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SomeNotesonTheUsageofAdverbialParticlemo

守 屋 三千代

0.は じめ に 問 題 の あ りか一

小稿 は,次 の ような文 に現 れ た副助詞 「も」 の意味 ・用法 について考察 す る も

のであ る。す なわち,

例1お かげ さまで,こ の4月 か ら私 も社会 人 とな りま した。

例2ま った く,あ いつ も人が悪 いね。

例3君 もよ く言 うね え。

周 知 の ように,「 も」 は同類,同 質 の他 の要素 の存 在 を明示,あ るいは暗示 し

つつ,と りたて る用法 をもって いる。上例 の 「も」 は先行研究 に もある ように,

この基本 的 な用 法 とは少 々異 なる意味 を実現 してい る。

もちろん,い ず れ も文脈次第 では 「社会 人 とな った/人 が悪い/よ く言 う」特

定 の誰 か他 者が いて,そ れ と同様 に 「私/あ いつ/君 も～だ」 と解釈 す る ことは

可能で ある。 しか し,こ の文 は単独 で は,つ ま り特 定の同 じような誰かが 明示 さ

れ ない限 りは,「 同様 に私 も/あ いつ も/君 も」 と述べ て い る と解 釈す る と,む

しろ不 自然 となる。

これ に対 し,次 の ように基本 的な 「も」の用法 は必 ず しも他 者 を明示す る必要

はない。

例4香 港で す って?私 も行 きたい!

例5あ いつ も結婚す るんだ って!?

例6え え っ。君 も追 試 なの?

例4～6の 場合 も 「も」 は他 の同類 が誰か,ま た単独か複数 か も特 に言語 的 に

明示 されていないが,そ れ に もかか わ らず,他 の同類(そ れぞれ聞 き手 や話 し手

が まず想定 で きるが)と それぞれ 「私/あ いつ/君 」が並 び取 り立 て られてい る

と,自 然 に解釈 で きる。

問題 は,お お まか に言 って しま うと,当 該 の用法 特殊 な,周 辺的 な,暗 示
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的 な用 法 と よば れ る こ とが 多 い と基 本 的 な並 列 的 用 法 との連 続 的 な記 述 が 難

