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接續詞「ジャ」的使用條件  

 

黃淑燕   

 

中文摘要  

 

   本稿透過一個接續詞可以或不可以與何種句末型態共起，

來考察接續詞的使用條件。  

    「デ ハ」類的接續詞包含了 ソ レ デ ハ ， ソ レ ジ ャ （ア），

デ ハ，ジ ャ（ア ）等，其中「ジ ャ」的用法最為廣泛，筆者於

是便選擇以「ジ ャ」為例，分析了「ジ ャ」與意志表現、應答、

事象描寫、感情・感覺表現、推論表現等句末型態的共起關係。

推論，使用「ジ ャ」時必須具備有「即時性」「前件依存性」

以及對前件的「說話者的資訊非優位性」。並再藉檢測「 ジ ャ」

與「～ も の だ」「～ た っ け」「～ だ ろ う」「～ た」「～ よ う

だ」「～ ら し い 」「～ そ う だ」等成份的共起關係，證明確實

必須三個條件皆備「ジ ャ」的使用才能成立。  

 

 

關鍵詞：共起關係、即時性、前件依存性、聽話者的資訊優位性、

說話者的資訊非優位性

                                                        
  東海大學日本語言文化學系副教授  
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The conditions of the use of conjunction “Ja”  

 

H U A N G  , S h u - Ye n    

 

Abst rac t  

 

T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  c h e c k  t h e  c o m p a t i b i l i t y  o f  

c o n j u n c t i o n s  w i t h  m o d a l i t y  t yp e s .  A g r o u p  o f  D e w a  c o n j u n c t i o n s ,  

i n c l u d i n g  S o r e w a ,  S o r e j a ,  D e w a ,  a n d  J a .  T h i s  t h e s i s  w i l l  t a k e  J a  

a s  a n  e x a m p l e  a n d  t e s t  h o w  i t  c a n  c o m b i n e  w i t h  o t h e r  m o d a l i t y  

w o r d s :  t o  ex p r e s s  o n e ’s  i n t e n t i o n ,  r e p l y,  f a c t u a l  d e s c r i p t i o n s ,  

f e e l i n g  e x p r e s s i o n s ,  a n d  r e a s o n i n g  e x p r e s s i o n s .  T h i s  p a p e r  

c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  u s i n g  J a  w e r e : ( 1 )  I t  i s  u s e d  i n  

s t a t e m e n t s  o f  i m m e d i a t e l y  r e s p o n s e s .  ( 2 ) I t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  

p r e v i o u s  c o n t e x t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  ( 3 ) I t  i s  u s e d  w h e n  t h e  

s p e a k e r  k n o w s  n o  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r e v i o u s  c o n t e x t  

t h a n  t h e  l i s t e n e r s .  A n d  t h e s e  h yp o t h e s e s  h a v e  b e e n  t e s t e d  w i t h  

t h e  f o l l o w i n g  m o r p h e m e s : - m o n o d a ,  - d a r o u ,  - t a ,  - yo u d a ,  - r a s i i ,  

a n d  – s o u d a .  I t  w a s  c o n f i r m e d  t h a t  J a  c o u l d  n o t  b e  u s e d  b e yo n d  

t h e  t h r e e  l i m i t a t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  

 

 

K e yw o r d s :  c o m p a t i b i l i t y,  D e w a  c o n j u n c t i o n s ,  m o d a l i t y  t yp e s ,  J a ,  

m o r p h e m e s ,  l i m i t a t i o n s

                                                        
  T u n g h a i  U n i v e r s i t y,  D e p a r t m e n t  o f  J a p a n e s e  L a n g u a g e  a n d  c u l t u r e ,  

A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
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接続詞「ジャ」の使用条件について  

 

黄  淑 燕   

 

要旨  

 

 本 稿 は 接 続 詞 の 使 用 条 件 を モ ダ リ テ ィ と の 共 起 制 限 と い う

観 点 か ら 考 察 し た も の で あ る 。 ソ レ デ ハ 、 ソ レ ジ ャ （ ア ） 、

デ ハ 、 ジ ャ （ ア ） な ど を 含 む 「 デ ハ 」 類 の 接 続 詞 の う ち 、 用

法 が 最 も 広 い と 思 わ れ る 「 ジ ャ 」 を 例 に 、 意 思 表 示 、 応 答 、

事 象 描 写 、 感 情 ・ 感 覚 表 現 、 推 論 表 現 と の 共 起 関 係 の 分 析 を

試 み た 。 そ の 結 果 、 ジ ャ の 使 用 条 件 と し て 、 「 即 時 性 」 「 前

件 依 存 性 」 と前 件 に 対 す る 「 話者 の 情 報 非 優 位 性」 の 3 点 が

必 要 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 さ ら に 、 「 ～ も の だ 」 「 ～ た

っ け 」 「 ～ だ ろ う 」 「 ～ た 」 「 ～ よ う だ 」 「 ～ ら し い 」 「 ～

そ う だ 」 な ど の 成 分 と の 共 起 関 係 の 検 証 を 通 し 、 三 つ の 条 件

を 揃 え て は じめ て ジ ャ の 使 用 が可 能 に な る こ と を確 認 し た 。  

 

 

キ ー ワ ー ド ： 共起関係、即時性、前件依存性、聞き手の情報優位性、   

話 者 の 情 報 非優 位 性  

                                                        
  東海大学日本語言文化学系  副教授  
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接続詞「ジャ」の使用条件について  

 

黄  淑 燕  

 

