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1は じめに

話 し手が 日本語の終助詞 を使 う際、聞き手の存在 を考慮せずにそれら

を用いることは非常に少ない。終助詞 「ね」が使用 される場合 も、話 し

手は聞 き手 との間の関係 をさまざまに考 えなが ら使用 しているはずであ

る。実際、発話の最後に 「ね」を付けるだけで、その発話が聞き手に対

して丁寧な印象 を与えた り、逆に押 しつけがましく聞こえた りす る場合

も多い。本稿は、終助詞 「ね」が、実際の発話の中でどの ような効果 を

持ち得 るものであるか を検討 しようとするものである。

2終 助詞 「ね」の内在的意味と表現効果の区別

終助詞 「ね」に関 してはこれまでも様 々な角度から研究が行われてき

ている。Uyeno(1971)、 大曽(1986)、 陳(1987)、 益岡(1991)は 多 くの用例

から、終助詞 「ね」に内在する本質的な意味 を調べている。特 に、益岡

(1991)は 表現形式の 「内在的意味」と 「表現効果」を区別する考え方を

とっている。 この場合、内在的意味 とは、その表現形式が本質的に有す

る意味であ り、表現効果 とは、その表現形式が実際に発話の中で使用さ

れた際の具体的な効果のことである。益岡は 「ね」の内在的意味 を、終

助詞 「よ」 と比較 して述べた文の中で次の様 に定義 している。

「ね」と 「よ」という形式が内在的意味 として表すのは、自分が有する
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知識や意向のあ り方が聞き手が持 っていると想定 される知識や意向の

あり方と一致する方向にあるのか、それ とも、対立する方向にあるの

かという点に関する話 し手の判断である。「ね」は、一致す る方向にあ

るとの判断、すなわち、「一致型の判断」とでも言 うべ きもの を、一方

「よ」は、対立す る方向にあるとの判断、すなわち、「対立型の判断」

とでも言うべ きものを、それぞれ表現する。

(益岡1991p.102)

本稿ではこの益岡の内在的意味の定義 に基づいて、「ね」の表現効果 を

考えようとする。ただ し、「ね」が現実の会話の中で使用される際、話 し

手 と聞 き手の社会的 ・心理的距離、会話が行われた状況、イン トネーシ

ョン等の様 々な要因により、同 じ発話でも異なる効果 を発する場合 もあ

る。その点については本稿の最後で触れたい。

3聞 き手が持つ情報 目当ての 「ね」一一 情報の一致の確認 一

陳(1987)は 「ね」について、「聞き手の認識 にたよって、または、聞 き

手の前で、話 し手が自分の認識 をた しかなものにす るとき」、また「話 し

手が、 自分の認識 よりも聞 き手の認識のほうがた しかだと考えることに

ついて、自分の認識を聞 き手の認識 と同 じ水準まで高め ようとするとき」

に使われ ると説明 している。次の例文はそのよい例 と言える。

(1)(テ レビの天気予報でアナウンサーが気象予報士 に)

ということは、明 日は傘 を持 っていったほうがいいですね。注)

この場合の 「ね」には、不確かな情報を持つアナウンサーが、 より確

かな情報を持つ予報士に、自分の情報が聞 き手の持つ情報 と一致 してい

ることを確認 して認識 を確かなものにする効果がある。

(2)(駅 員が切符を買 う乗客に)

大人二枚ですね。
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(3)(レ ス トラ ン で ウ ェ イ ト レス が 客 に)

ハ ンバ ー グ定 食 二 つ に グ ラ タ ンー つ で ご ざい ます ね 。

(大 曽1986)