しい点 で あ る。 小 稿 は この 両者 の 「も」 の 連 続 的 な記 述 の可 否 をめ ぐって分 析 を

試 み る もので あ る。

さて,さ きの例1～3で あ るが,こ の 「も」 を 「は」 に お きか えて み る と,そ

れぞ れ

例1'お か げ さ まで,こ の4月 か ら私 は社 会 人 とな りま した。

例2'ま った く,あ いつ は人 が悪 い ね 。

例3'君 は よ く言 うね え。

とな る。 この例1',2',3'と さ きの例1,2,3と を比 べ て み る と,

①.「 も」 も 「は」 も文 レベ ル で の主 題 を提 示 して い る点 は共 通 す る と思 わ れ る。

②.例1～3の 「も」 は特 定 の 同様 の他 者 の存 在 を暗 示 して い るわ けで は な い,

つ ま り同類 の他 者 の存在 を む しろ否 定 して い る よ う なの に,例1'～ 例3'の 「は」

ほ ど に は排 他 的 な ニ ュア ンス を もって い ない 。 もっ と も,こ の場 合 の 「も」 は

特 定 の 同類 の他 者 を否 定 して い るので はな くて,該 当 す る他 者 が い な い とい う

こ とか も しれ ない 。

③.例2,2'と 例3,3'は,い ず れ もマ イ ナ ス イ メ ー ジ の意 味 で用 い られ て い る。

この うち例2,2'の 「人 が悪 い」 の意 味 は例2の 「も」 の場 合 は他 人 へ の接 し

方 が 問 題 だ とい う程 度 の軽 い意 味 にな るの に対 し,例2'の 「は」で は 「あ いつ 」

の性 格 自体 が 悪 い とい う文 字 通 りの意 味 とな る。 こ の こ と は,主 題 が 「も」 を

とるか 「は」 を と るか で,述 語 の 意 味 の現 れ 方 に違 いが で きる可 能 性 を示 して

お り,そ れ は本 来 の主 題 を表 す 「は」 で は な く 「も」 の場 合 で あ る点 に注 目で

き る。 また,こ の 点 で,「 は」 がunmarked,「 も」 がmarkedで あ る と考 え ら

れ る 。

④.例3と 例3'の 「よ く言 う」 は と もにマ イ ナ ス イ メ ー ジ の意 味 で 用 い られ て

い るが,こ こで も,例3'に 対 し例3は 排 他 的 なニ ュア ンス を もた な い と同 時 に,

「君 」 の話 を聞 い て い る話 者 が,話 の流 れ を途 中で さ え ぎ らず に,コ メ ン トを

加 え る感 じ とな る。 これ に対 し,例3'で は 「君」 に対 して 「あ あ,そ う なの か 」

と改 め て認 識 し,そ れ が 新 た な話 題 とな る感 じに さ え な る。 つ ま り 「は」 の方

が 談 話 レベ ル の 焦 点 とな る力 が 大 きい と思 わ れ る。

⑤.挨 拶 の文 章 と して は,例1の ほ うが 例1'よ りもふ さわ しい よ り もふ さ わ し

い 感 じ とな るが,そ れ は 「は」 で あ る と,④ で の べ た よ うに 「私 自身」 を排 他

的 に取 り立 て,か つ 「私 が 社 会 人 に な った 」 とい う話 題 そ の ものが 文 脈 の 中心

にす え られ,さ ら にそ れ に関 す る話 が 続 く感 じを与 え る か らか も しれ な い 。
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しか し,こ の こ とは例2,3,2',3'に つ い て もい えそ うで あ る。 す な わ ち,

例2,例3の よ う な文 が 現 れ る の は,お そ ら く 「あ いつ 」 の 噂話 や 「君」 の話

を聞 き終 わ って0段 落 した とい う状 況 や,あ る い は そ の文 脈 の途 中で 一言 コ メ

ン トを差 し挟 む よ う な状 況 な どで あ る と思 わ れ る の に対 し,例2',例3'で はそ

こで 一 た ん文 脈 の 流 れ を さえ ぎ って,「 あ い つ」 や 「君 」 の こ と につ い て の コ

メ ン トを述 べ,場 合 に よ って は新 しい話 題 にす え る感 じ とな る。

上 の よ うに 「は」 と比 べ て み る と,「 も」 の 用 法 の 記 述 に は文 脈 レベ ル で の 話

題 の取 り上 げ方 も関 わ って きそ うで あ る。 これ を ヒ ン トに して,以 下,先 行 研 究

を振 り返 りな が ら,分 析 を試 み る。

1.先 行研 究 と記述上の問題点

ここで は,当 該 の 「も」 の用 法記述 に関す る主 な先行研究 をま とめ なが ら,そ

れぞれが なげか けてい る 「も」 の記述 に関す る問題点 につ いて考 えてみたい。 な

お,紙 幅 の都合上過不足 な く論 文 を と りあげ られない こと,そ して各 論文の趣 旨

を十分反映 で きない こ とを予めお こ とわ りして お きたい。

まず,こ の タイ プの 「も」の用 法 を最初 に と りあげたのは,松 下大 三郎 『標 準

日本 口語法』(1930中 文館書店)で あ る。(田 野村1991に よる)松 下 は,次 の よ う

に例 をあげてい る。(以 下,例 文 の番号 は小稿 の通 し番号 に準ず る)