はじめに  

 近 年 ま で の 接 続 詞 の 研 究 の 主 な 成 果 は 語 句 ご と の 配 属 的 な

分 類 に あ る と 言 え る 。 が 、 各 接 続 詞 の 実 際 の 使 用 状 況 を 調 査

し て み る と わ か る よ う に 、 従 来 の 分 類 は 母 語 話 者 の 語 感 に 頼

り す ぎ る 嫌 いが あ る よ う で あ る 1。最 近 よ う や く 徐々 に 実 際 調

査 を 通 し 、 各 接 続 語 の 意 味 記 述 を 行 わ れ る よ う に な り 、 使 用

現 象 を 記 述 する よ う に な っ て きた 。例 え ば 、浜 田 1 9 9 1、 1 9 9 5

と 川 越 1 9 9 5、浜 田 1 9 9 5（『 日 本 語 類 義 表 現 の文 法 』所 収 ）な

ど が そ う で ある 。  

し か し 、 さ ら に 分 析 を 有 効 に す る た め に は 、 機 能 的 分 析 や

使 用 制 限 に つ い て の 記 述 も 行 わ な け れ ば な ら な い と 考 え ら れ

る 。そ の 試み と し て 、本 稿 では「 ソ レ デ ハ 」「 ソ レ ジ ャ（ ア）」

「 デ ハ 」 「 ジ ャ （ ア ） 」 な ど い わ ゆ る 「 デ ハ 」 類 の う ち で も

も っ と も 用 法 の 広 い 「 ジ ャ 」 の 使 用 制 限 に 着 目 し 、 記 述 し て

み た 2。  

 

1.ジャの用法  

 デ ハ 類 は 「 転 換 」 の 接 続 詞 で あ る と 一 般 的 に よ く 言 わ れ て

い る 。 そ の 主 な 原 因 は 「 で は 、 次 の 議 題 に 移 り た い と 思 い ま

す が 、 … 」 と い っ た よ う な 例 が 多 く 思 い 出 さ れ る か ら な の で

は な い か と 思わ れ る。但 し 浜 田 1 9 9 1 に も 見 ら れ るよ う に、実

                                                        
1  黄 1 9 9 8 で は い わ ゆ る「 順 接 」「 添 加 」な ど の 概 念 は 各 接 続 詞 の 語 レ

ベ ル で は な く 、 文 関 係 レ ベ ル の 分 類 概 念 で あ る と し て い る 。  
2  石 黒 圭 2 0 1 3 で は 、「 で は 」 類 を 「 話 の 本 題 に 入 り 、 話 の 核 心 に 迫 る

転 換 を 予 告 す る も の で 、三 つ の な か で 最 も 展 開 の 制 約 が 強 い も の で す 」

P 1 4 3 - 1 4 4 と 「 で は 」 の 使 用 場 面 を 意 味 的 に 説 明 さ れ た が 、 具 体 的 に ど

の よ う な 制 約 が あ る か 、 述 べ ら れ て い な か っ た 。  
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際 「 デ ハ 」 の 本 質 は ど ち ら か と い う と む し ろ 「 新 し い 情 報 を

受 け 取 っ た とき に 生 起 す る 推 論に 基 づ く 積 極 的 反応 で あ る 。」

3あ る 新 し い 情報 を 受 け 取 っ て 、それ を も と に 推 論や 判 断 を 行

う も の で あ る 。 た だ 、 具 体 的 に デ ハ 類 は ど の よ う に 前 件 に 依

存 し 、 ど の よ う な 手 続 き を 踏 ん で 後 件 を 引 き 出 し た の か 、 そ

し て 、 そ れ に よ っ て 後 件 に ど の よ う な 制 限 を 与 え た の か 、 ま

だ 明 ら か に され て い な い よ う であ る 。  

接 続 詞 ジ ャ に は 主 に 二 つ の タ イ プ の 用 法 が 見 ら れ る 。 一 つ

は 意 志（ 1）・勧 誘（ 2）・働 き か け（ 3）な ど 話 し 手 側 の 策 動

的 な 表 現 を 後 接 す る も の で 、 後 件 は テ ン ス 分 化 し な い 伝 達 め

あ て の モ ダ リテ ィ 4を 持 つ 。も う 一つ は 判 定 な ど 認識 系 の 事 態

め あ て の モ ダリ テ ィ を 後 接 （ 4）す る も の で あ る。  

（ 1）「 コ ー ヒ ー を い か が で す？ 」 「 え ？ あ あ 、い い で す ね 」

「 じ ゃ 、 買 って き ま し ょ う 」 （ス p 2 6 0）  

（ 2）「 海 は い や ？ 」「 い や っ てこ と な い け ど 、あそ こ は 思 い

出 が 悪 い か らな あ 」「 ふ ら れ た の ？ 彼 女 に で も 」「 そ う 。

最 後 に 二 人 で 遠 出 し た の 、 あ そ こ だ っ た 」 「 じ ゃ 、 な お

さ ら 行 こ う よ 。 失 恋 の 地 を 見 る の も 悪 く な い じ ゃ な い で

す か 」 （ 太 p 1 5 0）  

（ 3）「 す る と 、君 は 、今 日 は 家 へ 帰 れ な い 訳 だな 」「 二 、三

時 間 は ね 。 そ れ 以 上 、 長 く 二 人 で お い と く と 、 シ メ シ が

つ か な い か ら 、 ぼ く は 帰 る 、 と 言 っ て あ る 」 「 じ ゃ あ 、

う ち へ 来 て 、夕 食 を 食 っ て け よ」 （ 太 p 1 8 6）  

（ 4）「 そ う だ な 。そ れ も 、新 城 喬 子 に 親 し い 協力 者 が い た か

ど う か で 違 っ て く る と 思 う 。 そ の 協 力 者 が 男 だ っ た ら 、

か な り の 力 仕 事 も で き る か ら な 。 関 根 彰 子 は 小 柄 じ ゃ な

                                                        
3  浜 田 1 9 9 1 に よ る 。例 え ば 、浜 田 1 9 9 1、 1 9 9 5 と 川 越 1 9 9 5、浜 田 1 9 9 5

（ 『 日 本 語 類 義 表 現 の 文 法 』 所 収 ） な ど 。  
4  本 文 は 森 山 卓 郎 が 使 用 す る 「 話 し 手 側 の 策 動 的 な 表 現 」 な ど の 概 念

