c y  

a n d  g e n d e r  o f  『 C l a r i f i c a t i o n  Q u e s t i o n s 』  w i l l  b e  o b s e r v e d  q u a n t i t a t i v e l y  a n d  q u a l i t a t i v e l y  t h r o u g h  t h e  

w a y  o f  「 a s k - a n s w e r 」 .  T h e  d a t a  c o n s i s t s  o f  t e n  d i a l o g u e s  b y  n a t i v e  s p e a k e r s ,  e v e r y  d i a l o g u e  g o e s  t o  1 0  

m i n u t e s  a n d  s p e a k e r s  d o n ’ t  k n o w  e a c h  o t h e r .  T h e y  a r e  a l l  J a p a n e s e  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  b e t w e e n  t h e  y e a r  

f r o m  2 0  t o  4 0 .  T h i s  r e s e a r c h  f o c u s  o n  t h e  f o r m  a n d  f u n c t i o n  o f  「 F r e e  d i a l o g u e 」 ,  w e  c a n  g e t  w e l l  k n o w n  

o f  t h e  p o l i t e n e s s  ·s t r a t e g y  b e t w e e n  c o n v e r s a t i o n  f r o m  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n .  T h e  r e s u l t  i s  a s  f o l l o w s . W e  

c a n  f i n d  t h r e e  t y p e s  i n  「 r e p e a t 」 s t r a t e g y  t h r o u g h  t h i s  c o r p u s .  T h e s e t h r e e  t y p e s  a r e  「 N o n - e c h o  t y p e 」 、

「 e c h o  t y p e 」 、 a n d  「 e c h o + ą  t y p e 」 . A b o u t  t h e  f u n c t i o n  o f  「 C l a r i f i c a t i o n  Q u e s t i o n s 」 ,  t h e  s t r a t e g y  o f  

「 c o m p r e h e n s i o n - c o n f i r m  r e q u e s t 」 「 e x p l a n a t i o n  r e q u e s t 」 「 r e p e t i t i o n  r e q u e s t 」 「 h e a r i n g  r e q u e s t 」

c a n  b e  f o u n d .  T h e  s t r a t e g y  o f  「 c o m p r e h e n s i o n - c o n f i r m  r e q u e s t 」a n d  「 N o n - e c h o  t y p e 」a r e  u s e d  f r e q u e n t l y .  

A s  t o  t h e  s t r a t e g y o f  「 c o m p r e h e n s i o n - c o n f i r m  r e q u e s t 」 ,  d u e  t o   t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f 「 r e s e r v e t h e  

i n s i s t e n c e 」 ,  w e  c a n  s a y  i t  i s  k i n d  o f  n e g a t i v e ・ p o l i t e n e s s .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  「 n e g a t i v e ・ p o l i t e n e s s 」 ,  

i t  s h o w s  t h e  s t r a t e g y  o f  「 u n d e r s t a n d -  c o n f i r m  r e q u e s t 」 h a s  r e l a t i o n s h i p  t o  p o l i t e n e s s  t h e o r y .  

 

 

K e y  w o r d :  「 C l a r i f i c a t i o n  Q u e s t i o n s 」s t r a t e g y ,  「 C o r p u s  o f  S p o n t a n e o u s  J a p a n e s e ( C S J ) 」、e x p r e s s i o n  f o r m 、f u n c t i o n 、 

P o l i t e n e s s  t h e o r y  
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日本語母語話者の「聞き返し」の様相  

－ 「 日 本 語 話 し 言 葉 コ ー パ ス （ C S J）」 の 「 自 由 対 話 」 の 事 例 分 析 か ら －  

 

呉  秦 芳 *  

       

            要旨  

 

  本 研 究 で は 、「 日 本 語 話 し 言 葉 コ ー パ ス 」 の 「 自 由 対 話 」  

の 質 問 ― 応 答 連 鎖 に お け る 日 本 語 母 語 話 者 間 の 「 聞 き 返 し 」  

に つ い て 、そ の 方 法 、頻 度 及 び 性 差 を 量 的 、質 的 に 分 析 し た 。  

デ ー タ 数 は 、 母 語 場 面 10 会 話 で 、 発 話 者 は い ず れ も 20 代 ～  

40 代 、初 対 面 約 10 分 の 会 話 で あ る 。本 研 究 で は 、CSJ の「 自  

由 対 談 」 に お け る 、 聞 き 返 し の 形 式 と 機 能 に 焦 点 を あ て 、 そ  

の 使 用 実 態 な ど の 様 相 か ら 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る ポ  

ラ イ ト ネ ス ·ス ト ラ テ ジ ー を 明 ら か に す る 。 そ の 結 果 、 今 回  

の 談 話 資 料 で は 、 表 現 形 式 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ  

ー の 分 類 に 関 し て 、「 非 エ コ ー 型 」、「 エ コ ー 型 」、「 エ コ ー 型  

＋ ą 型 」の 3 種 類 の 聞 き 返 し が 観 察 さ れ た 。機 能 に お け る「 聞  

き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー の 分 類 に 関 し て 、「 理 解 確 認 要 求 」、「 説  

明 要 求 」、「 反 復 要 求 」、「 聞 き 取 り 要 求 」 の ス ト ラ テ ジ ー が 見  

ら れ た 。 そ の 中 の 「 理 解 確 認 要 求 」 は 主 張 を 留 保 す る と い う  

点 に お い て ネ ガ テ ィ ブ •ポ ラ イ ト ネ ス と 見 な し 得 る 側 面 を 持  

つ こ と か ら 、 ポ ラ イ ト ネ ス 理 論 の 機 能 と 関 わ り が あ る こ と が  

示 さ れ た 。       

キ ー ワ ー ド：「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー 、日 本 語 話 し 言 葉 コ ー  

パ ス （ CSJ）、 表 現 形 式 、 表 現 機 能 、 ポ ラ イ ト ネ ス 理 論 、  

日本語母語話者の『聞き返し』の様相  
                                                             
*
 真 理 大 学 応 用 日 本 語 学 科 副 教 授  
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日本語母語話者の「聞き返し」の様相  

－ 「 日 本 語 話 し 言 葉 コ ー パ ス （ C S J）」 の 「 自 由 対 話 」 の 事 例 分 析 か ら －  

 

呉  秦 芳  

 

1. はじめに  

人 と 人 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 行 う と き 、 自 分 の 言 っ て い

る こ と が 相 手 に よ く わ か っ て も ら え な か っ た り 、 逆 に 相 手 の

言 っ て い る こ と が よ く わ か ら な い と い う こ と が あ る 。 け れ ど

も 、 お 互 い に 話 を 続 け る 意 思 が あ る の な ら 、 相 手 と 自 分 と の

間 に 意 思 疎 通 の 回 復 が う ま れ る 。 わ か ら な く な り か け た 会 話

を 立 て 直 す た め に は 、 や は り そ れ な り の ス ト ラ テ ジ ー が 必 要

で あ る 。 つ ま り 、「 聞 き 返 し 」 と 呼 ば れ る 相 互 作 用 で あ る 。  

日 本 語 学 習 者 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ·ス ト ラ テ ジ ー を よ く