例7君 もい くぢ は無 い なあ。

例8日 本 人 に も悪 い奴 がい るよ。

これ らの意味,用 法 を,「不 明確 な他物 との対比」 と説 明 して いる。 しか し 「不

明確 な他物」 とい うが,さ きの例4～ 例6で み た ように,基 本 的な用 法 も 「不 明

確 な他物」 との対比 において対 象が取 り立 て られ得 るので,こ の説 明で は十分 と

は言 いが たい。

この点 は,高 橋太郎 「『も』 に よると りたて形 の記述 的研 究」(1978『 研究報 告

集1』 国立国語研 究所)で も指摘 が なされてお り,こ の 「不 明確 な他物 との対比」

に対 して,例 えば例8な ら,「不特 定で あ るに しろ,あ き らか に外 国人 と対比 さ

れてい る」 と して,否 定 してい る。そ して,こ の問題 の用法 を 「含蓄 をこめ た文

の主題提示」 と名付 けてい る。高橋1978で は当該 の用法 に関 して豊富 な用例 とと

もに分類が な されてお り,い ろいろ重要 な示唆が含 まれてい るので,少 々長 くな

るが引用 したい。(下 線 は本文 に従 う)

ア)あ る種 の代表例:ほ かの こ ともな りたって いるはず であ るが,あ る例 をだ し

て,だ いたいの よ うす をわか らせ る。
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例9明 らかな進歩 であ る農具 の機械化 も,農 民 には必ず しも喜 ばれて居 らぬ

ことを駿介 はみた。

イ)ふ つ う化:い ままで特殊 であ った ものが一般 なみ になる ことをあ らわす 。同

類 提示 的な説明 をす れば,特 殊 な もの をふつ うの もの と同類 として提示 す る。

例10辛 か った こと も,思 い出 となれ ば楽 し く思 われ る。

ウ)状 態が わ り:い ままで一定 の状 態 をた もって きた ものが その状態 をか えるこ

とをあ らわす。

例11私 の気持 ち もい くぶ ん落着いて きた。

エ)推 移主体 の感動 的な提 示。

例12そ の年 も暮 れ に近づい た。

オ)マ ー ク してい る時期 がせ まって くる ことをあ らわす。

例13も はや消燈 時間 もせ まって きたので

カ)一 定 の感動 をこめて,主 題 を提示す る。

例14S村 もとんだ姥捨 山にな った もの よ。

特 定 のひ とが主語 にな った ときに,よ くあ らわれ る。

例15わ しももうず いぶ ん長 く生 きたか らな

キ)一 人称 の意志,二 人称 の命令 ・すす めの ばあい に もよ くあ らわれる。

例16わ しもすべ ての呪 い を解 いて この世 を去 りたい。

この分類,列 挙 をみ ると 「も」 の基本 的用法 と接 し,か つ この用法 の特質 に関

わ るい くつか のキ ーワー ドが あげ られて い るこ とに気付 く。つ ま り,「あ る種 の

代 表例」 「同i類提 示 的」「(いままで の状 態 の)状 態 が わ り」 「推 移主体」 「感動 的

提示」 「(いままで に)マ ー ク して い る時期 がせ まった こ と」 「感動 的主題提 示」

な どであ る。

問題 は これ らの統合 的記 述の難 しさで ある。高橋 自身,本 文 中の この記述 のお

わ りに,「 この報告 で は,い ろん な意 味の もの を例 示す るだ けで,分 類せず にお

わ った。 これ はこの研究 が まだいた らないか らで あ る。 また,こ こにあげた もの

で も,他 の派生 的 な用法 にまわ したほ うが よい もの も,お そ らくは,い くつか あ

るだろ う。」と述べ てお り,こ こまで さまざまな用例 を収集 し,分 析 してい るの に,

あ えて統 合 を求 めない方 向にあ るように感 じられ る点,こ の用法記述 の難 しさが

うかが える。 ただ,高 橋1978の このキ ーワー ドと連続 的記述 につ いて慎重 な態度

はその後 の研究 に影響 を与 えてい る と思 われ る。

例 えば,寺 村秀夫 『日本語 の シ ンタクス と意味 皿』(1991く ろ しお 出版)で は,
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寺村 は問題 の 「も」の用法 につ いて 「用法 の可能性 を記述す るの に とどめてい る」。