を 援 用 し 、 モ ダ リ テ ィ 分 類 に 関 し て は 主 に 『 現 代 日 本 語 文 法 ④ 』 を 準

拠 に し た も の で あ る 。 特 に 対 人 的 モ ダ リ テ ィ 、 対 事 的 モ ダ リ テ ィ の 概

念 で 区 別 を し な い 。  
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か っ た と 言 っ て た よ な ？ 」 「 ど ち ら か と 言 え ば 長 身 の 方

だ っ た 」 「 じ ゃ 、 女 手 一 つ で 処 分 す る の は 大 変 だ 。 え ら

い 手 間 が か かる 」 （ 火 p 3 8 1）  

 

2.問題提起――「ジャ」に後接できないもの  

 こ の タ イ プに は 以 下 2 . 1「 意 志 表 示」 2 . 2「 応 答」 2 . 3「事 象

描 写 」 2 . 4「 感情 ・ 感 覚 表 現 」 2 . 5「 推 論 表 現 」の 5 種類 が 見

ら れ る 。   

 

2 . 1 意 志 表 示  

 ジ ャ と 共 起で き な い 文 タ イ プの う ち 、例（ 1）で 示 さ れ て い

る よ う に 基 本 的 に は 後 接 で き る は ず の 意 志 表 示 に も 、 共 起 で

き な い も の があ る 。 「 ～ つ も りだ 」 が そ の 一 例 5であ る 。  

（ 5）私 は 来 月 の 学 会 に 出 席｛ し よ う ／ す る ／ す る つ も り だ ｝。  

（ 5 ’） じ ゃ 、 私 は 来 月 の 学 会 に 出 席 ｛ し よ う ／ す る ／ ＊ す る

つ も り だ ｝ 。  

「 ～ つ も り だ」 文 の 前 に ジ ャ をつ け ると 1 人 称 の 意 志 表 示

を す る こ と がで き な く な り、 2、 3 人 称 の 行 動 に対 す る 話 者 の

認 識 の モ ダ リテ ィ に し か な ら ない 。  

（ 5 ”） じ ゃ 、 あ の 人 は 来 月 の 学 会 に 出 席 す る つ も り だ 。  

 

2 . 2 応 答  

 ま た 、浜 田 1 9 9 1 で も 指 摘 さ れた よ う に ジ ャ で普 通 の 質 問 文

を ま と も に 受け 答 え す る こ と がで き な い 。 例 え ば、  

（ 6） A： い つ 帰 国 し ま す か 。    

B 1： ｛ φ ／ ＊ じ ゃ ｝ 9 月 11 日 で す 。  

 質 問 文 だ け で は な く 、 前 件 の 叙 述 内 容 を そ の ま ま た だ 受 け

                                                        
5  以 下 出 典 を 表 示 し て い な い 例 文 は す べ て 自 作 例 で あ る 。 ま た 、 例 文

の 正 誤 判 断 は 主 に 何 人 か の 日 本 語 母 語 話 者 で あ り 日 本 語 文 法 研 究 者 で

あ る 方 と 一 緒 に 討 論 し 判 断 し た も の で あ る 。  
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る 場 合 も ジ ャは あ ま り 使 わ れ ない よ う で あ る 。  

（ 7）A：こ の 間 一 ヶ 月 ぐ ら い オー ス ト ラ リ ア へ 行っ て き た の 。 

  B 1： ｛ φ ／ ?? じ ゃ ｝ そ うな ん だ 。      

 と こ ろ が 、 次 の よ う に 話 者 の 意 志 表 示 な ど に な る 応 答 だ っ

た ら 、 問 題 なく 受 け 答 え る こ とが で き る 。  

（ 8） （ 旅 行 代理 店 で ）  

A： い つ 帰 国 さ れ ま す か 。      

B： じ ゃ 、 9 月 11 日 に し ま す 。  

（ 9）  A： ご 注 文 は い か が な さ い ま す か 。   

B： じ ゃ 、 コ ー ヒ ー を く だ さ い 。  

 

2 . 3 事 象 描 写  

 次 に 、 ジ ャ に 後 接 で き な い も の と し て 、 実 際 発 生 し た 出 来

事 を そ の ま ま表 現 す る 事 象 描 写文 が あ る 。  

（ 1 0） A： 日 航 の パ イ ロ ッ ト が ス ト ラ イ キ を や っ て い る そ う

だ ね 。  

B： ｛ だ か ら ／ ＊ じ ゃ ｝ 今 日 新幹 線 で き た 。  

（ 11） 妹 は 客 間 で テ レ ビ を 見 て い る 。 ｛ そ し て ／ ＊ じ ゃ ｝ 弟

は 庭 で 隣 の 人と 話 し て い る 。  

 