使 っ て い た 。 そ の 中 で 「 聞 き 返 し 」 は 、 最 も 頻 繁 に 使 用 さ れ

て い る ス ト ラ テ ジ ー で あ っ た が 、日 本 語 学 習 者 が「 聞 き 返 し 」

の 表 現 形 式 に 関 す る 知 識 が 十 分 で な か っ た り 、「 聞 き 返 し 」を

行 っ て も な か な か ス ム ー ズ に 問 題 の 解 決 に 至 ら な い も の も 見

ら れ た 。 相 互 理 解 の 混 乱 に 対 処 す る 修 復 は 、 母 語 話 者 に と っ

て も 、円 滑 な 意 思 疎 通 に 通 ず る 重 要 な ス ト ラ テ ジ ー で あ ろ う 。

日 本 語 母 語 話 者 の 伝 達 能 力 を 知 る に は 、 日 本 語 母 語 話 者 の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 行 動 を 分 析 し な け れ ば な ら な い 。 そ の 分 析

を 通 し て 、 日 本 語 母 語 話 者 の 「 聞 き 返 し 」 の 言 語 規 則 及 び 言

語 使 用 規 則 の 一 端 を 知 る こ と が で き る 。  

こ れ ま で 、 日 本 語 学 習 者 の 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 使

用 に 関 す る 先 行 研 究 は 多 く な さ れ て い る 。 し か し 、 日 本 語 母

語 話 者 間 に お け る 「 聞 き 返 し 」 の 現 象 は あ ま り 触 れ ら れ て い

な い 。 相 互 理 解 の 混 乱 に 対 処 す る 「 聞 き 返 し 」 は 、 母 語 話 者
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に と っ て も 円 滑 な 意 思 疎 通 に 通 ず る 重 要 な ス ト ラ テ ジ ー で あ

ろ う 。 本 研 究 は 「 日 本 語 話 し 言 葉 コ ー パ ス （ CSJ）」 の 「 自 由

対 話 」 の 質 問 ― 応 答 連 鎖 に お け る 日 本 語 母 語 話 者 間 の 聞 き 返

し に 関 す る 方 法 、 頻 度 及 び 性 差 を 中 心 に 探 求 し て い き た い 。

本 研 究 で は 、 CSJ の 「 自 由 対 談 」 に お け る 聞 き 返 し 表 現 の 形

式 と 機 能 に 焦 点 を あ て 、 そ の 使 用 実 態 な ど の 様 相 か ら 、 コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る ポ ラ イ ト ネ ス ·ス ト ラ テ ジ ー を 明 ら

か に す る 。 そ の 目 的 は 日 本 語 学 習 者 の 話 す 能 力 、 主 と し て 対

話 場 面 で の 会 話 力 を 養 成 す る 上 で 、 適 切 な 「 聞 き 返 し 」 の 仕

方 を 指 導 す る こ と が 効 果 を 生 む の で は な い か と 考 え 、 分 析 ·

考 察 を 加 え る も の で あ る 。  

本 稿 で は 先 行 研 究 を 踏 ま え た 上 で 、 以 下 の 手 順 に 沿 っ て 考

察 を 進 め る 。  

(1)文 字 化 さ れ た CSJ の「 自 由 対 談 」の 資 料 か ら 日 本 語 母 語      

     話 者 「 聞 き 返 し 」 の ス ト ラ テ ジ ー を 抽 出 し た 。  

(2)機 能 内 で の「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー の 形 式 を 分 析 し た 。 

(3)抽 出 さ れ た「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー を 機 能 ご と に 分 類

し た 。  

(4)そ の 使 用 実 態 な ど の 様 相 か ら 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お

け る ポ ラ イ ト ネ ス ·ス ト ラ テ ジ ー を 明 ら か に す る 。  

 

2.先行研究  

日 本 語 の 会 話 に お け る 「 聞 き 返 し 」 に 関 す る 研 究 に は 、 尾

崎 (1992,1993,2001)、猪 狩（ 1999）、大 野（ 1999)、池 田（ 2003）

な ど が 挙 げ ら れ る 。  

ま ず 、 尾 崎 （ 1992） は 、 初 級 学 習 者 は 「 で す か 」 を つ け ず

に 、相 手 の 発 話 の 一 部 を 単 に 繰 り 返 す 方 法 を 主 に 用 い て お り 、

母 語 話 者 の 場 合 に は 「 で す か 」 を つ け た 丁 寧 型 を 多 く 用 い て

い る が 、 初 級 学 習 者 、 日 本 語 母 語 話 者 共 に エ コ ー 型 を よ く 使

っ て い る と 論 じ て い る 。「 聞 き 返 し 」の 発 話 意 図 に 関 し て 、尾
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崎 （ 1992） は 学 習 者 が 使 用 し て い る 「 聞 き 返 し 」 の 発 話 意 図

を 「 反 復 要 求 」、「 聞 き 取 り 確 認 要 求 」、「 説 明 要 求 」、「 理 解 確

認 要 求 」、「 反 復 •説 明 要 求 」「 聞 き 取 り 確 認 •説 明 要 求 」 の 6

つ に 分 類 し た 。  

ま た 、 尾 崎 （ 1993） の 研 究 に よ る と 、 学 習 者 の 発 話 意 図 が

「 説 明 要 求 」 か 「 反 復 要 求 」 が 曖 昧 な 「 聞 き 返 し 」 は 失 敗 す

る こ と が 多 い と 述 べ て い る 。な お 、「 聞 き 返 し 」の 表 現 形 式 に

つ い て 、 尾 崎 （ 2001） は 先 行 す る 相 手 の 発 話 を 繰 り 返 す こ と

に よ っ て 「 聞 き 返 し 」 を 行 う か ど う か と い う 観 点 か ら 、 相 手

の 発 話 の 全 体 ま た は 一 部 を 繰 り 返 さ な い 「 聞 き 返 し 」 を 非 エ

コ ー 型 、繰 り 返 す「 聞 き 返 し 」を エ コ ー 型 と 二 つ に 分 類 し た 。  

猪 狩 （ 1999） は 、 初 級 学 習 者 が 使 用 し て い る 「 聞 き 返 し 」

の 表 現 が 明 確 で は な い 、 ま た 限 ら れ て い る た め 、 自 分 の 目 的

に あ っ た 表 現 に つ い て 勉 強 す る 必 要 が あ る と 論 じ て い る 。  

大 野 （ 1999） は 「 聞 き 取 り 確 認 」 の 場 合 は 初 級 学 習 者 で も

「 説 明 要 求 」 と 「 反 復 要 求 」 の 場 合 は 成 功 率 が あ ま り 高 く な

い が 、「 聞 き 返 し 」 の 成 功 率 が 高 い と 指 摘 し て い る 。  

池 田 （ 2003） の 分 析 を 通 し て 、 ビ ジ ネ ス 日 本 語 学 習 者 の 使

え る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 形 式 は 非 常 に 限 ら れ た も の

だ け で あ る こ と や 、 ビ ジ ネ ス 日 本 語 の テ キ ス ト 中 に は 、 説 明

要 求 の 機 能 を 持 つ 「 ～ っ て な ん で す か 」 の よ う な 形 式 や 理 解

確 認 要 求 の 機 能 を 持 つ 「 ～ の こ と で す ね 」、「 ～ で す ね 」 等 の

「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー が 提 示 さ れ て い る に も か か わ ら ず 、

