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1.は じめ に

文 法 研 究 に も ブー ム が あ る。 野 村 剛 史 氏 によ る と1960年 頃 まで の戦 後 の 日本 語 の文 法 研 究 に

お け る 話 題 の 中 心 は 「陳 述 論 」 で あ り、70年 前 後 か らが 「格 の 時 代 」、80年 前後 は 「ア ス ペ ク

ト・テ ン ス の 時 代 」、 そ して90年 前後 が 「モ ダ リテ ィ(ム ー ド)の 時 代 」 で あ る と い う1。1990

年 代 、 仁 田義 雄(1991)や 益 岡 隆 志(1991)を は じめ とす る数 多 くの研 究 成 果 が 発 表 され 、 時

代 は ま さ に 「モ ダ リテ ィ の時 代 」だ った 。90年 代 も終 わ りを迎 え21世 紀 へ と突 入 した 現 在 で は 、

そ の ブ ー ム も去 っ た感 が あ り、 最 近 の学 会 にお け る研 究 発 表 で も、 モ ダ リテ ィ 関 連 の もの は

め っ き り数 が 減 っ て い る印 象 を強 く受 け る。

モ ダ リテ ィ研 究 にお け る問 題 の 多 くは 用 語 法 の 問 題 に起 因 して い る。 そ の 中で も特 に 「モ ダ

リテ ィ 〃204α1勿」 と い う用 語 が 何 を指 して い る の か につ い て の確 固た る共 通 理 解 が な い こ とは 、

この研 究 の最 大 の 問 題 点 で あ る。 モ ダ リテ ィ とは何 か 。 モ ダ リテ ィ研 究 が 混 乱 期 ・停 滞 期 を 迎

え て い る 今 、 この 問 題 につ い て 考 え て み る こ とは 、 日本語 研 究 にお け る モ ダ リテ ィ論 を 単 な る

一 時 の 流行 に終 らせ な い た め に も必 要 で あ る と考 え られ る 。

本 稿 で は 、 日本 語 の モ ダ リテ ィ研 究 を 「様 相研 究」 一 す な わ ち 、 文 の"存 在"の 問 題 に関

1野 村 剛 史(1990)「 文 法(理 論 ・現 代)」 『国 語 学 』161(特 集 一 昭 和63年 ・平 成 元 年 にお け る 国 語 学 界 の展 望)よ

り。
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す る研 究 と して新 た に展 開 し直そ う と い う試 み で あ る。 具 体 的 には 、 モ ダ リテ ィ研 究 を、 文 が

"存 在 様 式"を 獲 得 す るプ ロセ ス 全 体 を視 野 に入 れ た研 究 と して展 開 す る こ とに よ
っ て、 これ

ま で の 日本 語 学 に お け るモ ダ リテ ィ研 究 の 主 流 で あ る 「"文の 主 観 性"の 研 究 」 や 、 さ らに、

い わ ゆ る様 相 論 理 〃zo4α〃卿oの 研 究 な ど を も取 り込 ん だ 包 括 的 研 究 の展 開 を試 み た、 そ の第 一

歩 とい う こ とに な る。

2.様 相

`
〃zo4αZ勿'に は 日本 語 で 「様 相 」 の 訳 語 が あ て られ て い る。 「様 相 」 とは 、 「物 事 の あ りさ

ま」 あ る い は 「事 物 の存 在 の しか た 」 の こ とで あ る2。 そ もそ も この 世 の 中 に存 在 す る あ らゆ

る も の に は、 皆 そ れ にふ さわ しい"存 在 の 仕 方(存 在 様 式)"と い っ た もの が あ る よ う に思 わ

れ る。 例 えば 、 「ヤ カ ン」 は 〈金 属 製 〉 の 〈注 ぎ 口付 き〉 で 〈火 にか け てお 湯 を沸 かす もの 〉

と して 世 の 中 に存 在 して い る。 も しそ の よ うな"存 在 の仕 方"に 反 して 、 例 え ば 、 煮 物 を煮 た

りす る状 況 や 、 肉 を焼 くよ うな 状 況 で 使 用 され る と、 「お か しい」 とい う こ と に な る だ ろ う。

また 先 日、 テ レ ビの 料理 番 組 で ホ ッ トケ ー キ の 素 を電 気 炊 飯 ジ ャー に入 れ て ケ ー キ を作 って い

た の を見 て び っ く りした こ とが あ っ た が、 なぜ び っ く り した のか と言 えば 、 そ れ は 〈米 を炊 く

た め の もの〉 と して 存在 して い る はず の電 気 炊 飯 ジ ャ ーが 〈米 を炊 く〉 と い う状 況 以 外 で 別 の

使 わ れ方 を した か らで は な いか 。

当 然 、 「言 語 」 あ る い は 「文 」 に も、 そ れ にふ さ わ し い"存 在 様 式"す な わ ち、 ふ さ わ

しい 状況(場)に ふ さわ しい形 態 で 存 在 す る と い った"存 在 の仕 方"が あ る。 そ して 、文 に お

け る こ う した"存 在 様 式"こ そ が 、 様 相 〃zo吻」勿 で あ る。

文 は事 実 を述 べ伝 え る こと が で き る。 この場 合 、 文 は な確 か な 出来 事(事 実 ・真 実).を 述 べ

る よ うな状 況 下 で 、 そ れ にふ さわ しい形 態 で 存 在 す る こ と にな る 。 例 え ば(1)の よ うな 自然 的 真

理 を述 べ る よ う な場 合 には 「～ で あ る」 な ど と いっ た 述 べ 方 の 形 態 を伴 う こ とに な る し、 ま た

(2)の よ うな既 に過 去 に実 現 済 み の事 態 を述 べ るよ うな 場 合 には 「～ た」 とい っ た 述 べ 方 の 形 態

を伴 う こと にな る。

(1)人 間 は 哺 乳 類 で あ る。

(2)織 田信 長 は 明 智 光 秀 の 襲 撃 を うけ 本 能 寺 で 自害 した。

しか し一 方 で、 文 は叙 法 的 手 段 に よ っ て"事 実 で は な い(ま だ 実 現 して い な い)出 来 事"