2 . 4 感 情 ・ 感 覚表 現  

（ 1 2） （ 沸 騰し た お 湯 に 触 れ ）「 ｛ φ ／ ＊ じ ゃ ｝あ つ い ！ 」  

（ 1 3）（ 美 景 を 目 前 に ）「｛ φ ／ ＊ じ ゃ ｝綺 麗な 景 色 だ な ！ 」 

（ 1 4） （ パ フ ォ ー マ ン ス を 見 て ） 「 ｛ φ ／ ＊ じ ゃ ｝ な ん て す

ば ら し い 技 なん だ ろ う ！ 」  

上 の よ う な 感 情 ・ 感 覚 ま た は 感 嘆 ・ 驚 嘆 表 現 も 、 ジ ャ を つ

け る こ と は でき な い 。  

 

2.5 推 論 表 現  

 「 ～ だ ろ う 」 「 ～ か も し れ な い 」 「 ～ そ う だ 」 な ど を 含 む
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真 偽 判 断 の モ ダ リ テ ィ の う ち 、 「 ～ ら し い 」 「 ～ よ う だ 」 も

ジ ャ と 共 起 しな い 。  

（ 1 6） A： 妹 は 今 朝 か ら 鼻 水 が 止 ま ら な い 。  

B：じ ゃ 、風 邪 を 引 い た｛ の か もし れ な い ／ ＊ らし い ／

＊ よ う だ ｝ 。  

 こ の よ う に 個 別 的 に 見 て い く と 同 じ モ ダ リ テ ィ タ イ プ の 文

で も 状 況 に よ っ て は ジ ャ と 共 起 し な い も の が 多 数 見 ら れ る 。

次 の 3 節 で は こ れ ら の 現 象 の 意 味 す る と こ ろ を 解 析 し 、 仮 説

を 立 て 、 4 節 では そ の 検 証 を 試み た い と 思 う 。  

 

3.仮説  

3 . 1 二 つ の 制 限条 件  

3 . 1 . 1 即 時 性  

 ジ ャ の 後 件に 現 れ ない 1 人 称 の 意 志 を 表 す 「 ～ つ も り だ 」

が 、 同じ 1 人 称 の 意 志 を 表 す 単 純 形 「 ～ る 」 ・ 意 志 形 「 ～ よ

う 」 と 異 な り が あ る こ と は 明 ら か で あ る 。 こ の 違 い は 森 山

1 9 9 0 で 次 の よう に 説 明 さ れ てい る 。す な わ ち 、意 志 形・単 純

形 が 表 す 意 志 は 談 話 内 部 に お い て 形 成 さ れ る も の で あ る の に

対 し 、 「 ～ つ も り だ 」 の 意 志 は 談 話 と は 別 に す で に 独 立 し て

形 成 さ れ て し ま っ て い る も の 、 と い う の で あ る 。 と い う こ と

は、ジ ャ に 後 接 で き る 意 志 表 示と は 、談 話 の 場 で 決 断 を 下 し 、

意 志 を 表 示 す る も の で あ り 、 前 も っ て 決 め て お い た 意 向 は ジ

ャ に 馴 染 ま ない も の で あ る 、 とい う こ と に な る 。  

 こ の よ う な そ の 場 で の 反 応 と し て 後 件 を 表 出 す る こ と を 仮

に 「 即 時 性 」 と 呼 べ ば 、 「 即 時 性 」 が な い と ジ ャ は 使 用 で き

な い の で は ない か と 仮 定 で き る。  

 実 際 、2 . 2 質 問 文 に ま と も に 受 け 答 え る 場 合 の 応 答 に 関 し て

も 、「即 時 性 」の 説 明 が 当 て はま る 。す な わ ち例（ 6）に 見 ら

れ る 答 え「 9 月 11 日」と は 、前 も っ て す で に 決め ら れ て あ っ

た 日 に ち で あ り 、 質 問 さ れ て そ こ で 決 断 を 下 し 決 め た も の で
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は な い 。 そ の た め 、 ジ ャ と 共 起 し な い 。 そ れ に 対 し 、 ジ ャ と

共 起 で き る 例 （ 8） （ 9） は 、 聞 か れ て は じ め て そ の 場 で 決 断

を 下 し た も ので あ る 。  

 が 、 言 わ れた こ と を そ の ま ま受 け る 例 （ 7） 「 そう な ん だ 」

の 場 合 は 、 決 断 を 下 し て い る の で は な い 点 で 、 典 型 的 な 即 時

性 を 備 え て い る と は 言 い が た い が 、 ま っ た く な い と も 言 い に

く い 。 即 時 性 だ け で は 、 依 然 と し て 、 ジ ャ と 共 起 で き な い 例

（ 7） が 問 題 とし て 残 る 。  

 