学 習 者 が 現 実 の 会 話 に お い て そ れ ら の 形 式 が 使 用 で き ず 、 効

果 的 な 「 聞 き 返 し 」 が で き て い な い こ と が 明 ら か に な っ た 。  

し か し 、 以 上 の 研 究 は い ず れ も 、 会 話 の 組 み 合 わ せ の 性 差

が 考 慮 さ れ て お ら ず 、 日 本 語 学 習 者 が 使 用 し て い る 「 聞 き 返

し 」 に 限 定 さ れ て い る 等 の 問 題 も あ る よ う で あ る 。 本 研 究 で

は こ れ ら の 点 に 配 慮 し 、 分 析 対 象 デ ー タ の 条 件 を よ り 厳 密 に

統 制 し 、 日 本 語 母 語 話 者 の 条 件 を 最 大 限 同 一 に 設 定 し た 上 で
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分 析 を 行 う 。 ま た 、 今 ま で の 先 行 研 究 で は 、 日 本 語 母 語 話 者

が 言 語 能 力 に 制 限 の あ る 第 二 言 語 学 習 者 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン す る 際 に ど の よ う な 「 聞 き 返 し 」 を 行 う か に 焦 点 が 置 か れ

て い た が 、本 研 究 で は 日 本 語 母 語 話 者 間 に お け る「 聞 き 返 し 」

の 特 徴 に 視 点 を 移 し 、 分 析 ·考 察 し て み る 。  

 

3. 調査方法  

3.1 聞 き 返 し の 定 義  

 本 研 究 に お け る「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー と は 、「 相 手 の 話

が 分 か ら な い 、 聞 き 取 れ な い と い う 問 題 に 直 面 し た 際 、 そ れ

を 立 て 直 す た め に 相 手 に 働 き か け る ス ト ラ テ ジ ー 」 と 定 義 す

る 。 聞 き 手 は 、 耳 か ら 入 っ て く る 情 報 の 流 れ を 効 率 よ く 処 理

す る た め に 、 さ ま ざ ま な ス ト ラ テ ジ ー を 用 い て い る と 考 え ら

れ る が 、 こ の よ う な 処 理 の ス ト ラ テ ジ ー の 中 、 話 し 相 手 に 助

け を 求 め る の が 「 聞 き 返 し 」 で あ る 。  

「 聞 き 返 し 」 に は 弱 い も の と 強 い も の が あ る 。 下 降 音 調 で

「 は あ 」 と あ い づ ち 的 に 発 話 さ れ る よ う な 「 聞 き 返 し 」 は 、

弱 い 「 聞 き 返 し 」 で あ る 。 そ れ は 「 聞 き 返 し 」 と は 認 め ら れ

ず 、 期 待 し た よ う な 反 応 を 引 き 出 せ な い こ と も あ る 。 一 方 、

「 佐 藤 さ ん っ て 、 九 大 の 佐 藤 さ ん ？ 」、「 何 ？ 」 の よ う な 「 聞

き 返 し 」 は 、 相 手 に 説 明 や 反 復 を は っ き り 求 め る 、 強 い 「 聞

き 返 し 」 で あ る 。  

 

3.2 会 話 デ ー タ の 収 集  

デ ー タ 数 は 、 母 語 場 面 10 会 話 で 、 発 話 者 は い ず れ も 20 代

～ 40 代 、 初 対 面 約 10 分 の 会 話 で あ る 。 本 調 査 で 提 示 し た 会

話 例 は CSJ に お け る 「 自 由 対 話 （ 接 触 場 面 10 会 話 ）」 か ら 収

集 さ れ た も の で あ る 。 具 体 的 な 内 容 は 、 話 題 の 制 約 な し に 、

自 由 に 対 話 を 行 う も の で あ る 。 文 字 化 の 方 法 と し て は 、 BTSJ

（ 宇 佐 美 2007）に 準 拠 し て い る 。「 CSJ」か ら 取 得 し た イ ン タ
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ビ ュ ア ー（ 以 下 、 L と 省 略 ）と 応 答 者（ 以 下 、 R と 省 略 ）の デ

ー タ の 内 訳 は 次 の [表 1]の 通 り で あ る 。角 括 弧 は デ ー タ ID を 、

左 端 の 数 字 は 行 番 号 を 、 L/R は 話 者 ID を 示 す 。文 字 化 の 方 法

と し て は 、 BTSJ（ 宇 佐 美 2007）に 従 う 。こ こ か ら は 、発 話 の

「 機 能 や 効 果 」を 押 さ え な が ら 、談 話 レ ベ ル で 分 析 し て い く 。

ま た 、 女 性 の イ ン タ ビ ュ ー に 対 す る 、 男 性 、 女 性 の 応 答 者 の

「 聞 き 返 し 」 の ス ト ラ テ ジ ー を 比 較 し て 、 そ の 違 い を 探 求 す

る 。  

 [表 1]「 CSJ」 に 取 材 し た イ ン フ ォ ー マ ン ト の 背 景 1  

 
フ ァ イ ル  

イ ン タ ビ ュ ア ー ( L )  
（ 出 身 地 ・ 年 齢 ）  

応 答 者 ( R )  
（ 出 身 地 ・ 年 齢 ）  

 
 
 

女 ― 男  
L- R  

 

D 03 M 0 0 4  神 奈 川 ・ 3 0 代  神 奈 川・ 2 0 代  

D 03 M 0 0 17  埼 玉 ・ 2 0 代  埼 玉 ・ 2 0 代  

D 03 M 0 0 37  東 京 都 ・ 3 0 代  神 奈 川・ 3 0 代  

D 03 M 0 0 48  埼 玉 ・ 2 0 代  京 都 ・ 4 0 代  

D 03 M 0 0 53  神 奈 川 ・ 3 0 代  北 海 道・ 2 0 代  

 
 
 

女 ― 女  
L- R  

 

D 03 F 0 0 8  神 奈 川 ・ 3 0 代  神 奈 川・ 3 0 代  

D 03 F 0 0 36  千 葉・ 4 0 代  神 奈 川・ 3 0 代  

D 03 F 0 0 40  東 京 都 ・ 3 0 代  神 奈 川・ 3 0 代  

D 03 F 0 0 45  神 奈 川 ・ 3 0 代  神 奈 川・ 2 0 代  

D 03 F 0 0 58  埼 玉 ・ 2 0 代  東 京 ・ 3 0 代  

 

 

                                                             

1  イ ン タ ビ ュ ア ー ( L )と 応 答 者 （ R） の ペ ア に つ い て 、 フ ァ イ ル 名 の F  

は 女 性 と 女 性 を 指 す が 、 フ ァ イ ル 名 の M は 女 性 と 男 性 を 表 す 。 年 齢 、  

性 別 の 変 数 を 配 慮 し て い る の で 、 C S J に 含 ま れ る 対 話 デ ー タ か ら D 0 3   

M 0 0 4、D 0 3 M 0 0 1 7、D 0 3 M 0 0 3 7、D 0 3 M 0 0 4 8、D 0 3 M 0 0 5 3、D 0 3 F 0 0 8、D 0 3 F 0 0 3 6、  

D 0 3 F 0 0 4 0、 D 0 3 F 0 0 4 5、 D 0 3 F 0 0 5 8 の 1 0 対 話 を 標 本 と し て 選 び 、 作 成 し  