(2)(3)の 「ね 」 も同 じ効 果 を持 つ と考 え られ る。(1)(2)(3)全て に お い て共

通 して い る こ とは、 聞 き手 が 話 し手 よ り も よ り多 くの 、 あ る い は よ り正

確 な 情 報 を持 っ て い る と話 し手 が 判 断 して い る点 で あ る。 話 し手 で あ る

駅 員 や ウ ェイ トレス は、 どん な切 符 あ るい は料 理 が 欲 しい の か とい う情

報 は聞 き手 で あ る客 の ほ うが 良 くわ か っ て い る と考 え る。 そ の上 で話 し

手 は 自分 の 持 つ 情 報 が 聞 き手 の 持 つ 情 報 と一 致 して い る と判 断 して、 そ

れ を聞 き手 に確 認 して い るの で あ る。 例 え ば(1)の 「ね」の 場 合 だ と、 「私

は明 日は 傘 が 必 要 だ と考 え て お り、 恐 ら くあ な た と同 じ考 え だ と思 うの

だ が 、 そ れ で 間違 い な い だ ろ うか?」 とい うニ ュ ア ンス を伝 え る こ と に

な る。 この よ う に、 終 助 詞 「ね 」 の 効 果 の ひ とつ に情 報 の 一 致 の確 認 が

あ げ られ る。

こ れ らの 「ね 」 の効 果 は、 「ね 」 を 、 質 問 を表 す終 助 詞 「か 」 に 置 きか

え て み る と さ ら に よ くわ か る。

(1)'と い う こ とは、 明 日 は傘 を持 っ て い っ た ほ う が い い で す か 。

(2)'大 人 二枚 で す か 。

(3)'ハ ンバ ー グ定 食 二 つ に グ ラ タ ンー つ で ご ざ い ます か 。

(1)(2)(3)と(1)'(2)'(3)'を比 較 して わ か る こ とは、 「ね」 を 「か 」 に 置 きか え

て も、 聞 き手 に情 報 の 真 偽 を 問 い か け る効 果 は全 く損 な わ れ な い とい う

こ とで あ る。(1)(2)(3)のよ う な 「ね」を使 った 表 現 で も、(1)'(2)'(3)'のよ う な

「か 」を用 い た 表 現 で も、 聞 き手 に命 題 部 分 が 真 か 偽 か を質 問 して い る 点

で は 同 じで あ る。 した が っ て、 「ね 」 と 「か」の どち ら を使 お う と、 聞 き

手 か らは 、 は い/い い え、 と同 じ答 え が返 っ て くる こ とが 予 想 され る 。

で は 、 「ね 」 と 「か 」 の違 い は何 か 。 「ね 」 を使 っ た(1)(2)(3)の場 合 、 話 し

手 は 肯 定 の 答 え を期 待 して い る す な わ ち、 自分 の 持 つ 情 報 と聞 き手
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の 持 つ情 報 が 一 致 して い る こ とを期 待 して い る 点 で あ る 。 そ れ に対

して 、(1)'(2)'(3)'では、 話 し手 は聞 き手 の 答 え に対 して ニ ュー トラル な立 場

で 問 い か け て い る。 す な わ ち、 あ らか じめ 肯 定 も し くは否 定 の答 え を期

待 して い な い の で あ る。 この よ うに 見 て くる と、(1)(2)(3)の 「ね」 は 、 話

し手 が 自分 と聞 き手 の 情 報 が 一 致 して い る と判 断 あ る い は期 待 し、 そ の

真 偽 を よ り確 か な情 報 を持 つ と思 わ れ る聞 き手 に 問 い か け る、 す な わ ち

確 認 す る効 果 を持 つ と い え る。

4聞 き手のfaceめ あての 「ね」

しか し、3で 述べた情報の一致の確認の 「ね」では必ず しも説明しき

れるとは限らない 「ね」 も多い。

(4)(街 で赤ん坊を見かけて)

A:う わ一、可愛いね。

B:ほ んとうだね。

(5)(外 出 しようとする人が家に残っている人に向かって)

もし出かけるんだったらちゃんと鍵 をしめて行ってね。

(6)(相 手の意見に反論 して)