3 . 1 . 2 前 件 依 存性  

 「 事 象 描 写 文 」 と は 眼 前 に あ る 場 面 ま た は 事 実 そ の も の を

言 語 化 し た も の で あ る 。 前 件 に 頼 り 何 か 新 し い 情 報 を 表 現 し

だ す も の で は な い 。 そ れ に 対 し 、 ジ ャ は 前 件 の 何 ら か の 新 情

報 を 受 け て か ら 、 後 件 を 導 き 出 す 性 質 を 持 っ て い る よ う で あ

る 。 そ こ に 矛 盾 が 生 じ 、 「 事 象 描 写 文 」 と 共 起 で き な く な っ

た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 こ う い っ た 前 件 の 何 か を 受 け

て は じ め て 意 図 的 に 後 件 を 導 き 出 す こ と が で き る こ と を 仮 に

「 前 件 依 存 性 」 と 呼 べ ば 、 「 前 件 依 存 性 」 も 「 即 時 性 」 と 同

様 、 ジ ャ が 要求 す る 性 質 の 一 つと 仮 定 さ れ る 。  

 2 . 4 の 例（ 1 2）（ 1 3）（ 1 4）の よ う な 感 情・感 覚 表 現 ま た は

感 嘆 ・ 驚 嘆 の 表 現 も 、 場 面 そ の も の に 対 す る 人 間 の 非 意 図 的

な 直 接 の 反 応 で あ る ゆ え 、 前 件 を 持 た な い と 考 え ら れ る 。 こ

の 類 の も の でも コ ン テ ク ス ト によ っ て 前 件 を 与 える と  

（ 1 6） A： 今 回 の 宴 会 に 行 か ない の ？       

B： うん 、 ち ょ っ と 。  

   A： 会 社 が お 金 を 出 し て く れ る っ て よ 。   

B： じ ゃ 、 行 き た い ！  

（ 1 7） 母 ： 今日 お 父 さ ん 帰 っ てく る の よ 。 う れ しい ？   

子 ： … …  

   母 ： お土 産 も た く さ ん ある よ 。         
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子 ： じ ゃ 、 うれ し い 。  

の よ う に 、 感情 表 現 で も ジ ャ と共 起 で き る よ う にな る 6。  

 な お 、仁 田 1 9 9 7 で 指 摘 さ れ てい る 単 純 な 過 去形 が ジ ャ の 後

件 に 現 れ に くい 7と い う の も 、過 去形 が 主 に 前 件 を持 た な い 事

象 描 写 に 使 用 さ れ る こ と と 関 係 す る も の で は な い か と 考 え ら

れ る 。 「 ～ た」 文 に つ い て は また 4 . 4 で 述 べ る こと と す る 。  

 こ こ で 少 し 本 稿 に お け る 前 件 と は ど う い う も の を 指 す か を

整 理 し て お こう 。  

 本 稿 で 扱 う 前 件 と は 、 そ れ を 条 件 と し て 意 図 的 に 後 件 を 引

き 出 す こ と の で き る も の で あ る 。 言 語 情 報 に よ る も の は 典 型

で あ る が 、 後 述 す る よ う に 場 面 で も 場 合 に よ っ て は 前 件 と 認

め ら れ る も のが あ る 。  

 こ の よ う な観 点 で 例（ 7）を 観 察 す る と わ か る よう に 、例（ 7）

の 答 え 「 ??じ ゃ 、 そ う な ん だ 」 は 積 極 的 に 前 件 か ら 何 か を 引

き 出 し て く る も の で は な く 、 た だ 単 に 前 件 を 受 け て い る も の

で あ る 。 そ の た め 、 「 前 件 依 存 性 」 が 見 ら れ る と は 言 い が た

く 、 ジ ャ と 共起 し に く く な っ たの で あ る と 考 え られ え る 。  

 以 上 か ら 、 ジ ャ は 上 の 二 つ の 条 件 が 揃 わ な い と 成 立 し な い

こ と が わ か っ た 。 し か し 、 こ の 二 つ の 条 件 が 揃 っ て も 使 え な

い 場 合 が あ る。  

 

3 . 1 . 3 二 者 を 更に 制 限 す る 条 件― ― 聞 き 手 の 情 報優 勢 性  

（ 1 8） （ 救 急車 が き て い る の を見 て ）  

   事 故 が ｛ 起 こ っ た ら し い ／ 起 こ っ た よ う だ ／ ＊ 起 こ り

そ う だ ｝ 。  

  ＊ じ ゃ 、 事 故 が ｛ 起 こ っ た ら し い ／ 起 こ っ た よ う だ ／ 起

こ り そ う だ ｝。  

                                                        
6  感 覚 ・ 感 嘆 ・ 驚 嘆 表 現 は 前 件 を 与 え る と い う 操 作 が 困 難 の よ う で あ

る 。  
7  仁 田 1 9 9 7 p 1 5、 1 6 に よ る 。  
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（ 1 9） （ 花 の蕾 を 見 て ）  