た 。 従 っ て 、 こ れ は 、 無 作 為 抽 出 で は な い 。  
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3.3「 CSJ」 と は  

「 CSJ」 1と は 、国 立 国 語 研 究 所 、通 信 総 合 研 究 所 、東 京 工 業

大 学 の 三 者 が 共 同 開 発 し た 現 代 日 本 語 の 話 し 言 葉 研 究 用 の デ

ー タ ベ ー ス で あ る 。 自 発 性 の 高 い 独 話 （ モ ノ ロ ー グ ） を 主 対

象 と し て お り 、学 会 等 に お け る 口 頭 発 表 の 音 声 300 時 間 分（ 以

下 「 模 擬 講 演 」）、 そ の 他 （ イ ン タ ビ ュ ー ・ 対 話 ・ 朗 読 な ど ）

か ら 構 成 さ れ る 。『 日 本 語 話 し 言 葉 コ ー パ ス 』は 、日 本 語 の 自

発 音 声 を 大 量 に 集 め て 多 く の 研 究 用 情 報 を 付 加 し た 話 し 言 葉

研 究 用 の デ ー タ ベ ー ス で あ り 、2004 年 春 の 完 成 時 に 質 量 と も

に 世 界 最 大 の 自 発 音 声 研 究 用 デ ー タ ベ ー ス に な る も の と 期 待

さ れ て い る 。  

 

4 理論の枠組み  

4.1 談 話 機 能 の 枠 組 み  

 談 話 に お け る 発 話 の 位 置 付 け 及 び そ の 機 能 に つ い て の 枠 組 み に は 、

Stenstorm(1994)に よ る 「 談 話 の 階 層 the discourse 

hierarchy」 を 一 部 改 め て 引 用 す る 。 次 は そ の 概 略 で あ る 。  

 言 葉 に よ る 相 互 行 為 の 最 小 単 位 は「 や り と り（ e x c ha n g e）」で あ る 。

「 や り と り 」 は 、 最 低 限 二 人 の 話 し 手 に よ る 各 々 一 つ ず つ の タ ー ン

か ら 成 る 。 基 本 的 に は 、「 <質 問 を す る > <答 え る >」「 <挨 拶 を す る > <

挨 拶 を 返 す >」 の よ う に 「 一 方 が 開 始 し も う 一 方 が そ れ に 応 じ る

in i t ia t e a nd r e sp on d」 と い う 隣 接 ペ ア を 構 成 す る 。 話 し 手 は 、

自 ら の タ ー ン の 中 で こ の よ う な 何 ら か の 機 能 を 持 っ た 発 話 を

一 つ あ る い は い く つ か 組 み 合 わ せ て 「 や り 取 り 」 を 進 め る 。

本 研 究 で は こ の よ う な 枠 組 み を 「 聞 き 返 し ス ト ラ テ ジ ー 」 の

談 話 機 能 の 分 類 に 適 用 す る こ と と す る 。  

 

4.2Brown&Levinson の ポ ラ イ ト ネ ス  

ポ ラ イ ト ネ ス に 関 し て 、 最 も 影 響 力 を 持 っ て い る 学 説 は 、
                                                             
1
 コ ー パ ス 設 計 の 詳 細 は （ 前 川 他 2 0 0 0） を 参 照 さ れ た い  
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B&L (1987(1978))に よ っ て 出 さ れ た 。B&L(1987(1978))の ポ ラ

イ ト ネ ス 理 論 の 根 幹 を な す も の は 、Goffman(1967)に よ っ て 提

唱 さ れ た Face（ 面 子 ） と い う 概 念 で あ る 。「 名 誉 」 と か 「 評

判 」 と か と い っ た 意 味 で ‘ Face’ と い う 語 で は じ め て 使 っ た

の は 1876 年 に Arrangements by which China has lost face(そ

の 取 り 決 め に よ っ て 中 国 が 面 子 を 失 っ た )と い う 表 現 で 中 国

語 の 丟 臉 (面 目 を 失 う )の 訳 語 と し て 用 い ら れ た も の の よ う だ 。

そ の 後 、Face は saving face（ 面 目 を 保 つ ）と か losing face(面

目 を 失 う )と い っ た 表 現 で 広 く 使 わ れ て き た 。ポ ラ イ ト ネ ス 理

論 に お い て は 、 Face と は 、人 間 一 人 一 人 が 主 張 し た い 社 会 的

な 自 己 イ メ ー ジ の こ と で 、「 ポ ジ テ ィ ブ ·フ ェ イ ス （ 積 極 的 面

子 ）」と「 ネ ガ テ ィ ブ ·フ ェ イ ス（ 消 極 的 面 子 ）」と い う 二 つ の

面 を 持 つ 。ポ ジ テ ィ ブ ·フ ェ イ ス は 人 か ら 尊 敬 さ れ た い 、評 価

さ れ た い 、 よ く 思 わ れ た い 、 認 め ら れ た い と い う 願 望 、 ネ ガ

テ ィ ブ ·フ ェ イ ス は 他 人 の 行 動 に 邪 魔 さ れ た く な い 、押 さ え つ

け ら れ た く な い 、行 動 を 自 由 に 選 択 し た い と い う 願 望 で あ る 。

そ し て 、 こ れ ら の 面 子 を 傷 つ け る 恐 れ の あ る 行 動 を Face 

threatening acts(面 子 威 嚇 行 動 、以 下 、FTA と 省 略 )と 呼 ぶ 。

円 満 な 人 間 関 係 を 保 持 し 、 円 滑 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る

た め に は FTA に よ る 面 子 の 威 嚇 度 を 最 小 に と ど め る よ う な ス

ト ラ テ ン ジ ー を と れ ば い い わ け で あ る 。  
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小  F T A を 行 う  

明 示 的 に （ o n  r e c o r d）  

( 1 )緩 和 策 を 講 じ な い  

（ b a l d  o n  r e c o r d )  

緩 和 策 を 講 じ る  

( 2 )ポ ジ テ ィ ブ ・ ポ ラ イ ト ネ ス  

( 3 )ネ ガ テ ィ ブ ・ ポ ラ イ ト ネ ス  

 

 ( 4 )非 明 示 的 に ( o f f  r e c o r d )  

 

( 5 ) F T A を 行 わ な い  

大    

               （ B & L  1 9 8 7 : 6 0 を 基 に 作 成 ）  

[図 1 ] F T A の 度 合 い （ フ ェ イ ス を 失 う /失 わ せ る 危 険 度 の 評 価 ）  

 

5.データの分析と考察  

 

 本 研 究 で は 、 CSJ の 自 由 対 話 に お け る 日 本 語 母 語 話 者 の 自

然 な 発 話 場 面 で の 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー を 表 現 形 式 、 機

能 、 ポ ラ イ ト ネ ス の 観 点 か ら 分 析 し 、 そ の 使 用 実 態 を 明 ら か

に し 、 性 別 と の 関 わ り を 検 討 す る 。  

 