(田野村1991)す なわち寺村 は,

例17「 その財布 もず いぶ ん古 くな りま したね」 ～

な どの例 をあ げて,「 昔 か ら使 われて きた 『詠 嘆』 とい う言葉以外 には適 当 な

言 い表 しか たが ない よ うな情緒 的 な効 果で あ る。」 と述べ,明 らか に他 の基本 的

な用法 との連続性 を求め ていない。この記述 に対 し,田 野村 は,「か りに(例 文 が)

『詠 嘆』 を表 してい る と言 える と して も,そ れ は表現 されてい るこ とが らその も

の の性 質 に よる もの とい うべ きで あ って,『 も』 の働 きに よる もので はない と思

われ る」 とのべ ているが,こ の評 は確 か に的外 れで はない と思 われ る。

そ の田野村 忠温 「『も』 の0用 法 につ いての覚書一 「君 も しつ こいな」 とい う

言い方の位 置づ け」(1991『 日本語学』9月 号VOL10)で は,こ の問題 の 「もj

は,「 『たての含 み』だ けを含 む(C)の 場合 の一種で ある」と してい る。この 「た

て の含 み」 とい うの は,田 野村 に よる と,次 の ような分 類 に よる。(A)は 「雨

が降 った。雪 も降 った」 の ような 「も」 で,0般 に基 本的 な意味の 「も」 とい う

ものに該当す る。(B)は,雨 が 降 った。南 国 に して は珍 しい雪 も降 った」の 「も」

で,(A)の ような単 純 な累加 の意 味 だけで な く,予 想 しが たい事態が起 きた こ

とも表現す る もので あ る。そ して問題 の(C)は,

例18こ のカ レーの辛 さにはイ ン ド人 もび っ くりした。

の 「も」で,他 にび っ くりした人がい るこ とを表 すので はな く,び っ くりす る と

は考 えに くいイ ン ド人 までび っ く りした こ とだけを表す ものであ る。そ して(A)

を 「よこの含 み」,(C)を 「たての含 み」,(B)を 「両方 の含 み」 を もつ もの と

してい る。 そ して この(C)は 「あ らか じめ話 し手 の何 らかの予想 や思 い込 みが

あ って,そ れ に反す る事 態 を述べ るの に使 われ ている もの と言 うことがで きる」

と してい る。そ して この 「話 し手 の思 い込 みが裏切 られた とい うこ とによって 「詠

嘆」 的な面 が助 長 され る とい うこ ともあるか も しれないが,い ず れ に して も 「不

随意 的 な現 象 にす ぎない」 と加 えている。

田野村 は当該 の 「も」 は要す るに,予 想 しが たい事態 がお きた こ とを表現 す る

もの,と してい るが,こ れ に も少 し疑 問が あ る。 か りにこの考 えをさ きの例1～

例3に あて はめ る と,そ れぞ れ 「予想 しなか った ことに私 『も』社 会人 になった

/あ いつ 『も』 人が悪 い/君 も 『も』 よ く言 う」 とな り,い ずれ も 「まさか私が

社 会人 になる とはね え/あ いつが人が悪 い とはね え/君 が よ く言 うとはね え」 と

い う意味 にはな りに くい し,そ の場合 は 「が」 を用 い るのが普通 だ と思 われる。

もっ とも,田 野村 の例文 「イ ン ド人 もび っ くり」 な ら,こ の(C)の 解釈 は成
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り立 ちそ うで あ る。 そ れ は,カ レ.__.に関 して 「イ ン ド人」 が 「最 もび っ く り しな