それは違いますね。

これ らの(4)(5)(6)が先に述べた(1)(2)(3)と違 う点は、聞 き手の持つ情報が

話 し手の情報 よりも多い、あるいは正確 とは限らないし、話 し手もそう

判断 した上で話 しかけている訳ではない点である。(4)では話 し手 も聞き

手 も同 じ状況で同 じ赤ん坊 を見ているので、聞 き手がより正確な情報 を

持っていると話 し手が判断 しているとは考 えに くい。また(5)では、話 し

手は聞き手に自分の要望を依頼 しているし、(6)では、話 し手 は自分の意

見を述べている。 これ らも、話 し手が聞き手に確認 をする必要がある状

況 とは考えに くい。 これ らの 「ね」は情報の一致の確認とは明らかに異

なる効果 を持っていると考えられる。
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(4)(5)(6)の「ね」は情報の一致の確認 よりも、む しろ発話に丁寧な印象

やソフ トな印象を与 えている様 に思われる。これらの 「ね」は聞 き手の

faceに 働 きかける効果 をもつ と考 えることができるのではないだろうか。

4.1FACE

Goffmanの 考 え を基 にBrownandLevinson(1987)はfaceを 次 の 様 に

定 義 して い る。Faceと は あ らゆ る人 が 持 っpublicself-imageで 二 つ の側

面 を持 っ 。一 っ はnegativefaceと い わ れ る もの で 、 自分 の テ リ トリー や

領 域 に対 す る主 張 で あ り、 自分 の行 動 を他 人 に邪 魔 さ れ た くな い とい う

願 望 で あ る。 また 、 もう一 っ はpositivefaceで 、 他 人 か ら良 く思 わ れ た

い 認 め られ た い と い う願 望 で あ る。

発 話 を行 う際 、 話 し手 は な るべ く聞 き手 のfaceを ま もろ う とす る。 これ

が 丁 寧 さ(politeness)で あ る。 聞 き手 のnegativefaceを な るべ く脅 か さな

い よ うにす るス トラテ ジー をnegativepolitenessと 呼 び 、 具 体 的 に は、相

手 に強 要 す る こ とや 期 待 す る こ と を避 け た りす る方 法 で あ る。 そ れ に対

し、 聞 き手 のpositivefaceを な るべ く脅 か さな い よ う に す る ス トラテ ジ

ー をpositivepolitenessと 呼 び、 具 体 的 に は、 聞 き 手 と の 共 通 の 立 場

(commonground)を 主 張 した り、自分 が 聞 き手 の 仲 間 、-協力 者 で あ る こ

と を示 す 方法 で あ る 。

4.2聞 き手 のpositivefaceを 守 る 「ね」

commongroundの 強 調

(7)(週 末 、 仕 事 の 帰 り道 で)

A:よ うや く一 週 間 も終 わ っ た ね 。

B:や れ や れ だ ね 。

(7)の 「ね 」 や 、 先 に挙 げ た特 に(4)で 見 られ る 「ね 」 は、 先 に も述 べ た

と お り相 手 の 持 つ 情 報 を確 認 して い るわ けで は な い 。 これ は 「ね 」 を終
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助 詞 「か 」 に置 きか えて み る と良 くわ か る。