一 「可 能 性 と して 実 現 し うる 出 来事 」や 「実 現 す る こ とが 必 然 的 と思 わ れ る よ うな 出 来事 」碗 。

を表 現 す る こ と もで き る。 例 え ば 、 「日本 が ワー ル ドカ ップ で 優 勝 」 とい う出 来 事 は、 現

時 点 にお け る事 実 を述 べ る とい った 状 況 下 で は、 文 と して成 立 し得 な い。 しか し、 話 し手 の個

人 的 な 確 信 を述 べ るよ うな 状 況 下 で 「～ に違 い な い」とい う述 べ方 の形 態 を と る こと によ っ て、

(3)のよ うな 「モま だ 実現 して い な い 出来 事.を 表 す 文 と して 」成 立 す る こ とが で き る。 ま た、可

能 性 の 存在 を 述 べ る よ うな状 況 下 で 「～ 可能 性 が あ る」 とい った 述 べ 方 の形 態 を と って 、(4)の

よ うな 「"まだ 実 現 して い な いが 、 可 能 性 と して 実 現 し得 る 出 来 事"を 表 す 文 と して」 も成 立

す る こ とが で き る。

(3)(将 来 …)日 本 は ワール ドカ ップ で優 勝 す る に ちが いな い。

(4)(将 来 …)日 本 は ワー ル ドカ ップ で優 勝 す る 可能 性 が あ る。

2金 田 一 春彦 ・池 田弥 三 郎 編 『学 研 国 語 大 辞 典 』 第 二 版 、p,2016
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様 相 〃ω4α1勿 と は、 こ う した 叙 法 的 手 段 によ っ て 表 され る 「文 の"存 在 の し方(存 在 様 式)"」

の こ とで あ り、狭 義 には 《可 能 性》 や 《必 然 性 》 とい っ た意 味成 分 を基 に した ド未 実 現 の 出来

事.を 表 す 文 の"存 在 様 式"」、 広 義 に は 現 実 を表 す 文 も含 め た 文 一 般 の"存 在 様 式"(存 在 の

仕 方)の こ とで あ る と考 え られ る。

3.本 稿 が 提 示 す る 日本 語 の モ ダ リテ ィの 枠 組 み

言 語 学 的 に は、 自然 言 語 のモ ダ リテ ィは 《必 然 性 □》 と 《可 能 性 ◇ 》 と を基 本 概 念 とす る も

の で あ って 、 モ ダ リテ ィ の種 類 に よ って こ う した 基 本 概 念 の もつ 意 味 合 い が 変 化 して あ らわ れ

て くる と い う考 え方 が 一 般 的 で あ る。 日本 語 の 場 合 、α1θ砺6〃ZO4α」勿 、 ゆS伽 痂 〃204α1勿、6θ0漉0

甥04α1吻 と いっ た モ ダ リテ ィの 系 列 の違 い に よ っ て 《必 然 性 □》 《可 能 性 ◇ 》 と いっ た 意 味 合 い

の 現 れ 方 が どの よ う に変 わ っ て く るの か を表 にす る と、 【表1】 の よ う にま とめ られ る 。

【表1】 日本 語 の モ ダ リテ ィ

《可能性》 《必然性》

α1θ砺o

勉044物

ミ可 能
.

(「～か も しれ な い」「～可 能 性 が あ る」「～ 場合 が あ る」θ此.)

ミ必 然
.

(「～ はず だ」 「～ に ち が い な い」6ホ6.)

ゆs伽zゴ6

卿04α1勿

ミ蓋 然 的 認 識
.

(「～だ ろ う」 「～ よ うだ 」 「～ らし い」 「～ そ うだ 」6虹)

ミ確 信 ・ 確 証
.

(「～ はず だ」 「～ に ち が い な い」 θ'c.)

4θo漉6

窺o伽 吻

ミ許 可 ・許 容
.

(「～ て も い い」 「～て も構 わ な い」 「～て も仕 方 な い」θホo.)

ミ義 務 ・ 制 約
.

(「～ べ きだ 」「～な けれ ば な らな い」「～ ざ る を え な い」θ`o,)