5.1 表 現 形 式 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 分 類  

尾 崎 （ 1993,2001）、 猪 狩 （ 1999）、 テ ン ヂ ャ ロ ー ン （ 2007）

を 参 考 に し 、「 聞 き 返 し 」の 表 現 形 式 を 非 エ コ ー 型 、エ コ ー 型

+ą型 、 エ コ ー 型 の 通 り に 分 類 し た 。  

(1)  非 エ コ ー 型 ： 反 復 を 用 い な い 表 現 で あ る 。  

(例 1:D03M0037 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:男 性 ）  
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ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

68  59  *  L  (D た )ち ょ っ と 変 え て み た り <と か > { <} ?。

[↑ ]  

69  60  *  R  ＜ 変 え て ＞ ｛ ＞ ｝ み て 、 ア ー 、 と か ね 、 変

え て み た り と か ね 。  

70  61  *  L  （ 笑 ）。  

71  62  *  R  （ 笑 ）。  

72  63  *  L  お か し い 。  

73  64  *  L  （ 笑 ）、 そ う な ん だ 。  

74  65  *  R  そ う 。  

75  66  *  R  マ ー 、 一 つ の 職 業 病 で し ょ う か ね ？ 。 [↑ ]  

76  67  *  L  オ ー 、 そ れ は で も 。  

77  68  *  L  （ D：つ い ）ず っ と 付 い て 回 る か ら や で す よ

ね 。  

78  69  *  R  そ う そ う 。  

79  70 - 1  /  R  マ ー 、 こ れ も や っ ぱ り ね ，，  

80  71  *  L  （ 笑 ）。  

 

 (2)エ コ ー 型 + ą型 ： 相 手 の 発 話 を 反 復 し た も の に 他 の 表 現 を

付 け 加 え た 「 聞 き 返 し 」 で あ る 。  

(例 2:D03F0036 の デ ー タ よ り ）（（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

発 話

文 番

号  

発 話

文 終

了  

話

者  

発 話 内 容  
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号  

10 1  84  *  L  多 分 、（ 雑 音 ）、（ 笑 ）。  

10 2  85  *  R  ウ ン 、 ア ノ 、 た ま プ ラ ー ザ ＜ と か も 、 ウ

ー ン 、 今 ＞ ｛ ＜ ｝ イ ル ミ ネ ー シ ョ ン が 綺

麗 で 。  

10 3  86  *  L  ＜ エ エ 、 エ エ 、 エ エ 、 エ エ 、 行 か れ ま す

＞ ｛ ＞ ｝。  

10 4  87  *  R  そ う で す ね 。  

10 5  88  *  R  ウ ー ン 。  

10 6  89  *  L  歩 い て も 行 か れ ＜ る ん じ ゃ な い で す か ＞

｛ ＜ ｝ ？ 。 [↑ ]  

10 7  90  *  R  ＜ 歩 い て も ＞ ｛ ＞ ｝ 十 五 分 ぐ ら い で す

か ？ 。 [↑ ]  

10 8  91  *  L  （ 雑 音 ）、 そ う で す よ ね 。  

10 9  92  *  L  な る ほ ど 。  

11 0  93  *  R  ウ ー ン 、 ウ ン 。  

 (3)エ コ ー 型 ： 相 手 の 発 話 を そ の ま ま 反 復 す る 「 聞 き 返 し 」

で 、 相 手 の 発 話 を 部 分 的 に 反 復 す る 不 完 全 型 、 そ の ま ま 反 復

を す る 普 通 形 、 反 復 し た 部 分 ＋ で す か の 丁 寧 形 が あ る   

(例 3:D03F0045 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発

話

文

番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

7  7  *  L  ど の く ら い 掛 か り ま し た ？ ？ [↑ ]  

8  8  *  L  こ の 準 備 を す る の に 。  

9  9  *  R  準 備 ？ ？ [↑ ]  

10  10  *  L  何 か ＜ こ う ＞ ｛ ＜ ｝、 ウ ー ン 。  
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11  11  *  R  ＜ レ ジ ュ メ ＞ ｛ ＞ ｝ で す か ？ 。 [↑ ]  

12  12  *  R  そ れ は 言 え な い で す 。  

13  13  *  L  （ 笑 ）、 そ う な ん だ 。  

 

5.1.1 表 現 形 式 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と  

頻 度 の 比 較  

[ 表 2 ] 表 現 形 式 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 の 比 較 （ 述 べ 語 数 ）  

表 現 形 式  

性 別  

エ コ ー 型  非 エ コ ー 型  エ コ ー 型 ＋ ą型  合 計  

男 性  5 ( 5 . 1 % )  8 2 ( 8 3 . 7 % )  1 1 ( 1 1 . 2 % )  9 8 ( 1 0 0 % )  

女 性  5 ( 3 . 5 % )  1 2 0 ( 8 4 . 5 % )  1 7 ( 1 2 % )  1 4 2 ( 1 0 0 % )  

合 計  1 0 ( 4 . 1 % )  2 0 2 ( 8 4 . 2 % )     2 8 ( 1 1 . 7 % )  2 4 0 ( 1 0 0 % )  

 

 

エコー型, 

5(5.1%) 

非エコー

型, 82 

(83.7%) 

エコー型

＋ą型, 

11(11.2%) 

男性 
エコー型, 

5(3.5%) 

非エコー

型, 120 

(84.5%) 

エコー型

＋ą型, 

17(12%) 

女性 

エコー型,10(4.1%) 

非エコー

型,202(84.2%) 

エコー型＋ą

型, 28(11.7%) 

合計 
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（ 図 2 ）表 現 形 式 に お け る「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 の 比 較（ 述 べ 語 数 ）  

 [表 2]と [図 2]が 示 す よ う に 、 CSJ の 談 話 資 料 に 見 ら れ る

「 聞 き 返 し 」の 回 数 に 関 し て 、男 女 比 は 男 性 98 回 で 、女 性 は

142 回 で あ り 、 女 性 が 男 性 の 1.5 倍 近 く 上 回 る 結 果 と な っ て

い る 。 男 性 よ り 女 性 の 会 話 の 方 が 「 聞 き 返 し 」 の 回 数 の 方 が

多 い 点 か ら 見 る と 、 女 性 の 会 話 は 男 性 の 会 話 よ り リ ラ ッ ク ス

し た 状 態 で 展 開 し て い く こ と が 窺 が わ れ る よ う で あ る 。  

ま た 、「 聞 き 返 し 」 表 現 形 式 の 使 用 頻 度 を 比 較 し て み る と 、

男 性 女 性 共 「 非 エ コ ー 型 」 が 最 も 顕 著 で 、 次 に 使 用 頻 度 が 高

か っ た の は 、「 エ コ ー 型 ＋ ą型 」 で あ る 。  

 

5 . 2 機 能 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 分 類  

尾 崎 （ 1992） の 論 考 で は 「 聞 き 返 し 」 を 六 つ に 分 類 し て い

る が 、 今 回 の 調 査 で は 「 聞 き 取 り 確 認 •説 明 要 求 」、「 反 復 •説

明 要 求 」の 使 用 回 数 が ゼ ロ で あ っ た た め 、「 聞 き 返 し 」ス ト ラ

テ ジ ー の 分 析 対 象 を 以 下 の 四 つ の 「 聞 き 返 し 」 に 分 類 し た 。  

 (1)反 復 要 求 ： 相 手 の 発 話 が 聞 き 取 れ な か っ た と き に 相 手 に

そ の 発 話 の 繰 り 返 し を 要 求 す る  

 