(4)'*A:う わ 一 、 可 愛 い か 。

*B:ほ ん と うか 。

(7)'*A:よ うや く一 週 間 も終 わ っ た か 。

*B:や れや れ か 。

(1)(1)'(2)(2)'(3)(3)'のよ うに 、 情 報 の 一 致 を確 認 す る 「ね 」 は 、 「か 」 に置

きか え て も確 認 の効 果 が そ こ な わ れ な か っ た の に対 し、(4)(7)は 「か 」 に

置 き替 え る こ と は で きな い 。(1)(2)(3)の 「ね 」 と、(4)(7)の 「ね 」 とで は、

明 らか に そ の表 現 効 果 が 違 う と思 わ れ る。

(4)(7)と(1)(2)(3)の最 も異 な る点 は、(1)(2)(3)では 、 聞 き手 が 話 し手 よ り も

情 報 を多 くあ る い は正 確 に持 っ て い る と話 し手 が 判 断 して い るの に対 し、

(4)(7)では話 し手 が 聞 き手 も同 じだ け の 情 報 を持 って い る と判 断 して い る

点 で あ る。(4)で は二 人 が 同 じ時 に 同 じ赤 ん坊 を見 て 話 して お り、(7)は 双

方 と もが 一 週 間 の 仕 事 が終 わ っ た こ とを 当然 認 識 した上 で の会 話 で あ る。

そ の 点 か ら も、(4)(7)は情 報 の 一 致 の確 認 とは違 っ た 効 果 を持 つ 「ね 」 と

い え る。

で は 、(4)(7)の 「ね 」 は どの よ うな効 果 を こ れ らの 発 話 に与 え て い るの

か 。

(4)"A:う わ 一 、 可 愛 い 。

B:ほ ん と うだ 。

(7)"A:よ うや く一 週 間 も終 わ っ た 。

B:や れや れ だ 。

(4)(7)と(4)"(7)"を比 較 す る と、 「ね 」を用 い な い(4)"(7)"は 独 り言 の よ うに

聞 こ え 、聞 き手 が 存 在 しな くて も使 わ れ る こ と もあ り得 る。そ れ に対 し、

(4)(7)のよ う に 「ね」 を使 う と当 然 聞 き手 を意 識 した 発 話 に な る し、 聞 き

手 に と って も丁 寧 な あ る い は親 密 な 表 現 に感 じ られ る。 これ は 「ね 」 が

聞 き手 のpositivefaceを ま も る働 き を持 っ て い るか らだ と考 え る こ とが
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で きる。 先 に述 べ た よ う に、 終 助 詞 「ね 」 の 内在 的 意 味 は 話 し手 の 知 識

や 意 向 が 聞 き手 の もの と一 致 す る とい う判 断 を表 す もの で あ る。 「ね 」を

使 うこ と に よ り、 聞 き手 と話 し手 の 知 識 や 意 向 は一 致 して い る の だ 、 自

分 た ち は 同 じ知 識 、 意 向 を持 っ て い るの だ と聞 き手 に表 現 す る こ とが で

き る。 す な わ ち、 話 し手 と聞 き手 との 間 のcommongroundを 強 調 で きる

の で あ る。(4)のAな らば 、「あ の赤 ん 坊 は可 愛 い と私 は思 う。そ して あ な

た も同 じよ う に感 じて い る こ と を私 は理 解 して い る 。」と い うニ ュア ンス

を 「ね 」 を使 っ て伝 え て い るの で あ る。 い い か え れ ば 、 「ね 」 を使 う こ と

で 、話 し手 は 聞 き手 の 認 め られ た い 好 か れ た い と い うpositivefaceを ま

も って い る と考 え る こ とが で きる。 そ の た め に(4)(7)は(4)"(7)"よ り も丁 寧

に 聞 こ え るの で あ る。

そ の 典 型 的 な例 が(8)で あ る。

(8)(大 人 が 、 お もち ゃ を持 っ た幼 児 に、 お も ち ゃ を ほ め て)

あ ら一 、 い い の 持 っ て るね 。 可 愛 い ね 。 マ マ に 買 っ て も ら っ た

の か な?

大 人 が 子供 に話 しか け る際 、 恐 怖 じ・を抱 かせ な い よ う、 あ るい は親 し

み を込 め る意 味 で こ の よ うな 「ね 」 を使 う こ とが 多 い 。 これ は、 大 人 が

必 ず し も子供 の お もち ゃ を素 敵 だ 、 可 愛 い と思 っ て い な くて も(す な わ

ち、 子 供 と意 向 が一 致 して い な くて も)、 「ね 」 を用 い る こ とで 、 自分 も'

そ の お も ち ゃ に 子供 と同 じ認 識 を持 っ て い るふ り して い る の で あ る。 そ

う す る こ とで 、 自分 と子 供 と の 間 のcommongroundを 強 調 し、 子 供 の

positivefaceを ま もっ て や り、 両 者 の 間 に良 好 な 関係 を作 ろ う と して い

る と考 え られ る。

この よ うに両 者 のcommongroundを 強 調 し聞 き手 のpositivefaceを ま

も る こ とで、 双 方 の 間 に好 ま しい 関係 を作 っ た り、 親 しみ を生 む 「ね 」

は 多 い 。

(9)(教 師が 生 徒 に)
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な る ほ ど、 そ れ は な か な か い い意 見 で す ね 。