この表 の各欄 に具体 的なモダ リティ形式が位置付 け られ るが、 どの欄 に位置付 け られ るか は

各形 式間の 「類義 関係」 が根拠 となって いる。す なわ ち、 同 じ欄 に位置付 け られ るモ ダ リテ ィ

形式 は基本的 に類義 形式で あ り、互 いに類義関係 を構 成 しなが ら 「文 の"存 在 の し方"(存 在

す る場(状 況)と 存在形態)を 表 し分 けて いる と考 える。 ただ し、表 の各欄 の境界線 は絶対的

な もので はな く、一 つの類義モ ダ リテ ィ形式群が複数 の様相(表 の欄)に またが って存在 した

りもす る と考 える。

4.文 の 「存 在 の 場 」 と して の 状 況一 そ の 対 象 化 の 試 み・一一一.一

モ ダ リテ ィ 〃zo面1吻 とは文 の"存 在 様 式"の こ とで あ り、 モ ダ リテ ィ研 究 は い わ ば 「文 の 存

在 論 」 で あ る。 そ して 、 存在 の 問 題 に つ い て考 察 す る に は 、何 よ り も先ず 「存 在 の場(状 況)」

につ いて 問 う ことか ら始 めな けれ ば な らな い 。 そ もそ も 「存 在 す る場 所 」 な し に物 事 は 存 在 し

得 な い はず だ し、 ま た 「存 在 す る 場 所 」 が ど こか に よ っ て、 どん な文 と して 存 在 す る の か と

いっ た 「存 在 の仕 方 」 や 「存 在 の形 態 」 も 自ず と決 ま って く る と考 え られ る。

本 稿 で は 、 類 義 モ ダ リテ ィ形 式 問 の 錯 綜 した 使 用 状 況 を手 が か りに、 文 の 存 在 の 場 ・存 在 状

況 を対 象 化 して と らえ る こ と を試 み た 。 対 象 化 され た 状 況 を本 稿 で は 「状 況 範 躊」 と呼 ぶ 。 文

は こ う した 状 況(存 在 の場 、 状 況 範 疇)の 違 い によ って 、 そ れ にふ さわ し い形 態 とい う もの が

決 ま って くる。 ふ さわ し い状 況 下 に、 ふ さわ し い形 態 を伴 って 存 在 す る こ とで 、 文 は"存 在 様

式"を 獲 得 し、 文 と して 成 立 す る。 これ が 本 稿 の考 え る 「様 相 論 と して の モ ダ リテ ィ研 究」

「"文 の存 在 論"と して のモ ダ リテ ィ研 究」 の 考 え 方 で あ る 。
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例 えば 、 ミ許 可 ・許 容.の 様 相(460漉6

な 局 面 にお け る 《可 能 性 》 の現 れ と し

て の 様 相)を 表 す 「～ て も い い」 「～

て も構 わ な い」 「～ て も 仕 方 な い」 の

3形 式 を例 と して と りあげ て み よ う。 、

この3形 式 は 、 次 に示 す 【図1】 の よ

うな4つ の 状 況 範 疇 の 連 関 の 中で 互 い

に錯 綜 的 ・連 続 的 に 使 い分 け られ て い

る と考 え られ る。 また 、 各 状 況 の特 徴

を 整理 す る と 【表2】 の よ う に ま と め

「意味がない」あるいは 「逃れられない」といった意味△いが述べられる状況

「不本意ながら納得」といった意味合いが述べられる状況

【図1】

!・・●9/'一'〉 く'一 ＼ ＼
ノ 状況範疇11釈 況範疇ll

l/＼ ＼、

回幽 ツ識
「自然な成 り行 きの受け人れ」 の述べ られる状況

「問題 ない(不 満 はない)」 とい った意味合いが述べ られる状況

られ る。 表 中 の*印 は 当該 形 式 が 使 用 不 可(使 用 し に くい)こ と を示 して い る 。

【表2】

状況の特徴 述べ方の形態

基準1 基準2 基準3

S
て
も
い
い

S
て
も

構
わ
な
い

S
て
も

仕
方
な
い

浮 冒
入 と
れ の
る 自一 献

だ
成行

き
を

羅得'

し
て
受
け
入
れ

急

い ワ
つ 不
っ ガ

諦 テ
め イ
る ブ
ー な

評価

を

伴 例 文 ・

状況範疇1
自然な成 り

行 き
十 一 一 69も うそろそろ雨が降っ()頃 だ。 てもいい * *

状況範疇H
問題な い
(不満はな

い)
十 十 一

㈹ これで用事は済んだか ら、

雨が降 っ()。
てもいい 構わない *

状況範疇皿
不本意なが

ら納得
十 十 十

⑮1)別 に、試合さえやれれば、

雨が降っ()。
てもいい 構わない 仕方ない

状況範疇IV
意味がな

い ・逃れ ら:

れない

一 一 十
勧 日照 りで農作物がだめになって しまった。
もはや こうなって しまった以上,後 の祭 りだ。
今 さら雨が雨が降 っ()。

* * 仕方ない

【表2】 よ り、 「～ て もい い」 「～ て も構 わ な い」 「～ て も仕 方 な い」 の3形 式 は そ れ ぞ れ、

次 の よ うな 意 味 合 い を述 べ る形 式 で あ る と考 え られ る。

「～て もいい」:〔 ことの 自然な成 り行きを受け入れる〕 とい った意味合 いを述べる形 式

「～て も構わない」:〔納 得 して受 け入れる こと〕 とい った意味合 いを述 べる形式

「～て も仕 方ない」:〔ネガテ ィブな評価 を伴 いっつ諦め る〕 とい った意味合 いを述べる形式

以 上 よ り、 「～ て も い い」 「～ て も構 わ な い」 「～ て も仕 方 な い」 を例 に、文 が モ許 可 ・許 容.