(例 4:D03F0040 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

12 2  10 9 - 1  /  L  お か し い 、 何 か 友 達 が 、 ア ノ 、 今 ，，  

12 3  11 0  *  R  ウ ン 、 エ ー 。  

12 4  10 9 - 2  /  L  雑 誌 を 作 っ て い て ，，  

12 5  11 1  *  R  雑 誌 で す か ？ 。 [↑ ]  
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12 6  10 9 - 3  *  L  エ ー 。  

12 7  11 2  *  R  凄 い 。  

12 8  11 3  *  L  そ う な ん で す け ど 。  

12 9  11 4  *  L  何 か ね 、東 京 で は ね 、あ ん ま り 火 が ま だ 付

い て い な い ん で す け ど 。  

13 0  11 5  *  R  ウ ン 、 エ ー 。  

13 1  11 6  *  L  最 近 大 阪 で 持 っ て っ た ら 、す ぐ 火 が 付 い た

っ て 、 そ の 反 応 が 早 い ？ ？ [↑ ]  

13 2  11 7  *  R  エ ー 、 ア ー 、 分 か る よ う な 気 が す る 。  

  

(2)説 明 要 求：相 手 の 発 話 を 理 解 で き な か っ た 時 に そ の 発 話 に

対 す る 説 明 を 要 求 す る 。  

(例 5:D03M0017 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:男 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

17 3  13 3  /  L  何 と な く 。  

17 4  13 2 - 2  *  R  ち ょ っ と ず つ 。  

17 5  13 4  *  L  ち ょ っ と ず つ 。  

17 6  13 5  /  R  分 か っ て る か も し れ な い 。  

17 7  13 6  *  R  （ 笑 ）  

17 8  13 7  *  L  視 覚 と 聴 覚 の 関 係 が ？ ？ [↑ ]  

17 9  13 7  *  R  関 係 が 。  

18 0  13 8  *  L  ハ ー 、 例 え ば 、 テ レ ビ 見 て て 、 テ レ ビ の （ D し ）

喋 っ て る 人 が 喋 っ て る み た い に 思 っ ち ゃ っ て こ と

で す か ？ 。 [↑ ]  
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 (3)聞 き 取 り 確 認 要 求 ： 相 手 の 発 話 の 聞 き 取 り が 正 し い か ど

う か 、 自 信 が 持 て な か っ た 時 に 確 認 を 要 求 す る 。  

(例 6:D03F0040 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

16 1  14 3  *  R  で 、 ミ ナ ミ が 心 斉 橋 難 波 。  

16 2  14 4  *  L  ハ イ ハ イ ハ イ ハ イ ハ イ ハ イ ハ イ 。  

16 3  14 5  *  R  辺 り で す よ ね 。  

16 4  14 6 - 1  /  R  で 、 キ タ は わ り と 、 ア ノ 、 お 上 品 な ，，  

16 5  14 7  *  L  ハ イ ハ イ ハ ハ イ 。  

16 6  14 6 - 2  *  R  町 で す よ ね 。  

16 7  14 8  *  L  こ の 前 行 っ た の 多 分 キ タ か な ＜ グ ラ ＞｛ ＜ ｝フ っ

て い う の 知 っ て ま す ？ ？ [↑ ]  

16 8  14 9  *  R  ＜ キ タ で す か ＞ ｛ ＞ ｝。  

16 9  15 0  *  R  グ ラ フ ？ ？ [↑ ]  

17 0  15 1  *  R  知 ら な い で す 。  

17 1  15 2  *  L  家 具 屋 さ ん が カ フ ェ と か い っ ぱ い 今 や っ て る ん

で す け ど 。  

 

(4)理 解 確 認 要 求：相 手 の 発 話 に 対 す る 理 解 に 正 し い か ど う か 、

自 信 が 持 て な か っ た 時 に 確 認 を 要 求 す る 。  

(例 7:D03F0040 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

話

者  

発 話 内 容  
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号  了  

11 7  93 - 1  /  L  フ ー ン 、 セ メ ン ト っ て ど う や っ て /少 し 間 /

作 る ん ，，  

11 8  94  *  R  ＜ （ D セ メ ン ） ＞ ｛ ＜ ｝。  

11 9  93 - 2  *  L  ＜ で す か ＞ ｛ ＞ ｝ ？ 。 [↑ ]  

12 0  95  *  R  ち ょ っ と （ D す ）、（ 咳 ）。  

12 1  96  *  L  大 丈 夫 で す よ 。  

12 2  97 - 1  /  R  ハ イ 、エ ー 、 /少 し 間 /マ ー 、 /少 し 間 /基 本 的

に 石 灰 （ D す ），，  

12 3  98  *  L  ウ ー ン 。  

12 4  97 - 2  *  R  石 と か あ る じ ゃ な い で す か ？ 。 [↓ ]  

12 5  99  *  L  ウ ー ン 。  

12 6  10 0  *  R  あ あ い う の を 、マ ー 、焼 い て 作 る ら し い で す 。 

 

5 . 2 . 1 機 能 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 の 比 較  

（ 表 3）は 、「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー の 機 能 ご と の 出 現 回

数 の 結 果 を 性 別 に 示 し た も の で あ る 。  

 

 [表 3 ]機 能 に お け る「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 の 比 較（ 述 べ 語 数 ）  

機 能  

 

性 別  

反 復 要 求  説 明 要 求  聞 き 取 り 確 認 要 求  理 解 確 認 要 求   合 計  

男 性  0 ( 0 % )  8 ( 8 . 2 % )  2 ( 2 . 0 % )  8 8 ( 8 9 . 8 % )  9 8 ( 1 0 0 % )  

女 性  1 ( 0 . 7 % )  1 6 ( 1 1 . 3 % )  4 ( 2 . 8 % )  1 2 1 ( 8 5 . 2 % )  1 4 2 ( 1 0 0 % )  

合 計  1 ( 0 . 4 % )  2 4 ( 1 0 % )  6 ( 2 . 5 % )  2 0 9 ( 8 7 . 1 % )  2 4 0 ( 1 0 0 % )  
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[図 3 ]機 能 に お け る「 聞 き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 の 比 較（ 述 べ 語 数 ）  

 

[表 3]よ り わ か る よ う に 、 CSJ の 談 話 資 料 に 見 ら れ る 修 復  

機 能 に お け る 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー 出 現 回 数 と 頻 度 に  