   も う す ぐ 花 が ｛ ？ 咲 く ら し い ／ 咲 く よ う だ ／ 咲 き そ う

だ ｝ 。  

  ＊ じ ゃ 、 も う す ぐ 花 が ｛ 咲 く ら し い ／ 咲 く よ う だ ／ 咲 き

そ う だ ｝ 。  

（ 2 0） （ 網 棚の ゆ れ る 荷 物 を 見て ）  

   ｛ ＊ 落ち る ら し い ／ ＊ 落ち る よ う だ ／ 落 ちそ う だ ｝ 。  

＊ じ ゃ 、｛ 落 ち る ら し い ／ 落 ちる よ う だ ／ 落 ち そう だ ｝。  

例（ 1 8）は 既 成 事 実 へ の 推 論 であ る の に 対 し 、例（ 1 9）（ 2 0）

は 共 に 未 来 の こ と へ の 推 論 で あ る 。 そ の う ち 「 そ う だ 」 だ け

使 用 さ れ る 例（ 2 0） の 判 断 は 様相 の み に よ る 判 断で あ る 。  

 三 例 と も あ る 場 面 を 認 識 し 、 そ れ を 根 拠 と し 、 そ こ か ら そ

の 場 で あ る 推 論 を 引 き 出 し て い る も の で あ る 。 言 語 情 報 に よ

る も の で は な い が 、 根 拠 と な る 場 面 は 「 そ れ を 条 件 と し て 意

図 的 に 後 件 を 引 き 出 す こ と の で き る も の 」 で あ る 点 で 、 前 件

と 認 め ら れ な い こ と も な い 。 言 い 換 え る と す な わ ち 、 三 例 と

も「 即 時 性 」と「 前 件 依 存 性 」両 方 備 え て い る ので あ る 。が 、

い ず れ も ジ ャと 共 起 す る こ と はで き な い 。  

 事 例 を 見 てみ よ う 。  

（ 2 1） A： 今 回 の ツ ア ー は 予 定 人 数 を 大 幅 に 割 っ て し ま い ま

し た が 、 出 発す る こ と に 決 定 しま し た 。  

B 1： そ う な の ？ あ あ 、 今 回 は 赤 字 に ｛ ＊ な る ら し い ／

＊ な る よ う だ／ な り そ う だ ｝  

B 2： そ う な の ？ じ ゃ 、 今 回 は 赤 字 に ｛ ＊ な る ら し い ／

＊ な る よ う だ／ な り そ う だ ｝  

例（ 2 0）と 同 様「 ら し い 」と「 よ う だ 」に は な く 、「 そ う だ 」

の み に 見 ら れ る 用 法 で あ る 。 つ ま り 、 「 ら し い 」 「 よ う だ 」

は ジ ャ と 共 起 で き ず 、 「 そ う だ 」 だ け 、 用 法 に よ っ て は ジ ャ

と 共 起 で き るの で あ る 。  

 そ こ で ジ ャ と 共 起 で き る 「 そ う だ 」 の 例 （ 2 1） と 共 起 で き
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な い （ 1 9） （ 2 0） を 観 察 す る と わ か る よ う に 、 両 者 に は 、 根

拠 と な る 前 件の 入 手 方 法 に 違 いが あ る の で あ る 。例（ 1 9）（ 2 0）

の 根 拠 は 、 話 し 手 自 身 が 見 つ け 出 し 、 認 め た も の で あ る の に

対 し 、 例 （ 2 1） の そ れ は 相 手 （ 聞 き 手 ） に よ っ て 提 供 さ れ た

も の で あ る 。 そ し て 、 こ う い っ た 相 手 に よ る 根 拠 の 入 手 方 法

を 持 た な い 「 ら し い 」 「 よ う だ 」 は ジ ャ と 共 起 で き な い の で

あ る 。  

 こ の よ う に 、 ジ ャ の 前 件 と な る も の は 、 相 手 に よ り 提 供 さ

れ る も の に 限 る よ う で あ る 。 こ れ を 仮 に 前 件 に 対 す る 「 聞 き

手 の 情 報 優 位 性 」 と 名 づ け て お く 。 た だ し 、 こ れ は 必 ず し も

言 語 情 報 に よる も の と は 限 ら ない 。こ の 点 に つ いて は ま た 4 . 4

で 触 れ る 。  

 例 （ 2 1） をも う 少 し 発 展 さ せて み よ う 。  

    （ 2 2） （談 話 終 了 後 、 何 時間 が 経 て ）  

    赤 字 に｛ な る ら し い ／ な るよ う だ ／ な り そ うだ ｝。  

 ＊ じ ゃ 、 赤字 に ｛ な る ら し い／ な る よ う だ ／ なり そ う だ ｝  

時 間 が 経 つ と 「 ら し い 」 「 よ う だ 」 「 そ う だ 」 が 共 に 使 用 で

き る よ う に なる が 、ジ ャ と「 そ う だ 」の 共 起 が で き な く な る 。  

 例 （ 2 2） は 、 前 の 例 （ 2 1） の 談 話 に 参 加 し た 人 で も 、 し て

い な か っ た 人 で も 発 話 で き る 文 で あ る 。 参 加 し て い な か っ た

人 で あ れ ば 情 報 は 聞 き 手 に よ っ て 提 供 さ れ る 可 能 性 が 考 え ら

れ る 。 が 、 ジ ャ の 挿 入 が 不 可 能 で あ る 。 一 見 矛 盾 し て い る よ

う だ が 、 こ の 場 合 の 「 ら し い 」 「 よ う だ 」 は す で に 例 （ 1 8）

（ 1 9）で 見 ら れ る よ う な 話 し 手に よ る「 推 論 」で は な く な り 、

か な り 伝 聞 性 が 強 く な っ て い る 。 つ ま り 、 提 供 さ れ た 情 報 は

「 根 拠 」で は な く 、「 結 果 」そ の も の と な っ て いる の で あ る 。

し か も 、こ の 場 合 、ジ ャ が 要 求 す る「 即 時 性 」も 見 ら れ な い 。

な お 、 伝 聞 の「 そ う だ 」 も 同 様の 性 質 が 見 ら れ る。  

 以 上 、 ジ ャ の 三 つ の 成 立 条 件 に つ い て 考 え て き た 。 次 の 4

節 で は 他 の 文 型 に つ い て も 、 こ れ ら の 条 件 が 成 立 す る か 否 か
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に つ い て 検 証し て み る 。  

 

4.検証  

4 . 1「 ～ も の だ」  

 「 も の だ 」 は 辞 書 な ど で は 一 般 的 に 「 普 遍 的 な 傾 向 」 「 な

す べ き こ と 」 「 過 去 に し ば し ば 起 こ っ た こ と 」 と 解 釈 さ れ て

い る 。 す な わ ち 、 そ の 内 容 は 話 者 の 常 識 ま た は 記 憶 の 中 に あ

り 、 談 話 が 行 わ れ る 前 に す で に 形 成 さ れ て い る も の で あ る 。

そ う い う 意 味 で 「 即 時 性 」 が 見 ら れ な い 。 そ の た め 、 ジ ャ と

の 共 起 も 成 立し な い 。  

（ 2 3） ＊ じ ゃ 、 人 間 は と か く 過 去 を 美 化 し た が る も の だ 。  

（ 2 4） ＊ じ ゃ 、 そ ん な 時 は 何 も 聞 か ず に い て あ げ る も の だ 。  

（ 2 5） ＊ じ ゃ 、 二 人 で よ く 遊 ん だ も の だ 。  

 