⑩(映 画 撮 影 中 に、 監 督 が ス タ ッ フ に向 か って)

は一 い、 今 の シ ー ン、OKね 。

(9)では 、 教 師 が 「ね 」を使 う こ とで 、 「これ は良 い 意 見 だ 」 とい う認 識

が 一・致 した こ と 一commonground一 を強 調 して い る。 その こ とに よ

って 、 社 会 的 に強 い立 場 の教 師 か ら弱 い立 場 の 生 徒 へ 親 しみ を表 現 す る

効 果 が あ る。

(10)では 、 本 来 は、 絶 対 的 権 限 を持 つ 監 督 が ス タ ッフ との 意 向 の 一 致 を

確 認 す る 必 要 は な い。 監 督 の 独 断 でOKを 出す こ とが で き る はず で あ る。

しか し、 「ね 」 を用 い る こ とで ス タ ッフ との 間 に 「今 の シー ン はOKで あ

っ た 」 とい う一 致 した 認 識 が あ るふ りを して い る。 そ れ が ス タ ッ フの 認

め られ た い とい うpositivefaceを ま も る こ とに な り、親 しみ を表 す 表 現

に も な る の で あ る。

聞 き手 のpositivefaceを ま も る 「ね 」の特 徴 と して 、 「ね 」を用 い て 話

しか け ら れ た 聞 き手 が 「ね 」 を使 っ て 答 え る こ とが で き る点 を挙 げ る こ

とが で き る。(4)(7)か らで も分 か る よ う に、Aが 「ね 」を用 い てBのfaceを

ま も った な ら、 次 はBが 話 し手 に な っ て 返 答 す る時 も 「ね」 を使 っ て 答

え、 聞 き手Aのfaceを ま もる とい う作 業 が行 わ れ て い る。

しか し、 次 の例 は ど うか。

(7)'"A:よ うや く一 週 間 も終 わ っ た ね 。

B:や れ や れ だ 。

この 場 合(7)"'のBが(7)のBよ り少 しぶ っ き ら棒 に聞 こえ るの は、Aが 「ね 」

を用 い てBのpositivefaceを ま もっ て い る に もか か わ らず 、Bが 「ね 」

を使 っ てAのpositivefaceを ま もろ う と して いな い か らだ と考 え られ る。

こ の よ う に、 こ れ らの 「ね 」 に は、 話 し手 と聞 き手 との 間 に は 共 通 の

知 識 や 意 向 一commonground一 が あ る こ と を示 して 聞 き手 のposi-

tivefaceを ま も る効 果 が あ る と考 え る こ とが で き る。
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4.3聞 き手 のnegativefaceを ま も る 「ね 」

一 一選 択 の 余 地 を残 す

(11)変 な 勘 違 い しな い で ね 。(益 岡1991)

(12)じ ゃ あ、 また 明 日会 お うね 。(益 岡1991)

(13)窓 を開 け な さ い ね。(Uyeno1971)

益 岡(1991)は(11)⑫ の 様 な 訴 え型 の文(命 令 、 禁 止 、 依 頼 、 勧 誘)に 現

れ る 「ね 」 もそ の 本 質 的 意 味 は話 し手 と聞 き手 の 意 向 の 一 致 を表 す と し

て い る。 そ の上 で 、(ll)の様 な依 頼 文 で は 、 「ね 」に 聞 き手 の 同 意 が 得 られ

るの で は な い か と い う話 し手 の 期 待 の 気 持 ちが 込 め られ て お り、 ⑰ の様

な勧 誘 文 で は 、 「ね」に行 為 の実 現 が十 分 に期 待 で き る とい う意 味 合 い が

込 め られ て い る と説 明 して い る。

また 、Uyeno(1971)は(13)の 様 な命 令 文 に見 られ る 「ね 」は、 要 求 が 聞 き

手 に と っ て受 け 入 れ られ る もの か ど うか を確 認 す る働 き を して い る と説

明 して い る。

これ らの訴 え型 文 の特 徴 は、命 題 部 分 が 聞 き手 のnegativefaceを 脅 か

す もの で あ る こ とで あ る。 こ れ は 、例 え ば 「ね 」 を用 い な い場 合 と比 較

して み る と良 く分 か る。

(11)'変 な 勘 違 い しな い で 。(依 頼)