関 し て は 、 全 体 と し て 「 理 解 確 認 要 求 」 が 最 も 頻 出 す る こ と

が 示 さ れ て い る 。そ れ は 男 性 、女 性 を 問 わ ず 、「 理 解 確 認 要 求 」

を 用 い て 、 相 手 の 発 話 へ の 理 解 や 関 心 を 示 し な が ら 理 解 し よ

う と す る 姿 勢 が 読 み 取 れ る 。 次 い で 「 説 明 要 求 」、「 聞 き 取 り

確 認 要 求 」 の 順 で 表 れ て い る 。 こ の 点 は 日 本 語 学 習 者 の 「 聞

き 返 し 」ス ト ラ テ ジ ー と 違 っ た 結 果 が 観 察 さ れ る 。池 田（ 2003）

の 研 究 に よ る と 、 日 本 語 が 十 分 で な い 学 習 者 は 相 手 の 発 話 を

「 聞 き 取 る 」 こ と に 集 中 す る た め 、 ほ と ん ど 「 反 復 要 求 」 及

び 「 聞 き 取 り 確 認 要 求 」 の ス ト ラ テ ジ ー を 用 い て い る こ と が

わ か る 。  

反復要求, 

0(0%) 

説明要求, 

8(8.2%) 

聞き取り

確認要求, 

2(2%) 

理解確認

要求, 
88(89.8%) 

男性 
反復要求, 

1(0.7%) 

説明要求, 

16(11.3%) 
聞き取り

確認要求, 

4(2.8%) 

理解確

認要求, 
121(85.2%

) 

女性 

反復要求, 1(0.4%) 
説明要求, 24(10%) 

聞き取り確認要求, 

6(2.5%) 

理解確認要求, 

209(87.1%) 

合計 
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 ま た 、男 性 ( 8 9 . 8 % )の 談 話 資 料 で は「 理 解 確 認 要 求 」が 女 性

( 8 5 .2 % )よ り 多 く 、一 方 、女 性 ( 1 1 . 3 % )の 談 話 資 料 で は「 説 明 要

求 」 が 男 性 ( 8 . 2 % )よ り 多 い と い う 傾 向 が あ る こ と が 観 察 さ れ

た 。  

 

5.3「 聞 き 返 し 」 に お け る ポ ラ イ ト ネ ス ·ス ト ラ テ ジ ー  

  5.2.1 で 示 し た よ う に 、男 性 の 談 話 資 料 で は「 理 解 確 認 要

求 」が 女 性 よ り 多 い と い う 傾 向 が あ る こ と が 見 ら れ た 。（ 例 8）

に 示 す よ う に 、 117 行 目 の 99L「 言 葉 に 対 し 、 言 葉 言 語 （ ？ ）

っ て ど う 。」に 118 行 目 の 100L「（ D お ）思 い ま す か ？ 。[↑ ]」

が 繋 が っ て い る 。そ し て 、そ の 後 、124 行 目 の 105R「 ア ノ ー 、

マ 、一 応 色 ん な ル ー ル っ て い う の あ る じ ゃ な い で す か ？ 。[↑ ]」

と 128 行 目 の 107 -2R の「 あ る い は 語 彙（ ？ と か ）決 ま っ て た

り と か ね 」。の よ う に 、「 ～ じ ゃ な い で す か 」や「 ～ ね 」の「 理

解 確 認 要 求 」の ス ト ラ テ ジ ー を 使 用 し 、「 話 し 手 に 自 分 の 自 由

や 領 域 を 侵 害 さ れ た く な い 」と い う 聞 き 手 の ネ ガ テ ィ ブ •フ ェ

イ ス に 配 慮 し 、 FTA を 緩 和 す る た め の ス ト ラ テ ジ ー で あ る こ

と が 読 み 取 れ る 。  

 

(例 8:D03F0045 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

番  

号  

発 話

文 番

号  

発

話

文

終

了  

話

者  

発 話 内 容  

11 7  99  *  L  言 葉 に 対 し 、 言 葉 言 語 っ て ど う 。  

11 8  10 0  *  L  （ D お ） 思 い ま す か ？ 。 [↑ ]  

11 9  10 1  *  R  ウ ー ン 。  

12 0  10 2  *  L  漠 然 と ＜ し て ま す ＞ ｛ ＜ ｝。  
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12 1  10 3 - 1  /  R  ＜（ D？ ん ）漠 然 と ＞｛ ＞ ｝、ン ー 、僕 は ね 、

か な り ，，  

12 2  10 4  *  L  （ D？ ん ）。  

12 3  10 3 - 2  *  R  （ D ん ） 言 語 に 対 し て は ね 。  

12 4  10 5  *  R  ア ノ ー 、マ 、一 応 色 ん な ル ー ル っ て い う の

あ る じ ゃ な い で す か ？ 。 [↑ ]  

12 5  10 6  *  L  ウ ー ン 。  

12 6  10 7 - 1  /  R  マ 、 文 法 が あ っ た り と か ，，  

12 7  10 8  *  L  ウ ー ン 。  

12 8  10 7 - 2  *  R  あ る い は 語 彙（ ？ と か ）決 ま っ て た り と か

ね 。  

12 9  10 9  *  L  ウ ー ン 。  

 

 一 方 、 今 回 の デ ー タ か ら 、 女 性 は 男 性 よ り 「 説 明 要 求 」 が

多 い 傾 向 に あ る こ と が 明 確 に な っ た 。 実 例 を 見 な が ら 、 探 求

し て み よ う 。（ 例 9）の よ う に 、TRP 3 の 誤 認 に よ り 発 話 を 始 め 、

重 な り を 起 こ し た 会 話 参 加 者 120 行 目 の 104R が 、す ぐ に 発 話

を 中 止 し 、 タ ー ン を 調 整 し て い る 。 そ し て 、 真 の TRP を 待 っ

て 、 タ ー ン 124 を 取 り 、 108R が 「 ど ん な 内 容 な ん で す か ？ 。

[↑ ]」 と い う 「 説 明 要 求 」 す る と い う ス ト ラ テ ジ ー は 、 聞 き

手 の ネ ガ テ ィ ブ •フ ェ イ ス に 配 慮 し て い る の で あ り 、相 手 の ネ

ガ テ ィ ブ •フ ェ イ ス の ス ト ラ テ ジ ー 2「 質 問 •聞 き 返 し 」に 当 て

は ま る と 考 え ら れ る 。  

 (例 9:D03F0045 の デ ー タ よ り ）（ L:女 性 ； R:女 性 ）  

ラ  

イ  

ン  

発 話

文 番

号  

発

話

文

話

者  

発 話 内 容  

                                                             
3
 S a c k s  e t  a l . ( 1 9 7 4 : 7 0 4 ) に よ れ ば 、 あ ら ゆ る 発 話 順 番 に つ い て 、 発 話 順

番 構 成 単 位 の 最 初 の t r a n s i t i o n  r e l e v a n c e  p l a c e ( 発 話 順 番 の 以 降 が 適 切

と な る 場 所 、 以 下 T R P と 記 す 。  
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番  

号  

終

了  

11 9  10 3  *  L  何 か こ う 心 理 テ ス ト と か そ う い う の も 自 分 で

勉 強 し た り と か 、（ D？ す ）す る ん ＜ そ う い う の

＞ ｛ ＜ ｝ ？ ？ [↑ ]  

12 0  10 4  *  R  ＜ 心 理 ＞ ｛ ＞ ｝ テ ス ト ？ ？ [↑ ]  

12 1  10 5  *  L  何 か よ く あ る じ ゃ（ D？ ぬ ん ）（ 笑 ）な い 、私 が

何 か 心 理 学 や っ た 時 、先 生 が 何 か 結 構 よ く 心 理

テ ス ト を や っ て て 。  

12 2  10 6  *  R  （ 笑 ）。  

12 3  10 7  *  L  （ 笑 ）。  

12 4  10 8  *  R  ど ん な 内 容 な ん で す か ？ 。 [↑ ]  