4 . 2「 ～ た っ け」  

（ 2 6） A： そ ろ そ ろ 新 大 阪 へ 行 か な く ち ゃ … …  

B 1： 今 回 は 新 幹 線 で 帰 る ん ｛ で し だ っ け ？ ／ で す か ？

／ だ 。 ｝  

B 2： じ ゃ 、 今 回 は 新 幹 線 で 帰 る ん ｛ ＊ で し た っ け ？ ／

で す か ？ ／ だ。 ｝  

「 で し た っ け ？ 」 「 で す か ？ 」 は 、 共 に 前 件 に 働 き か け ら れ

て 後 件 を 問 い だ す 点 で 「 依 存 性 」 が あ る か の よ う に 見 え る 。

が 、 ジ ャ と 共 起 で き る 「 で す か ？ 」 は ま ず 前 件 を 受 け 、 前 件

か ら 推 論 を し 、 そ れ か ら そ の 推 論 さ れ た 結 果 を 相 手 に 確 認 す

る 、 と い っ た 経 緯 が 見 ら れ る の に 対 し 、 ジ ャ の 後 ろ に 現 れ る

「 で し た っ け ？ 」 の 内 容 は 前 件 か ら 推 論 し て 得 た も の で は な

く 、 自 分 自 身 の 記 憶 の 中 か ら 探 り 出 し た も の で あ る 。 そ の 場

に お け る 話 し 手 の 判 断 で は な い 点 で 、 「 即 時 性 」 が 割 り 出 せ

な い と 考 え られ る 。  
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4 . 3「 ～ だ ろ う」  

（ 2 7） A： 5 時 に 会 社 を 出 た ん だ そ う で す 。  

B： じ ゃ 、 も う す ぐ 帰 っ て く る だ ろ う 。  

（ 2 8） 「 ま っ た く だ ね 。 と こ ろ で 、 こ こ は 相 原 久 子 さ ん 、 ち

ょ く ち ょ く 来 て い た ん で し ょ う ① 」 （ 中 略 ） 「 よ く で

も な い け ど 、 時 々 、 薬 を 買 い に き た わ 。 今 、 出 て っ た

電 気 屋 さ ん が 、久 子 さ ん の 死 体を 見 つ け た の よ 。」「 じ

ゃ 、 い ろ い ろ と あ の 方 か ら 聞 い た ん で し ょ う ② 」 8（ 犯

p 3 9 1）  

（ 2 9） A： 今 日 は や は り 休 講 だ っ た 。  

B： ｛ ほ ら ／ ＊ じ ゃ ｝ 私 の 言 った 通 り だ ろ う ！  

（ 3 0）A：例 の 件 だ け ど 、ど う も で き な く な っ ちゃ い そ う だ 。  

      B： 今 に な っ て そ ん な こ と を 言 わ れ て は 困 る 。 ｛ φ ／

＊ じ ゃ ｝ 君 だっ て 男 だ ろ う ！  

例 （ 2 7） の 「 だ ろ う 」 は 推 論 を 表 す も の で あ り 、 そ の 他 の 例

は 相 手 に 対 し 、 念 を 押 し た り 、 同 意 を 求 め た り す る 気 持 ち を

表 す も の で あ る と 判 断 さ れ る 。 「 推 論 」 を 表 す 「 だ ろ う 」 は

お お む ね ジ ャ と 共 起 で き る の に 対 し 、 念 押 し の 「 だ ろ う 」 は

コ ン テ ク ス トに 頼 ら な け れ ば なら な い 。  

 例 （ 2 8） の 「 だ ろ う ① 」 9は 文 頭 に 「 と こ ろ で 」 が 据 え ら れ

て い る こ と から も わ か る よ う に 、話 題 を 転 換 さ せて い る の で 、

前 件 を 受 け る こ と は な い 。 例 （ 3 0） の 「 だ ろ う 」 は 話 題 転 換

の し る し が な い が 、 同 じ よ う な こ と が 言 え る と 思 わ れ る 。 そ

れ に 対 し 、 ジ ャ と 共 起 し て い る 例 （ 28） の 「 だ ろ う ② 」 は 、

前 件 の 情 報 を受 け 、推 論 を 行 い 、確 認 を し て い るも の で あ る 。

「 即 時 性」と 共 に「 前 件 依存 性 」も 見 ら れ る 。ま た 、例（ 2 9）

の「 だ ろ う 」の 内 容 は 、話 者 の 心 の 中 で は 談 話 が行 わ れ る 前 、

                                                        
8  例 2 8 に は 二 つ の「 で し ょ う 」が あ る の で 、説 明 す る た め に 便 宜 的 に

「 で し ょ う ① 」 と 「 で し ょ う ② 」 と 番 号 を つ け た 。  

9  実 際 例 2 8 で は 「 で し ょ う 」 と 出 て い る が 、 類 名 と し て 「 だ ろ う 」 を

使 っ て い る 。  
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す で に 確 定 さ れ て い る も の で あ る の で 、 「 即 時 性 」 も 「 前 件

依 存 性 」 も ある と は 言 い が た い。  

 