⑰'じ ゃ あ、 また 明 日会 お う。(勧 誘)

(13)'窓 を開 け な さ い。(命 令)

これ らは どれ も、 話 し手 が 聞 き手 に無 理 強 い して い る よ うな ぶ しつ け

な 印象 を与 え る。 これ は、 そ もそ も命 令 、 依 頼 、 勧 誘 が 、 本来 、 聞 き手

の 立 ち 入 られ た くな い はず のnegativefaceを 脅 かす もの で あ るか ら当然

と言 え る。 しか し、(11)'⑫'⑬'と比 較 す る と、(ll)⑫(13)では、 厂ね 」を用 い る

こ とに よ って 、 強 要 す る 印 象 が 軽 減 さ れ て い る。 この 点 か ら も、 「ね 」が

聞 き手 のnegativefaceを 何 らか の方 法 で ま もる効 果 を持 っ て い る こ とが
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明 らか で あ る。

で は、 これ らの 「ね 」 は具 体 的 に どの よ う な効 果 を持 っ て い るの か。

先 に述 べ た益 岡(1991)の 内在 的意 味一 聞 き手 と話 し手 との 意 向 の 一 致 一

に基 づ い た上 で、Uyeno(1971)が 述べ てい る よ うに、 聞 き手 の 意 向 を確 認

す る意 味 合 い が 大 きい と考 え られ る。 要 す る に 「あ な た も私 と同 じ よ う

に考 え て い る と思 うの だ が 、 い か が な もの だ ろ う か?」 と い うニ ュ ァ ン

ス を聞 き手 に伝 え る。 そ して、 大 切 な こ とは確 認 す る こ と に よ り最 終 的

な選 択 を聞 き手 に任 せ る効 果 を持 つ 点 で あ る。 聞 き手 に 選 択 を任 せ る こ

とで 話 し手 は 聞 き手 のnegativefaceを ま も っ て い るの で あ る 。

(ll)⑫(13)に対 して は、 聞 き手 が 様 々 な 答 え を返 す とこ とが 可 能 で あ る。

例 え ば 、

⑫"A:じ ゃ あ、 また 明 日会 お うね 。

B:う ん、 明 日ね 。

B':あ 、 ご め ん 。 明 日は都 合 悪 い ん だ 。 あ さ っ て は ど う?

B":え っ、 約 束 、 明 日だ っ け?

「ね 」を用 い た 発 話 に対 して は、B'やB"の よ うな否 定 的 な答 え を す る こ

と も可 能 で あ る。 これ は 聞 き手 に選 択 の 余 地 が残 され て い るか ら と考 え

られ る。 しか し、(11)'(12)'⑬'のよ う に 「ね 」が 用 い られ な い 文 で は、 聞 き手

は相 手 の 意 向 を覆 す よ うなB'やB"の よ うな返 答 は しに く くな る。 この こ

とか ら も 「ね 」 を用 い た発 話 の ほ うが 、 聞 き手 の返 答 の 選 択 の 幅 を広 く

して い る と考 え られ る。

この よ うな意 向 の 一 致 を前 提 と した上 で 聞 き手 に選 択 の 余 地 を残 す 「ね」

は必 ず し も訴 え型 の 文 に ば か り見 られ る訳 で は な い。 先 に も挙 げ た(6)を

含 め て 次 の例 を見 て み よ う。

(6)(相 手の意見 に反論 して)

それは違いますね。

(14)(相 手か ら意見 を求め られて)
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私 は こ っち の ほ うが い い と思 い ます ね 。

(15)(相 手 か ら感 想 を求 め られ て)