12 5  10 9 - 1  /  L  （ 笑 ）（ D？ ゆ ） わ り と 性 格 判 断 に 近 い ，，  

12 6  11 0  *  R  ア ー 。  

12 7  10 9 - 2  *  L  よ う な も の だ ＜ っ た ん だ け ど ＞ ｛ ＜ ｝。  

12 8  11 1  /  R  ＜ そ う い う の は で も ＞｛ ＞ ｝何 か あ り ま し た よ 。 

12 9  11 2 - 1  *  R  性 格 心 理 学 っ て い う の で 、（ H），，  

13 0  11 3  *  L  ア 、 別 な ん だ 。  

13 1  11 2 - 2  *  R  ア ー 、 そ う で す ね 。  

 

6.おわりに  

 本 研 究 で は 、 CSJ の 自 由 対 話 を 用 い て 、 日 本 語 母 語 話 者 の  

自 然 な 発 話 場 面 で の 「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー を 表 現 形 式 、  

機 能 、 ポ ラ イ ト ネ ス の 観 点 か ら 考 察 を 行 い 、 そ の 使 用 実 態 を  

明 ら か に し 、 性 別 と の 関 わ り を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 主 に 次  

の こ と が 明 ら か に な っ た 。  

(1)今 回 の 談 話 資 料 で は 、「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 表 現 形  

式 に お い て は 、「 非 エ コ ー 型 」、「 エ コ ー 型 」、「 エ コ ー 型 ＋ ą 型 」
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の 3 種 類 の 聞 き 返 し が 観 察 さ れ た 。  

(2)「 聞 き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 機 能 に お い て は 、「 理 解 確 認

要 求 」、「 説 明 要 求 」、「 反 復 要 求 」、「 聞 き 取 り 要 求 」 の ス ト ラ

テ ジ ー が 見 ら れ た 。  

(3)「 聞 き 返 し 」表 現 形 式 の 使 用 頻 度 を 比 較 し て み る と 、男 性

女 性 共 に 「 非 エ コ ー 型 」 が 最 も 顕 著 で 、 次 に 頻 度 が 高 か っ た

の は 、「 エ コ ー 型 ＋ ą 型 」 の 使 用 で あ る 。  機 能 に お け る 「 聞

き 返 し 」 ス ト ラ テ ジ ー の 頻 度 に 関 し て は 、 男 性 、 女 性 、 両 方

と も 「 理 解 確 認 要 求 」 を 用 い て 、 相 手 の 発 話 へ の 理 解 や 関 心

を 示 し な が ら 理 解 し よ う と す る 傾 向 が 窺 が え る 。  

(4) ポ ラ イ ト ネ ス 理 論 の 観 点 か ら す る と 、 聞 き 返 し ス ト ラ テ

ジ ー を 遂 行 す る に あ た り 、「 理 解 確 認 要 求 」と「 説 明 要 求 」を

多 用 す る の は 、聞 き 手 の ネ ガ テ ィ ブ •フ ェ イ ス に 配 慮 し た た め

で あ る と 考 え ら れ る 。  

本 研 究 で は 、 日 本 語 母 語 話 者 を 対 象 に 考 察 を 行 っ た が 、 台  

湾 人 日 本 語 学 習 者 が ど の よ う な「 聞 き 返 し 」を し て い る の か 、  

日 本 語 母 語 話 者 と の 比 較 、 中 国 語 の 影 響 に つ い て も 今 後 研 究  

し た い 。 ま た 、 本 研 究 で は 、 CSJ の 「 自 由 対 話 」 に お け る 日  

本 語 母 語 話 者 の 「 聞 き 返 し 」 を 対 象 に 考 察 を 行 っ た が 、 学 習  

者 の 個 人 差 に も 注 目 し な が ら 、 日 本 語 学 習 者 は 会 話 の 場 面 や  

対 話 の 場 面 な ど 様 々 な 場 面 で ど の よ う な 「 聞 き 返 し 」 を 使 用  

し て い る の か に 関 す る 考 察 も 明 ら か に し た い と 考 え て い る 。  

 「 聞 き 返 し 」 と い う ス ト ラ テ ジ ー は 日 本 語 の 会 話 の 中 で 非  

常 に 大 切 な も の で あ る 。 わ か ら な い 、 聞 こ え な い と い う 問 題  

と 常 に 直 面 し な が ら 会 話 を 進 め て い か な け れ ば な ら な い 日 本  

語 学 習 者 に は 、言 う ま で も な く 、「 聞 き 返 し 」の 仕 方 や 機 能 な  

ど の 習 得 が 特 に 重 要 に な っ て く る 。 こ の 点 に つ い て は 、 尾 崎

（ 1981） も 「 聞 き 返 し 」 を 含 め た 伝 達 技 術 を 意 識 的 に 指 導 し

て い く 必 要 が あ る と 指 摘 し て い る 。  

つ ま り 、 ま ず は 、 教 科 書 に 「 聞 き 返 し 」 の 文 型 や モ デ ル  
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会 話 を 学 習 項 目 と し て 明 示 し 、 次 は 「 聞 き 返 し 」 の 文 型 や モ

デ ル 会 話 が 使 え る よ う な 教 室 内 で の 練 習 が 実 際 の 会 話 授 業 に

取 り 入 れ て 、 練 習 の 結 果 が 使 え る よ う 、 実 際 に 日 本 人 と イ ン

タ ー ア ク シ ョ ン す る 場 面 が 与 え ら れ る べ き で あ ろ う 。 こ の よ

う に 、 学 習 者 の 話 す 力 を 養 成 す る の に 活 用 し て い け る の み な

ら ず 、 そ れ も コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 目 標 を 達 成 す る た め の 共

同 ·協 力 作 業 や 相 互 理 解 の ト ラ ブ ル を 未 然 に 防 ご う と す る 一

つ の 手 段 で あ ろ う 。  
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附記  

本 稿 は 「 日 本 語 母 語 話 者 の 『 修 復 』 の 様 相 ― ポ ラ イ ト ネ ス

理 論 の 見 地 か ら ― 」『 日 本 語 教 育 学 会 2012 年 度 第 2 回 研 究 集

会 』日 本 ‧熊 本 学 園 大 学 会 場（ 2012 年 6 月 )で 口 頭 発 表 し た も

の に 加 筆 ·修 正 を 施 し た も の で あ り 、100 年 度 國 科 會 專 題 研 究

計 畫 主 持 人「 日 語 談 話 中 的「 發 話 者 交 替 turn-taking)和 修 正

（ repair)現 象 —以 『 日 語 談 話 資 料 庫 （ CSJ）』 為 資 料 」 計 画 番

号 NSC100-2410-H-156-014,研 究 代 表 者 呉 秦 芳 ）の 研 究 成 果 の

一 部 で す 。 ま た 、 本 稿 執 筆 に あ た り 、 査 読 者 の 先 生 方 に 貴 重

な ご 教 示 を い た だ き ま し た 。 心 よ り 感 謝 申 し 上 げ ま す 。  
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