の 意 味 合 い をめ ぐる"存 在 様 式"を 獲 得 す る プ ロセ ス とい っ た もの を 示 して み る と次 の よ うに

な る。

例 え ば 、 状 況 範 疇1話 者 の価 値 評価 とい った もの を 含 まな い、 単 な る 「こ との 自然 な成

り行 き の 受 け 入 れ 」 が 述 べ られ る よ うな 状 況 下 ・にお い て は 、 文 は 「～ て もい い」 とい う述

べ 方 の 形態 を 伴 う こ と で文 と して 成 立 す る こ と にな る(そ れ 以 外 の 「～ て も構 わ な い」 「～ て
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も仕 方 な い」 な どは 述 べ 方 の 形 態 と して は 選 択 不 可 とな る)。 そ の 結果 、 この よ うな 状 況 下 で

述 べ られ た 文 は 必 然 的 に 「〔こ との 自然 な 成 り行 き の 受 け入 れ 〕 を 述 べ た 文 と して」 存 在(成

立)す る こ と にな る。

一 方 、 「問題 な し(不 満 な し)」 と い った 話 者 の価 値 評 価 が 加 わ り、 「納 得 して 受 け入 れ る」

と い った 旨が 述 べ られ るよ うな 状 況 下一 す な わ ち 状 況 範 疇H一 一..に お い て は、 文 は 「～ て も

い い」 「～て も構 わ な い」 の2形 式 が述 べ 方 の 形 態 と して 選 択 可 能 とな り、 どち らか の形 態 を

伴 う こ とで 文 と して 成 立 で き る(し か し 「～ て も仕 方 な い」 とい う述 べ方 の形 態 で は文 は成 立

す る こ とが で きな い)。 この2形 式 の う ち、 例 えば 「～ て も構 わ な い」 が選 択 さ れ れ ば 、 文 は

「〔納 得 して 受 け 入 れ る〕 と い っ た話 者 の 価 値 評 価 を含 ん だ 意 味 合 い を 述 べ た 文 と して」 成 立

(存 在)す る こ と にな り、 また 、 「～ て もい い 」 が 選 択 され れ ば 、 文 は 話 者 の価 値 評 価 を含 ま

な い、 単 な る 「〔こ との 自然 な 成 り行 き を 受 け入 れ 〕 を 述 べ た 文 と して」 成 立(存 在)す る こ

と にな る。

さ らに、 話 者 のネ ガ テ ィブ な 価値 評 価 を 含 み 「不 本 意 な が ら納得 して 受 け 入れ る」 との 旨 が

述 べ られ る よ うな 状 況 下 す な わ ち状 況 範 疇 皿 にお いて は 、 文 は 「～ て も い い」 「～ て

も構 わ な い」 「～ て も仕 方 な い」 の3形 式 いず れ の 述 べ 方 の 形 態 に よ っ て も成 立 可 能 で あ る。

この2形 式 の うち1例 え ば 「～て も仕 方 な い」 と い う述 べ 方 の形 態 が 選 択 され れ ば 、文 は 「〔ネ

ガ テ ィブ な 評 価 を 伴 いつ つ 諦 め る〕 との 旨 を述 べ た 文 と して」 成 立(存 在)す る こ とに な る。

こ の よ う に、 文 は どの よ うな 状 況 下 で 存 在 す る の か(述 べ られ る の か)つ ま り 「存 在 の

場 」 の 違 い によ って 、 そ こに存 在 す る(そ こで述 べ られ る)の に ふ さわ しい 形態 とい う も

の が 規 定 され 、'さ らに、 形 態 が 選 択 され る こ とに よ っ て"文 の存 在 あ り方"・ 「どの よ う な

旨 を述 べ た 文 と して」 存 在 す る の か 」 と い っ た 文 の"存 在 の仕 方"一 も決 ま って くる。 「文

が"存 在 様 式"を 獲 得 す るプ ロセ ス」 は 、 この よ うに 示 す こ とが で き る と考 え る。

5.文 の 主観 性 と存 在様 式 先 行研 究 に つ い て

様 相 研 究 文 の"存 在 様 式"の 研 究 一は 、 そ の ル ー ツ を た どる とア リス トテ レス の 『命 題

論』 や 『分 析 論 前 書』 『形 而 上 学』 醜.に まで さか のぼ る ことが で き る。 しか し、 現 在 、 哲 学 ・

論 理 学 の 分 野 で 行 わ れ て い る よ う な 、 様 相 論 理 〃204α〃ogぎ6の 研 究 は、R.カ ル ナ ッ プ(1～ 磁oヶ

Cα7η妙1891-1970)に よ っ て そ の モデ ル が確 立 され た とい う。

一 方 、 日本 語 学 にお け る仁 田義 雄(1991)や 益 岡 隆 志(1991)を は じめ とす るモ ダ リテ ィ研

究 と い う も のは 、 基 本 的 に"文 の 主 観性"の 研 究 で あ っ た。 この よ うな モ ダ リテ ィ研 究 は、 時

枝 誠 記 の 詞 辞 入 れ 子 型 構 文 観 には じま り、 そ れ以 降 の 「陳 述論 」..一 金 田一 春 彦 、 芳 賀 緩 、 渡

辺 実 …薦.一 の考 え方 を継 承 し、仁 田 義 雄 ・益 岡 隆志 両 氏 に よ っ て そ の枠 組 みが つ く られ た も

の で あ る。 以 後 、 日本 語 学 にお け る モ ダ リテ ィ研 究 は 、 基 本 的 に は この 仁 田 ・益 岡両 氏 の考 え

方 を踏 襲 した もの で あ った 。 この こ とか ら分 か る よ うに、 日本語 学 の モ ダ リテ ィ研 究 と哲 学 ・

論 理 学 等 にお け る様 相研 究 とは、 そ の 出発 点 か ら して す で に 異 質 の もの で あ っ た と考 え られ

る。

「"文の主 観 性"と して の モ ダ リテ ィ研 究」 の最 大 の 問題 点 は、 「文 を"主 観 的 要 素"と"客

観 的 要 素"と に二 分 す る」 と い う点 に あ る。 お よそ 言 語 記 号 とい う もの は、 話 者 に よ っ て選 択

され る も ので あ り、 そ の 意 味 で 主 観性 と無 縁 で は あ り得 な い。 と同 時 に、 客 観 性 を有 して いな

けれ ば 、 コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの 道 具 と して 使 わ れ る こ とは な い はず で あ る。 つ ま り、 言 語 記 号
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は 「主 観 的 か つ 客 観 的 な存 在 」 で あ っ て、 そ の意 味 で、 文 を主 客 二 分 す る と い う考 え 方 には そ