味 の 割 りに は値 段 が 高 い っ て感 じで す ね 。

こ れ らの 発 話 も、「ね 」を用 い る こ とで 聞 き手 のnegativefaceを ま もっ

て い る。 これ は 、例 え ば、 次 の 文 と比 較 す る と良 く分 か る。

(6)'そ れ は 違 い ま す。

(14)'私 は こ っ ちの ほ うが い い と思 い ます 。

(15)'味 の割 りに は値 段 が 高 い っ て感 じで す 。

(6)'(14)'⑮'はどれ も、自分 の 意 見 や 考 え を 聞 き手 に述 べ て お り、命 令 、依

頼 、 勧 誘 な ど と同様 に 、立 入 られ た くな い とい う聞 き手 のnegativeface

を 脅 か し、 聞 き手 に押 し付 けが ま しい 印 象 を与 え る。 そ こで 「ね 」 を用

い る こ とで 「私 は こ の よ う に考 え て い ます し、 貴 方 も同 じ よ う に感 じて

い る(感 じる)の で は な い か と思 い ます が 、 い か が で し ょ うか?」 と聞

き手 に選 択 の 余 地 を残 し、negativefaceを ま もる効 果 を加 え て い る と考

え られ る。

「ね 」が 聞 き手 に選 択 の 余 地 を与 え る点 につ い て は、(13)と⑬'の 比 較 か

ら も分 か る。 例 え ば、 ガ ス 漏 れ で部 屋 にガ ス が 充 満 し窓 を開 け な け れ ば

爆 発 の 危 険 が あ る よ うな 時 は、 話 し手 は(13)では な く⑬'を 使 うで あ ろ う。

た と え聞 き手 のnegativefaceを 脅 か して も生 命 に は替 え られ ず選 択 の 余

地 は な い か ら 「ね」 は使 わ れ な い の で あ る。 そ れ に対 して 、 春 に な って

そ ろ そ ろ風 も さ わや か で あ る か ら窓 で も開 け て み れ ば と勧 め る時 は⑬'よ

り、 聞 き手 の 選 択 の 余 地 を残 した(13)が好 ま れ るで あ ろ う。

以上 の 様 に 、 聞 き手 に強 要 した り、 聞 き手 の 領 域 に立 ち入 る恐 れ の あ

る場 合 一 す な わ ちnegativefaceを 脅 か す 恐 れ が あ る場 合 一 一に使 われ

る 「ね 」 は、 話 し手 が 聞 き手 との 意 向 の 一 致 を確 認 し、 か つ 、 そ の上 で

選 択 を聞 き手 に任 せ 、聞 き手 のnegativefaceを ま も る効 果 を持 つ と考 え

る こ とが で き る。
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4.4聞 き手 のnegativefaceを 脅 か す 「ね 」

意 向 の 一 致 の 強 制

上 で述 べ た二 つ の 「ね 」の 用 法 が 聞 き手 のfaceを 守 っ て 丁 寧 な 印象 を与

え て い た の に対 して 、 聞 き手 に押 しつ け が ま しい 印 象 を与 え る 「ね 」 も

考 え られ る。

⑯(店 で どの お もち ゃ を買 お うか と迷 っ て い る子 供 に対 して、 母 親

が せ か し気 味 に)

どれ で もい っ し ょ よ。 は い、 も う これ に して お きな さ いね 。

(17)(教 師 が 生 徒 を叱 っ て)

わ か っ た ね?も う二 度 とこ ん な こ と しな いね?

こ れ らの 場 合 、 普 通 「ね 」 にス トレス が 置 か れ る。 ま た、 語 尾 の 音 調

が 上 昇 気 味 に な る こ と もあ る。次 の(16)'(1の'と比 べ る と(16)(1のの 方 が 、聞 き手

に押 し付 けが ま し く、 無 礼 な 印 象 を与 え る こ とが理 解 で きる 。

(16)'ど れ で もい っ し ょ よ。 は い、 も う これ に して お きな さい 。

(17)'わ か っ た?も う二 度 と こん な こ と しな い?