い はず の立 場 」 にあ る か らで,だ か ら こそ 「た て の含 み」 だ け を純 粋 に表 す こ と

が で きる ので あ る。 も っ と も,田 野 村 本 人 も 「こ こで 述 べ た見 方 が そ もそ も どれ

だ け の範 囲 の 『も』 の用 法 に適 用 され る もの か とい う こ と もあ らた め て考 え て み

る必 要 が あ る」 と述 べ て い る。 しか し,今 問 題 に して い る の は,田 野村 の 言 う 「た

て の含 み」 を純 粋 に表 す 場 合 だ け で はな い はず で あ る。 とな る と,い わ ゆ る累加

で あ る 「よ この含 み」 で も,こ こで い う典 型 的 な 「たて の含 み」 で もな い 意 味 と

は何 か,こ こで も う一 度 ふ りだ しに戻 る こ と とな る。

た だ,田 野 村 の見 方 に含 まれ る点 あ らか じめ話 し手 の何 らか の予 想 や 思 い

込 み が あ って とい う指 摘 は,さ きに 引 用 した高 橋1978の オ)「 マ ー ク して い

る時 期 が せ ま って い る こ とを表 す 」 に 同様 で あ るが,確 か に次 の よ うな点 を説 明

す る の に,有 効 で あ る。例 え ば,

例18時 間 もせ ま って まい りま したの で,質 問 を打 ち切 りた い と思 い ます 。

の例 文 の 「も」 を 「が 」 とす る と,

例18'あ,う っか り して い ま したが,時 間 がせ ま っ て ま い りま した の で,質

問 を打 ち切 りた い と思 い ます 。

とい う発 話 時 に 「時 間が 迫 って い る こ とに気 づ い たJと い う表現 とな り,発 話 時

前 か ら気 づ い て きた とい う表 現 をす る こ とが で きない 。 逆 にい う と,例18を,

例18"あ っ,う っか り して い ま した が,時 間 もせ ま って ま い りま した の で 質

問 を打 ち切 りた い と思 い ます 。

とす る と,上 の よ うな 「も」 の表 現 の た め にや や不 自然 な感 じとな る 。 これ に

対 して,例18の 「も」 を 「は」 にお きか え る と,

例18'"時 間 はせ まって まい りま した ので,質 問 を打 ち切 りた い と思 い ます 。

とな り,発 話 時前 か ら気 づ い て きた感 じは あ る もの の,そ れ まで,あ るい は発 話

時 か ら 「時 間」 を主 題 と した 談話 が 続 く感 じ とな り,そ の結 果 あ との 「質 問 を打

ち切 りた い と思 い ます 」 とい う談 話 の 焦 点 とそ ぐわ な い感 じとな り,結 局 「も」

が 最 適 とい え る。

次 に,沼 田善 子 「現 代 日本 語 の も』 一 と りた て詞 とそ の周 辺 」1995『 つ くば言

語 文 化 フ ォー ラム編 』 を見 て み よ う。沼 田 は 「も」全 体 を 「単 純 他 者 肯 定(主 張 ・

断 定 ・自著 肯 定 かつ 含 み ・断 定 ・他 者 肯 定)」 の 「も1」,「 意 外(主 張 ・断 定 ・

自者 肯 定 か つ含 み ・予 想 ・自者 肯 定,他 者 肯 定)の 「も2」,「 不 定他 者 肯 定(主

張 ・断 定 ・自者肯 定 か つ 含 み ・断 定(前 提1・ 前提2)・ 不 定 他 者 肯 定)」 の 「も

3」 にわ け てお り,こ の うち問 題 の 「も」 は 「も3」 で あ る。 沼 田 は 「『も3』 』
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を含 む文 は,談 話 の視 点か ら考 える と,そ の文 での主張 を積極 的 に相手 に伝 え よ