4 . 4「 ～ た 」  

 3 . 1 で 述 べ たよ う に 過 去 形 はジ ャ に 後 接 し な い 。が 、少 数 で 、

し か も パ タ ン化 さ れ た も の と して 次 の よ う な の が見 ら れ る 。  

（ 3 1） 「 た け ち ゃ ん 、 お か え り な さ ー い 」  

   さ や か は 玄 関 前 に 走 っ て い っ た 。 い つ も の よ う に 、 き

ん た ち は 出 迎え に 行 っ た 。せ ま い 路 地 で は パ ト カー が 、

道 幅 す れ す れ の 位 置 で 止 ま っ て い て 、 そ こ か ら 這 い 出

る よ う に 、 制 服 の 警 官 と 老 婆 が 出 て き た 。 警 官 は た け

の 手 を さ さ え て い た 。 彼 女 の 足 が 、 す こ し よ ろ け た 。

茫 然 と 開 け た 目 は 、 う つ ろ だ 。 「 で は 、 確 か に お 送 り

し ま し た よ 」  

（ C F： 「 じ ゃ 、 確 か に 送 っ たよ 」 ） （ 殺 人 p 2 5 9）  

（ 3 2） 「 え え 、 わ た し 、 あ な た の お っ し ゃ る こ と は な ん で も

い た し ま す わ 。 そ の か わ り 、 わ た し は あ な た の 魂 を い

た だ き ま す 。 ど う か し ら 、 こ う い う 条 件 で ？ 」 「 魂 ね

エ 。 い い だ ろ う 。 別 に 魂 な ん て い ま ま で 大 切 だ と 思 っ

た こ と も な いし 、あ っ て よ か った と 思 っ た こ と もな い 」

「 で は 決 ま りま し た 。」（ C F：「 じ ゃ 、決 ま っ た 。」）

（ ブ ン p 1 9 2）  

 二 例 共 に 「 即 時 性 」 「 前 件 依 存 性 」 が 見 ら れ る と 考 え ら れ

る 。 た だ 、 前 件 に 対 す る 情 報 把 握 に つ い て は 、 話 し 手 も 聞 き

手 も 同 じ 立 場に あ る の で 、3 . 2 で あ げ ら れ て い る 前 件 に 対 す る

「 聞 き 手 の 情 報 優 位 性 」 が 見 ら れ な く な る 。 と い う わ け で 、

こ の 「 ～ た 」 文 に 関 し て は 、 「 聞 き 手 の 情 報 優 位 性 」 を 「 話

者 の 情 報 非 優位 性 」に 拡 大 す べ き で あ る と 考 え られ る 。な お 、

例 （ 3 1） に も 見 ら れ る よ う に 、 こ の 「 話 者 の 情 報 非 優 位 性 」

は 、 場 面 を 前件 と す る 場 合 に 大き く 生 か さ れ る 要素 で あ る 。  
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5.まとめ  

 以 上 、 い く つ か の モ ダ リ テ ィ 形 式 と の 共 起 関 係 を 通 し て 、

ジ ャ の 使 用 条 件 に つ い て 考 え て き た 。 そ こ で 明 ら か に な っ た

の は ジ ャ の 使 用 に あ た っ て 備 え ら れ な け れ ば な ら な い 性 質 と

し て 、 「 即 時 性 」 「 前 件 依 存 性 」 及 び 前 件 に 対 す る 「 話 者 の

情 報 非 優 位 性 」 の 三 つ が あ げ ら れ る 。 ま た 、 ジ ャ の 前 件 に 関

し て は 、 聞 き 手 に よ る 情 報 提 供 が 典 型 で あ る が 、 意 図 的 に 話

者 が そ こ か ら 何 か を 引 き 出 す こ と が で き る 場 合 、 場 面 で あ っ

て も 前 件 と して 認 め ら れ た 。  

 実 例 調 査 で 見 ら れ る 現 象 で 、 更 な る 検 証 が 必 要 と な る も の

と し て 、 ジ ャ の 後 件 に 「 ん だ 」 が 現 れ る が 、 「 の だ 」 は 現 れ

な い と い う こ と が あ る 。 「 ん だ 」 が 使 え て 、 「 の だ 」 が 使 え

な い 文 と し て、 次 の よ う な 命 令の 用 法 が あ げ ら れる が 、  

（ 3 3） さ っ さと 行 く ｛ ん だ ／ ？の だ ｝ 。  

納 得 を 表 す も の の 「 の だ 」 を 使 う と や や 違 和 感 が あ る よ う で

あ る 。  

（ 3 4） A： 田 中 さ ん は 急 用 で 来 ら れ な く な っ た そ う で す 。  

   B： な る ほ ど 彼 は こ ら れ な い ｛ ん だ ／ ？ の だ ｝  

も し 、 こ の 「 ？ の だ 」 の 判 断 が 正 し け れ ば 、 こ れ は 「 の だ 」

が 納 得 に は 使 わ れ な い と い う こ と を 意 味 し て い る の で あ ろ う

か 。 ま た 、  

（ 3 5） で は 、出 発 で す 。  

（ 3 6） で は 、ご 飯 で す 。  

（ 3 7） で は 、次 の ニ ュ ー ス で す。  

と い っ た 「 名詞 ま た は 動 名 詞 ＋で す 」 の 類 の 例 は  

（ 3 5 ’） ？ で は 、 9 時 に 出 発 で す  

（ 3 6 ’） ？ で は 、 9 時 に ご 飯 で す。  

（ 37’ ） ？ で は 、 9 時 に ニ ュ ー スで す 。  

な ど 他 の 成 分 も 含 ま れ る 文 と 違 い 、 即 行 動 に 移 さ な い と 成 立

し な い も の が あ る 。 こ の タ イ プ の 位 置 付 け を ど の よ う に 考 え
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れ ば い い の かも 、 ま だ 課 題 と して 残 さ れ て い る 。  
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