れ 自体 問 題 が あ る と言 わ ざ る を え な い。

そ も そ も、 な ぜ 日本 語 の 文 は、 特 に そ の文 末 部 分 にな る ほ ど"話 者"の 存 在 が 感 じ られ る

(=主 観 的 意 味 合 い が 感 じ られ る)の か と言 えば 、 そ れ は 日本 語 の文 で は文 末 に"述 べ る"と

い う機 能 が 備 わ っ て いる か らで あ り、 この"述 べ る"機 能 が話 者 の存 在 を感 じさせ 、 結 果 と し

て 主 観 的 ・情 緒 的 と いっ た 印 象 を 与 え る こ とに な る ので は な いか 。 つ ま り、 仁 田 ・益 岡両 氏 を

は じ め とす るモ ダ リテ ィ 論 で 言 う 「モ ダ リテ ィが 持 つ"主 観 性"」 と は、 文 の"述 べ る"と い

う機 能 か ら発 した も ので あ る と考 え られ る。 そ して、 モ ダ リテ ィを"文 の主 観 性"と と ら え る こ

と に無 理 が あ る とす れ ば 、 「"文の 主 観 的要 素"と して の モ ダ リテ ィ研 究jは 「"文の 述 べ 方"

の研 究 」 へ と シフ トして い く こ とが妥 当で あ る と考 え られ る。 実 際 、 例 えば 森 山卓 郎 氏 は 、 基

本 的 に は仁 田 ・益 岡 両 氏 の路 線 上 で 「モ ダ リテ ィ=文 の"主 観 的 要 素"」 と と らえ つ つ も、 モ

ダ リテ ィ を 「"述べ方"の 様 式 」 と と らえ 「基 本 叙 法 と選 択 関係 と して の モ ダ リテ ィ」 研 究 と

い う方 向 性 を打 ち 出 して い る。 そ して この よ う なパ ラ ダイ ム ・シ フ トを行 う こ と によ って は じ

め て 、 こ れ まで 日本 語 学 で 行 わ れ て き た モ ダ リテ ィ研 究 を 「様 相 研 究」 一す な わ ち 「文 の

"存 在 様 式"の 研 究」 と結 び つ け る こ とが 可 能 とな
っ て くる。

既 に述 べ た よ う に、 様 相modalityと}ヰ 、 元 来 は 、 叙 法 的 手 段 によ って つ ま り"述 べ られ

る こ と"に よ っ て 文 が獲 得 す る こ とに な る"存 在 様 式"の ことで あ る。 つ ま り、 文 は"述

べ られ る こ と"に よ って 「現 実 世 界 の 拘 束 か ら 自由 に な る」(野 本 和 幸(1997)よ り)こ とが 可

能 とな り、 〈可 能 性 と して 実 現 し得 る 出 来 事〉 や 〈実 現 す る こ とが 必 然 的 と思 わ れ る よ うな 出

来 事 〉…碗.な どを表 す こ とが で き る。す なわ ち、「"文の 主 観 性1`と して のモ ダ リテ ィ研 究 」を 「文

末 にお け る"述 べ 方(の 様 式)"の 研 究 」 へ とシ フ トさせ る ご とで 、様 々 な 述 定 形 式 が 持 つ そ

れ ぞ れ の"述 べ 方"に よ っ て 文 が"存 在様 式"を 獲 得 す る … とい う、 そ の プ ロセ ス 全 体 をモ ダ

リテ ィ研 究 の 考 察 対 象 と して 取 り込 む こ とが 可 能 とな る。

6.本 稿 の 方法 論 的 背 景.一 構 成 意 味論 の方 法 一

野 林 正 路(1986)6な で は、 類 義 語 彙 の交 差 によ っ て モ ノ ・モ ノゴ ト(の カテ ゴ リー)と の対

応 関 係 を捉 え よ う と.い う試 み 一氏 は この語 彙 論 的方 法 を 「構 成意 味論 」 と呼 んで い る 一が な さ

れ て い る。 本 稿 で の 類 義 モ ダ リテ ィ形 式 の 分 析 は、 この 「構 成意 味論 」 の方 法 をモ ダ リテ ィ形

式 の分 析 に適 用 した もの で あ る 。

こ の考 え 方 に よ る と例 ネ ば 、 日本 語 共 通 語 話 者 は 、 「マ エ カ ケ」 と 「エ プ ロ ン」 と い う類 義

語 を用 い て 〈台 所 用汚 除 衣 類〉の 世界 を次 の よ う に分 類 ・類 型化 して 認 識 して い る と考 え られ る。

1.「 エ プ ロ ン」 で な い 「マ エ カ ケ」:く 洋 風 【図2】+〈 腰下 〉

で な い(和 風)〉 で 〈腰 下(胸 当て な し)〉

の も の

H.「 エ プ ロ ン」 で も 「マ エ カ ケ」 で も あ る

も の:〈 洋 風 〉 で 〈腰 下(胸 当て な し)〉

皿.「 マ エ カ ケ 」 で は な い 「エ プ ロ ン」:〈 洋

風 〉 で 〈腰 下 で な い(胸 当て 付 き)>

IV.「 マ エ カ ケ」 で も 「エ プ ロ ン」 で も な い

もの:〈 洋 風 で な い(和 風)〉 〈腰 下 でな い〉

く洋風

▲

1 II

阿 珂
) レ

N ID

ex.割 烹 着 な ど
Q
n

一 Q
〈腰 下 〉

+〈 洋 風 〉
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「マ ェ カ ケ 」 や 「エ プ ロン」 な ど の類 義 語 が 〈モ ノ〉 の 世 界 の分 割(〈 もの 〉 の 世 界像 構 成)