うとす るので はな く,そ の後 に続 く文 を発話す るためのいわ ば背 景づ くりをす る

ような機 能 を果 たす もので あ ることが多 い」 「呼 び水的機能」 を もつ もの と して,

例19春 もた けなわ にな りましたが,そ の後,お 変 わ りあ りませ んか。

例20夜 もふ けて参 りま したので,そ ろそろ この辺 でお開 きに したい と思い ま

す。

な どの例文 をあげてい る。 この例文 の 「も」 は さきの高橋1978や 田野村1991の 指

摘 で説 明がつ くもので あるが,こ の文脈 レベ ルで 「も」 を記述 す る必要 があ る と

い う指摘 は他 の研 究結 果 と異 なる点で あ る。 ただ し,適 切 な用例 は見つか らなか

ったが,例 えば例19中 の春 もたけなわにな りま した」 の文 は,

例21「 いいお 日和です ね」

「ええ,春 もた けなわですね」

とい った文脈 中で も用 いる ことがで き,必 ず しも背景,呼 び水 となる必要 はない

と考 え られ るが,「 は」 や 「が」の場合 と比べ るまで もな く,た しか に談話,文

脈 レベ ルで見 る こ とは有効 な感 じがす る。 それ は,「 も」 の一種 の談 話管理 につ

なが る機能 が うかが えるか らで ある。す なわち,例19の 「春 もた けなわにな りま

した」は 「は」でな く 「も」をとることで,「春」その ものの話 題で あるこ とをマ ー

クせず,し か も 「その後お かわ りあ りませ んか」へ と 「春 た けなわ」で ある コ ト

ガラを結 びつ けてい るので あ る。

また,例20で は 「夜 もふ けて参 りま した」 がや は り 「も」 に よって,コ トガ ラ

を談話 の焦点 にす えるこ とな く,し か もこの コ トガラを 「そ ろそ ろこの辺 でお 開

きに～」 とい う談話の焦点 に付帯 的に結 び付 けてい る。

例21も 同様 で,「 春 もた けなわで す ね」 も 「い いお 日和 です」 とい う談 話の焦

点 を じゃます るこ とな く,し か もその コ トガラによ り添 う形で結 びつ いてい る。

そのため ここで問題 となる 「も」 の記述 にはこう した0種 談話管理的 な考 え方 も

有効 で ある と思 われ る。

最後 に,定 例利 之 「心 的プ ロセ スか らみた取 り立 て詞 モ ・デモ」(1995『 日本

語の主題 と取 り立て』 益 岡隆志,野 田尚史,沼 田善子,く ろ しお 出版)を 簡単 に

と りあ げてお く。 ここでは 「も」 は次 の よ うに分類 されて いる。

a.基 本的 なモ:田 中が来 る。佐藤 も来 る。

b.色 々のモ:そ の 日は天気 もよか ったので公 園 は賑 わ っていた。

c .通 念のモ:夜 もふけて まい りま した。

d.当 た り前 のモ:「 あ あ腹がへ った」 「一 日1食 な ら腹 も減 るだろ う」

(7)