(is)(17)では、 話 し手 と聞 き手 の 意 向 が一 致 して い な い こ とが 話 し手 に も

聞 き手 に も明 らか で あ る の に 、 話 し手 が 「ね 」 を用 い る こ とで 無 理 や り

双 方 の 意 向 を一 致 させ よ う と して い る ケ ー ス と考 え られ る。 ㈹ で は 、 子

供 が どの お もち ゃ にす るか 決 心 が つ い て い な い に もか か わ らず 、母 親 が

一 つ の お も ち ゃ を決 め て
、 子 供 に もそ れ が い いの だ と無 理 や り思 わ せ よ

う と して い る。 また 、(17)では、 二 度 とこ ん な こ とを して ほ し くな い とい

う教 師 の 意 向 に、 まだ 釈 然 と して い な い生 徒 を強 引 に 同 意 させ よ う と し

て い る。 「ね 」に ス トレス が 必 要 な の は、 実 際 に は双 方 の 間 で 意 向 が 一 致

して い な い に もか か わ らず 、 無 理 や り聞 き手 を同 調 させ よ う とす るた め

に 、 強 調 を必 要 とす る と考 え られ る。 聞 き手 の 意 向 を無 視 して 、話 し手

の 考 え に無 理 に 同調 させ よ う とす る と、聞 き手 のnegativefaceを 脅 か す
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ことになり、無礼で押 し付けがましい印象を聞き手に与えることとなる。

この ように、「ね」には、聞 き手の意向を無理や り話 し手の意向に一致

させ ようとする効果が存在す ることも見落とすことができない。

5コ ンテ ク ス ト、 ス トレス 、 イ ン トネ ー シ ョン

こ れ まで 扱 っ て き た 「ね 」 は、 同 じ発 話 の 中 で使 わ れ て も、 当然 そ の

コ ンテ クス トや 、 ス トレス の有 無 、 イ ン トネ ー シ ョン に よっ て そ の効 果

が 異 な る こ と もあ る。

例 え ば(1)の 発 話 を考 えて み よ う。 す で に述 べ た よ う に、 ア ナ ウ ンサ ー

と気 象 予 報 士 の 間 で(1)の 発 話 が 行 わ れ れ ば、 「ね」は情 報 の一 致 の 確 認 に

な るで あ ろ う。 しか し、(1)が テ レ ビの 前 で 天気 予 報 を見 て い た 二 人 の 人

間 の 間 で発 せ られ た もの で あ れ ば 、 そ の 「ね 」は双 方 のcommonground

を強調 す る効 果 を持 つ で あ ろ う。 また(17)の 「ね 」に ス トレ ス が な けれ ば 、

情 報 一 致 の確 認 に な る。(15)の 「ね 」 の 音 調 が上 昇 ぎみ で あ れ ば、 や は り

情 報 一 致 の確 認 の 効 果 を持 つ で あ ろ う。

この よ う に、 同 じ発 話 の 中 の 同 じ 「ね 」 で あ っ て も、 コ ン テ ク ス ト、

ス トレ ス 、 イ ン トネ ー シ ョ ンに よ っ て、 そ の 効 果 は け っ して一 様 で は あ

りえ な い こ と も、 あ わ せ て着 目す る必 要 が あ る。

6ま とめ

以上、益岡の内在的意味を手がか りに して、終助詞 「ね」が持つ効果

の特質 を検討 した。従来の研究では、終助詞 「ね」が、丁寧な思いや り

ある表現になった り、時 に押 しつけがましくなった りす る根拠が必ず し

も明確 に説明されていなかった。本稿では、特 に、「ね」が聞 き手の持つ

情報を目当て とする場合 と、聞 き手のfaceを 目当てとする場合の二つの視

点 を導入す ることによって、この問題の本質を浮 き彫 りにしようとした。

特に、face目当ての場合 は、faceを まもるのか、あるいは脅かすのかによ
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って、内在的意味は変わ らな くて も、その効果が全 く異なることが説明

できた。

今後の課題 としては、ここで説明 し切れていないイン トネーションや

ス トレスにかかわる諸問題、さらには、間投詞的用法の 「ね」の解明な

どが残されている。

注)出 所 を明記 しな い引用 は、 筆者 の収 集 に よる。
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