に関 わ っ て い る と考 え られ る の に 対 し、 本 稿 で 考 察 対 象 と して 扱 う類 義 の モ ダ リテ ィ形 式 は

く文 の存 在 す る状 況(存 在 の 場)〉 を分 割 ・構 成(範 疇 化)し て い る と言 う こ とが で き る と考

え られ る3。

構 成 意 味 論 の 方 法 の 特 徴 は 、次 の よ う にま とめ る こ とが で き る 。 す な わ ち …

① 指 示 とい う現 象 を 「単 語VS."世 界"」 で は な く 「語 彙VS."世 界"」 とい う見 方 で と らえ

る。

② 語 義S伽 は 、"世 界"に 対 す る 話 者 の 関心 の 焦 点(着 眼 点 、 まな ざ し)で あ る。

③ 話 者 は この 関 心 の 焦点("世 界"に 対す る着 眼 点 ・ま な ざ し)の 交 差 ・複 合 によ っ て"世

界像(モ ノ ・モ ノゴ トの カ テ ゴ リー の網 目)"を 構 成 して い る 。

7.残 され た 課 題

本 稿 は 、 ま さ に題 にあ る通 り 「試 論」 の域 を 出 な い もの で あ り、 残 され た 課 題 は 多 い。 以 下

に本 稿 で は 考 察 で き な か っ た 問題 を列 挙 して お く。

① 本 稿 で 考 察 対 象 と して と りあ げ た 日本 語 の モ ダ リテ ィ形 式 は 、 代 表 的 な もの に限 られ て お

り、 と り上 げ て い な い 多 くの 形 式 が 存在 す る こ と。 例 え ば 、 「～ ほ うが い い 」 「～ み た い だ 」

「～(連 用 形 接続 の)そ うだ」 …砒.列 挙 す れ ば き りが な い。

② 本 稿 で 示 した 日本 語 の様 相 〃¢04α1吻の枠 組 み(=【 図1】)に お け る、 各様 相 間 の 関係 ・つ

な が り 傭.に っ い て の考 察 を行 って い な い こと。

③ 副詞(句)の 類 に関 す る考 察 を 行 っ て い な い こ と。 特 に副 詞 類 と文 末 形 式 との 共 起 ・呼 応

現 象 に つ いて は 野 林 靖 彦(2001)で 考 察 を試 み た が 、 本 稿 で は論 じる に は ま だ 不 十 分 で あ る

と考 え 、 省 略 した。

④ 広 義 の モ ダ リ テ ィ ーす な わ ち 「現 実 ・既 実 現 の 事 態 を 表 す 文 」 の"存 在 様 式"の 分 析 を

行 っ て い な い こ と。 特 に 日本語 の テ ンス 形 式 とい わ れ る 「～ た 」 な どは この 広 義 モ ダ リテ ィ

形 式 と して位 置 付 け られ る 可 能性 が 近 年指 摘 さ れ て お り、 興 味 深 い。 今 後 の 課 題 で あ る 。

⑤ 本 稿 の 日本 語 様 相 論 と、 日本 語 学 の モ ダ リテ ィ研 究 の 主 流 で あ る仁 田 ・益 岡流 の 「"文の

主 観性"と して の モ ダ リテ ィ研 究 」 との 、研 究 上"真"の 意 味 で のつ な が り 研 究 成 果 の

実 質 的 な リ ン クー と い う もの に つ いて 、 本 稿 で は まだ 十 分 に示 せ て いな い と思 わ れ る。 や

は り今 後 の 課 題 とい う こ と にな る。

⑥ 本稿 で と り上 げ た 先 行研 究 が 限 られ て い る こ と。 例 え ば 、 言 語 学 関 連 で 言 え ば 、 奥 田 靖 雄

氏 の 一 連 の研 究 な どは 興 味 深 い点 も あ り、今 後ぜ ひ 詳 細 に検 討 して み た い と考 え る。そ の 他 、

哲 学 な どの 領 域 の 先 行研 究 に関 して は 、 さ ら に多 くの 課 題 が 残 され て い る。 モ ン タギ ュー 意

味 論(形 式 意 味論)や 、 バ ー ワイ ズ&ペ リー の 状 況 意 味 論 な ど につ いて は 、筆 者 の 理 解 力 の

限 界 を 超 え た 部 分 も多 く、す ぐに検 討 す る こ とは 困 難 な 状 況 で あ るが 、 努 力 した い。

3語 彙論的な意味論というものが
、語と"世 界"と の関係を探る研究であるとすれば、様相研究は文と"世 界"と

の関係を探る研究ということができる。哲学 ・論理学で言う"世 界"は 本稿で言う 「状況」あるいは、その対象

化されたものとしての 「状況範疇」に相当する。

一140一



【引 用 文 献 】

仁 田義 雄(1991)『 日本 語 の モ ダ リテ ィ と人 称 』 ひ つ じ書 房

野 林 正 路(1986)『 意 味 を つ む ぐ入 び と 構 成意 味論 ・語彙 論 の理 論 と方 法 一 』 海 鳴社

野 林 靖 彦(2001)「 モ ダ リテ ィ形 式 と副 詞 の 共 起 ・呼応 現 象 の 記 述 ρ醐α4忽卿 とsッ蛎㎎挽 の

相 関一 」 『国 語 学研 究』40.