e.意 外 のモ1中 学生 も合格 だ。

f.確 定 回避 のモ:あ の時 は,た しか学生 が10人 も来て いたか なあ。

この うち当該の 「も」 はcに あた ると思 われ る。c.の 例 文 と しては

例22息 子 も5才 にな りま した。

例23し か し坂 田 もバ カな こ とを言 った もんだね え。

例24し か し坂 田 も頭 がキ レルね え。

が あげ られ てお り,「 これ は,現 実世 界で あ りが ちな事 態 に関す る通念 に他 な ら

ない。話 し手 は この ような通念 との類似 に支 え られて,具 体 的な事態 をモで表現

で きる」とし,具 体 的 には,例22で あ る と 「〔世 の中,時 間が たつの は早 い ものだ〕

を指示 す る1具 体例 で あ る こ とを表す」例23な ら 「〔世 の中バ カは多 い ものだ〕

とい う具合 に通念 は色 々想 定で きる」 と し,ま た例24を 「しか し坂 田 も天才だね

え」 は(バ カだ とい う皮 肉表現 で ない とす れば)よ り不 自然 であ るとのべ,そ の

理 由 は 「通念 との類似 が認 め難い と思 われる事態 の表現 には,こ うしたモ は使 わ

れない」 ため と してい る。 そ して通念 のモ は述部 内には生起 しない こ とも指摘 し

てい る。

さて,ま ず ここで気 になるの は,「 坂 田 も天才 だね え」 ははた して皮 肉でな け

れば不 自然 な文 なのか,と い うことであ るが,こ れ は 「天才 とい うの はいる とこ

ろにはい る ものだ」 と通念 を変 えれ ばす む ことで あ る。問題 は,同 じような 「も」

の記述 をめ ぐってい るのに,田 野村 は 「予想外 の～ までが」 とい う意味 だ と し,

定延 は通念 の一例 と して提示 す る意 味 と してい る点 であ る。(た だ し,こ の田野

村の例 文 は定延 は別 の用法 と して分類 してい る)こ の両者が一見正反対 にみ える

意見 を提 出 してい るこ とは,問 題 の 「も」 を考 える上で,興 味深 い。 なぜ な ら,

この こ とは,「 通念 でみれ ば,つ ま り総称 的 に とらえれ ば当然 あて はまるが,特

に総称 化 め対象 とな らなか った,個 別的 な ものが,実 は予想 に反 してあて はまる

こと」 とい うひ とっ の こ とを裏表 で述べ ているか らで ある。

しか し,い まひとつ 問題 があ る。それ は,定 延 のい う 「通念 のモ」 にさ らに説

明が必要 な点 であ る。次 の例 文 を見 られ たい。

*例25冬 も寒 い な。

*例26時 のたつ の も速 いです ね。

な どの例 で は,こ れ らの 「も」 の文 は 「冬 は寒 い」 「時 が たつ の は速 い」 は,

それぞれ通念 とい って よいが,「も」の文 として意味 的に成 り立 ち に くい。それ は,

「寒 い」 集合体 には冬 こそが唯一 当て は まる要素 であ るため,ま た 「速 い」 もの

にはいろいろ限 り無 くあ るが,そ の中で 「時間」 と並 び称 す る,他 の 同類 の要素

(8)