野 本 和 幸(1997)『 意 味 と世 界 言 語 哲 学 論 考』 法 政 大 学 出版 会

益 岡 隆志(1991)『 モ ダ リテ ィ の 文 法』 くろ しお 出版

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本 論 文 は 、 「第1部 モ ダ リテ ィmodalityと は 何 か 」(全2章)、 「第2部 日本 語 の モ ダ リ

テ ィ」(全6章)、 「第3部 本 稿 の意 味論 的背 景 」(全2章)の3部10章 か らな る。

「第1章 文 の主 観 性 と存 在 様 式.一 日本 語 様 相 論 の試 み 一 」 は、 本 論 文 のモ ダ リテ ィ概

念 の 内実 を、 日本 語 モ ダ リテ ィ の先 行 研 究 とモ ダ リテ ィ概 念 の淵 源 の 一 つ で あ る様 相 論 理 学 と

の 関わ りか ら追 究 した も ので あ るが 、 本 論 文 に よれ ば 、 モ ダ リテ ィ とは 叙 法 的 手 段 によ っ て 表

わ され る文 の存 在 様 式 の こ とで あ り、様 相 論 理 学 の枠 組 み に従 い、 日本 語 の モ ダ リテ ィは 、「真

理 様 相 」 「義 務 様 相 」 「認 識 様 相 」 と 「可 能 性」 「必 然 性 」 と の組 み 合 わ せ によ り6種 に 細 分 化

され る と い う。

「第2章 先 行 研 究 につ いて 」は 、これ まで の 現 代 日本 語 の モ ダ リテ ィ研 究 を詳細 に検 討 し、

従 来 のモ ダ リテ ィ研 究 には 、 文 の主 観 性 と して の モ ダ リテ ィ研 究 と文 の 存 在 様 式 と して の モ ダ

リテ ィ研 究 と の二 つ の 流 れ が 見 られ るが どち らの 立 場 に もそ れ ぞ れ 解 決 す べ き問 題 点 が 残 って

い る こ と、 お よ び 、 本 論 文 は 基 本 的 には 後 者 の 立 場 に立 つ もの の 、 そ こで は 重 要視 され な か っ

た 文 の 「存 在 の 場 」 に着 目 し、 文 が 存 在 様 式 を獲 得 す るプ ロセ ス 全体 を分 析対 象 とす る と ころ

に本 論 文 の特 色 が 存 在 す る こ と、 が 述 べ られ る。

「第3章"可 能"を め ぐ る様 相 一 『～ か も しれ な い』 『～ 可 能 性 が あ る』 『～ 場 合 が あ る』

を例 に一.」 で は、,先 行 研 究 を踏 ま え た 上 で 、 構 成 意 味論 の 手 法 に従 い、 「～ か も しれ な い」

が 「〔(事態 認 識 の可 能 性 に 関す る)話 し手 の見 解 〕を 述 べ る 形 式」、 「～ 可 能 性 が あ る」が 「〔可

能 性 の客 観 的 存 在 〕 を述 べ る 形 式」、 「～ 場 合 が あ る」 が 「〔実 例(ケ ー ス)の 存 在 〕 を述 べ る

形 式」 で あ る こ と を明 らか に して い る。

「第4章"許 可 ・許容"を め ぐる様 相r～ て もい い』 『～ て も構 わ な い』 『～て も仕 方

な い』 を 例 に 一」 で は、 先行 研 究 が 少 な い こ とを確 認 した 上 で、 構 成 意 味論 の手 法 に従 い、

「～ て もい い」 が 「〔こ との 自然 な 成 り行 き を受 け 入 れ る〕 とい っ た意 味合 い を述 べ る形 式 」、

「～ て も構 わ な い」 が 「〔納 得 して 受 け入 れ る こ と〕 と い った 意 味 合 い を述 べ る 形 式 」、 「～ て

も仕 方 が な い」 が 「〔ネガ テ ィブ な 評 価 を 伴 い つ つ 諦 め る〕 とい っ た 意 味 合 い を述 べ る形 式 」

で あ る こ と を明 らか に して い る。

「第5章"蓋 然 的 認 識"を め ぐる様 相 『～ よ うだ』『～ ら しい』 『～ そ うだ』 を例 に一 」

で は、 豊 富 な 先 行 研 究 を整 理 し問 題 点 を確 認 した 上 で 、構 成 意 味 論 の手 法 に従 い、 「～ よ うだ 」

が 「〔話 者 の事 態 認 識 〕 で あ る こ と を有 標 的 に述 べ る 形式 」、 「～ らし い」 が 「〔話 者 に と って 直

接 認 識 外 の事 態 認 識 〕 で あ る こ と を有 標 的 に 示 す 形 式 」、 「～ そ う だ」、が 「〔情 報 源 が 他 者 か ら
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の 伝 え 聞 き〕 で あ る こ とを有 標 的 に示 す 形 式 」 で あ る こ とを 明 らか にす る と と もに、 それ が 先

行研 究 の成 果 と ど う 関わ るか につ いて 論 じて い る。

「第6章"必 然 ・確 信 ・確 証"を め ぐ る様 相 『～ に違 い な い』r～ はず だ 』etc.を 例

に一 」 で は、 これ らが"必 然"と"確 認 ・確 証"と の 両 様 相 に跨 って 存 在 して い る た め、 先

行 研 究 で は様 々 に位 置 づ け られ て い る こ とを確 認 し た 上 で 、構 成 意 味 論 の手 法 に 従 い、 「～ に

違 い な い」 が 「〔未 知 の事 態 に対 す る話 者 の確 信 〕 を述 べ る形 式 」、 「～ はず だ」 が 「〔成 立 が 保

証 さ れ て い る よ うな 事 態 の 認 識 〕 を述 べ る 形 式 」 で あ る こ と を明 らか に して い る(本 章 で は 他

に 「～ こ とに な る(な って い る)」 とい う形 式 も分 析 され て い る)。

「第7章"義 務 ・制 約"を め ぐる様 相 『～ べ き だ』 『～ な け れ ば な らな い』 『～ ざ る を

得 な い』 を例 に 」で は、先 行 研 究 が 少 な い こ と を確 認 した上 で 、構 成 意 味論 の 手 法 に従 い、

「～ べ き だ」が 「〔事 態 の統 制者 に対 して、行 う こ とが 妥 当だ と思 わ れ る行 動 を提 示 〕す る 形 式」、

「～ な けれ ば な らな い」 が 「〔規 制 ・制 約 〕 を述 べ る 形 式」、 「～ ざ る を得 な い」 が 「〔消極 的評

価 を伴 いつ つ 、 事 態 の非 実 現 の 可能 性 を否 定 す る〕 こ とを述 べ る形 式 」 で あ る こ とを 明 らか に

して い る。

「第8章 『～ だ ろ う』etc .の 位 置 付 け につ いて 」 で は、 従 来 「～ だ ろ う」 が 典 型 的 な モ ダ

リテ ィ形 式 と捉 え られ て 来 た こ とに異 議 を唱 え、 「～ だ ろ う」は 「"蓋然 的 認 識"を め ぐる様 相 」

に位 置 付 け られ るべ きで あ る と し、 「～ だ ろ う」 「～ のだ ろ う」 「～ じゃ な い か」 「～ よ うだ/ら

し い」 と い っ た 形 式 が 類 義 性 を 構 成 す る と した 上 で 、 構 成 意 味 論 の手 法 に従 い 、 「～ だ ろ う」

が 「不 確 定 性 の 〔《帰 結 ・結 果 》 推 量 〕 を述 べ る 形 式 」、 「～ の だ ろ う」 が 「不 確 定 性 の 〔《理

由 ・原 因》 推 量 〕 を述 べ る形 式 」、 「～ じゃ な いか 」 が 「不 確 定 性 事 態 に関 す る 疑 念 を述 べ る 形

式」 で あ る こ と を明 らか に して い る。

「第9章 言 葉 と世 界 『語 の意 味 論』 か ら 『文 の 意 味 論』 へ 一 」 は、 本 論 文 の 分析 手

法 の 源 泉 で あ る構 成 意 味 論 と本 論 文 と の 関 わ り につ い て 述 べ た も の で あ るが 、 本 論 文 に よれ

ば 、 構 成 意 味 論 こそ が、 語 か ら語 彙 へ と対 象 を拡 大 す る こ と によ っ て 語 の指 示 の 不確 定 性 とい

う意 味論 上 の 問題 を解 決 す る こ とが で き る の で あ り、 そ の こ とに よ っ て 初 め て我 々 は語 の意 味

論 か ら文 の意 味論 へ と移 行 す る基 盤 が 与 え られ、 文 と世 界 との 関係 を扱 う様 相 研 究 へ と進 む こ

とが 可 能 に な る の で あ る とされ る。

「第10章 可能 世 界 意 味論 に つ いて 」 は、 本 論 文 の も う一 つ の背 景 を なす 様 相 論 理 学 の意 味

論 で あ る可 能 世 界 意 味論 と本 論 文 との 関わ りにつ いて 論 じた も ので あ るが 、 本 論 文 に よれ ば 、

可 能 世 界 意 味 論 は 「可 能 世 界 」 の解 釈 に幾 つ か の立 場 が 存 在 す る ので 、 本 論 文 で は、 可 能 世 界

をS.ク リプ キ に従 い 「『世 界 が あ りえ た か も しれ な い あ り方 』 の 全 体 」 と解 釈 し、 さ ら にそ

れ を ソ シ ュー ル の、syntagm/paradigmの 対 立 と結 び つ け、 状 況 範 躊 のparadigmを 可 能 世 界

と読 み 替 え る立 場 に立 って 分 析 を進 め た こ とが 述 べ られ る。

本 論 文 は、"叙 法 論"と して の モ ダ リテ ィ研 究 の立 場 に 基 本 的 に立 ち な が ら もそ れ に飽 き 足

りず 、 文 の 存 在 の場 を重 視 し、 存 在 の 場 が 存 在 の 在 り方(存 在 様 式)を 決 定 す る との 立 場 か ら

日本 語 の モ ダ リテ ィ研 究 を構 想 し、構 成 意 味 論 や 様 相 論 理 学 とい っ た 従 来 の モ ダ リテ ィ研 究 に

お いて は 利 用 され る こ との な か っ た 分 析 手 法 や枠 組 み を取 り入 れ つ つ 、 現代 日本語 に お け る 具

体 的 な モ ダ リテ ィ形 式 の 類 義 性 を詳細 に 分 析 ・記述 した もの で あ り、 そ こで示 さ れ た成 果 は斬

新 な 視 点 の 提 示 と と も に高 く評価 す る こ とが で き る 。

よ っ て、 本 論 文 の 提 出 者 は 、 博士(文 学)の 学 位 を授 与 され る に 充分 な資 格 を有 す る も の と
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認 め られ る。