副助詞 「も」の用法に関するおぼえ書き

とい うのは見 当た らないためであ る。0方 これ に対 し,

例27こ の映画 もよ くで きてい ます。

となる と,勿 論 「も」 の文 として な りたつ が,「 よ くで きてい る」 もの は ご く

普遍 的 にみ られ,し か も 「この映画」 と並 び称す ることが で きる もの は 「あの映

画」 「その映画」,お よびかな り具体 的 にいろいろ特 定で きるので,そ の結果小稿

で問題 の 「も」 の意 味 とはな らず,基 本的 な列挙,並 列 の 「も」 の意味 と して解

釈 されて しまう。

また,例1～ 例3や,次 の例 で は,命 題が必ず しも普遍 的ではな く,し か も主

部 の意 味す るモ ノ と述部に 関 して共通 し,し か も主部 の表す モ ノ と並 び称 す るこ

とので きるモ ノが具体 的 に特 定 しに くい場合,当 該 の 「も」 の意 味 を実現 しやす

い と考 え られ る。例 えば,

例28人 間 も立 派な芸術作 品だ。

この場合 は 「人 間」と並 ぶ 「立派 な芸術作 品」に該 当す る ものが不明 なので,「 も」

は基本 的な意 味か ら,当 該の意味 に近づ く。 これに対 して

例29ポ ス ター/カ レンダー も立派 な芸術 作 品だ。

となる と,「 ポス ター/カ レン ダー」が 「立 派 な芸術 作 品だ」 で あ る と判定 す る

ことに少 々難 しさがでて くるため,こ の場合 の 「も」 は 「まで」 の よ うな限界 に

近 い意味 とな る。(こ れ は田野村 の 「たての含 み」 に近 い)ま た,一 方で次 の よ

うに 「立派 な芸術作 品」と して並 び称 す るこ とがで きやす いモ ノが主部 に くる と,

基本 の並列 的 な意味 となる。

例30映 画 も立派 な芸術作 品だ。

この場合,「 映画」 の代 わ りに 「写真」 であ って もよいだろ う。 それ に対 して,

例31彫 刻/絵 画 も立派 な芸術作 品だ。

とす ると,今 度 は本 来芸術作 品 とい う 「通念」 があ るため,「 も」 の添加,二 番

手の イメージ とぶつか って,こ の文 は意味 的に成 り立 ち に くくなる。これ に対 し,

この例31を

例31'彫 刻/絵 画 は立派 な芸術 作 品だ。

とす る と,も ちろん意味 的にお さま りが よ くな るが,そ れ は確 固 たる通念で ある

か らであ る。つ ま り,「 も」 は一般 に主部 が命題 を通念 として成 立 させ る要素 の

うち,二 次的,副 次 的な ものであ るこ とも条件 となってい るこ とが わかる。従 っ

て,同 じ通念 で も話者 の個 人 的な 「通念」 であ る と,「 も」 は よ り自然 な感 じが

強 まる場合が あ る。

例32た まには映画 もいい ものだ。
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「も」 の二 次 的 な性 質 は,こ こ に も現 れて い て,例32の 文 は 「映 画 は い い もの だ」

と総 称 的 にい って い るの で は な く,あ くまで 「た ま に はい い もの」 と して 映 画 を

あ げ て い る にす ぎない 。

1.ま と め

以 上 を振 り返 る と,一 般的,お よび当該 の 「も」 の記述 の複雑 さ,難 しさのあ

りかが見 えて きた ように思 う。 かんたんに ま とめ る と,「 も」 は

①.一 般 にあ る命題 をな りたたせ る主部 のモ ノ として二次 的 な立場 のモ ノを と

りたて る。

②.命 題 を満 たす最適 のモ ノが主部 に くる と,「 も」 の文 は不可 能であ る。

③.述 部 に関 して並 列可能 な主部 のモ ノが特 定で きる と,「 も」 は並列,列 挙

の意味 となる。 この場合 は 「も」 は 「は」 に準 じた談話の焦点,話 題 を提

供 す る機 能 を もつ。

④.並 列可 能 なモ ノが特 定 で きて も.,「も」 に先行す るモ ノが もっと も命題 を

満 たす 可能性 が低 い場合,「 も」 は 「まで」 の ような最低 限 を表 す意味 と

なる。

⑤.並 列可能 なモ ノが特定 で きず,し か も命 題 を満 たす最適 のモ ノが主部 にな

いために 「も」 の文が可 能 となる と,そ の 「も」 は並列で も,最 低 限で も

ない,小 稿で と りあげた ような意 味 を表 す可能性が ある。

⑥.文 脈 レベ ル にお いて,「 も」 が並 列 や最低 限度 の意 味 を表 さない と,そ の

結果 「も」 の文 は 「は」 の文 に準 じた談話の焦点命題 を示 した り,焦 点 を

維持す る ような機能 を もた ない。そのか わ り,焦 点 にそ って焦点 を維持 す

ることに協力す る機能 を もつ。つ ま り,談 話,文 脈 レベ ルで焦点 の命 題 に

対 し,理 由や付 帯的状 況,な どを 「も」 の文 でサ ポ ー トす る。 この場 合 に

当該 の意味 として解釈 され るこ とが多 い。

⑦.談 話,文 脈 です で に話者 が意識 してい る命 題 に 「も」がつ くこ とが あ るが,

これはあ くまで⑥ の ような環境 でみ られる と思 われ る。

今後 は,以 上の点 につい て具体的 な文脈,談 話 にあた って分析 をすす め,検 証

したい。
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