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A2 −2，琉球方言新資料を使 っ た上代特殊仮名遣 い の 検討

　 ジ ュ ゼ ッ ペ ・パ ッ パ ラ ル ド （ナ ポ リ 東洋大学大学院）

　 本研 究 は， ヒ代 目 本語 に 再建 され て い る 音韻的対 立 が

現代琉球方言に 残存 して い る か とい う問題 を、北琉球 の

加 計 呂麻 方 言 お よび 南 琉 球 の 波照間方言 の 新資料 を も と

に考察し，上 代語 と琉球方言の 歴 史的関係 に 新解釈 を提

案す る。こ れ ま で 8 世 紀 の 文 献 に お け る万葉仮名の 用 法

の分析か ら上代語の 音韻体系の 再建 を試み た研究が多く

な さ れ，とりわけ 母 音体系に つ い て は様 々 な仮説が提案

され て きた。大野 （1980）や 森 （1981）の説で は、上代

特殊仮名遣 い に 反 映 し て い る 音韻構造 は 8 母 音 か ら な

り，平安時代 に母音外縁化 に よる融合があ っ て 5 母音体

系 に な っ た とす る。一
方，服 部 （1976 ） や 松本 （1984）

の 説 で は，8 世紀 の 文献 に お け る イ段 と工 段 の 音節 の 書

き分 け に 関与 して い る 特徴 は頭チ音の 口 蓋 化 で ある とす

る。こ れ ら従来の 議論 を踏 ま え て ，本研究 で は，上 代語

の
＊kiと い う音節 と オ段 の 音節 に 焦点 を あ て 2 方言 の 分

析 を行 っ た 。 波照間方言 の 甲類 の kiは 摩擦化 して si に

な っ た 場合 が多い 。 それ に 対 して 上 代語 の 乙類 に あた る

kiは 摩擦化 せ ず，　 kiお よ び kiで 現 れ る 。

一
方，加計呂

麻方言 で は、乙類 に あ た る kiだ け で 母音が 中舌母音 に

な っ た場 合 が 見 られ る 。 波 照 間方 言お よ び加 計 呂麻 方 言

の 音変化 を説明す る に は，上代語 の イ段の 甲乙の 交替 に

関与 し て い る 特徴 は 口 蓋化で あ る とする 説が 妥 当で あ る

と本研究 で は解釈す る 。 多くの 琉球方言で は高母音化 の

影 響 で 全 て の
＊O は U に な っ た が ，加 計呂麻 方言 で は 0

を持 つ 単語 が多く見 られ る。名嘉真 （1998） は，大 勝 方

言で 見 られ る 同様の 事実 に つ い て ，全 て の オ段音 が一
度

U に な り，の ち に一部の U が 弱化 に よ っ て 0 に な っ た と

する。しか しな が ら，o の 音節 は 圧 倒 的 に 甲類 に あ た る

音節で あ り，また波照間方言 に おい て も o を保 っ て い る

音節は 甲類 にあ た る 。 よ っ て 本研究で は ，両方言 で o が

保持 されて い る 語 は 上代語 の 甲乙 の 交替 を反映 して い る

と解釈す る 。

A2 −3．有 声 阻 害 重 子 音 の 昔 声 実 現 に お け る地 域 差 に 関 す

　　　 る予備的分析

　　　　　　　　　　　　　松浦年男 （北星学園大学）

　本 発表 で は，キ ッ ズ ／kiZZUノに お け る ！ZZ ！や バ ッ グ

fbaggu／に おけ る 〆ggl とい っ た 有声阻害重子音が音響音

声学 的 に ど の よ う に 実 現 す る か に つ い て 検討 した。

Kawahara （2006）な ど で 示 さ れ て い る とお り、東京方

言で は 閉鎖区 間の 前半に の み 声帯振動が見られ る。標準

語 に お い て 有声 阻 害重子 音 は外来語 に の み 見 られ る が，

地域 に よ っ て は 漢語 や 固 有語と思 わ れ る語種 に も見 られ

る。例 えば，大草本渡方言 で は ス ッ バ イ （す る だ ろ う）

や ア ッ ダ ケ （ある だけ）とい っ た表現が あ る。漢語 や 固

有語 に お い て有声 阻 害重子音 が ある とい うの は，こ れ ら

の 地域 で 有声 阻 害重子 音 の 音声実現 が 東京方言 にお け る

そ れ と異な る と い う叮能性が 考 え ら れ る 。 そ こ で ，漢語

や 固有語 に 有声阻害重子音 の 見 られ る 長崎方言 （長崎県

長崎市），天 草本渡方言 （熊本県 天 草市），佐賀西部方言

（佐賀県神埼市）を対象に 当該音声 の 音響分析を行 っ た。

分析 は，重 子音の 区間 にお ける ボ イ ス バ ーを視認 に よ り

観測 し，閉鎖区間の 持続時間 を 計測 し た 。 分析 の 結果，

ボ イス バ ーに 関 して は，長崎方言，天 草本渡方言 で は重

子音の 閉鎖区間の 全体に わ た っ て観察され た 。 佐賀西部

方言 で は東京方言 と同 じ く閉 鎖 区 間 の 前半部 分 に の み 声

帯振動 が 観察され た。単子昔 と重子音 の 持続時閭の 比率

に 関 し て は、長 崎 方 言 で は 1：2．88 （d と dd），天 草 本 渡

方言 で は 1：2，62 （b と bb），1：3．97 （d とdd），佐賀 西 部

方言 で は 且：1．94 （d と dd） で あ っ た 。 有声 阻 害重 予音 の

調音 に つ い て ，声帯振動 に 関 して 地域差が 見 られ た 。 ま

た，持続時間に 関 して ，東京方言 との 間に 明確な差が見

られなか っ た 。 こ れらの こ と は．声帯振動が重子音全体

に 見 られ た こ と と閉鎖時間の 長さが独 立 に 決 まる こ と を

示唆す る 。

Bl −1．ベ トナム 語母語話者 の 日本語音声 に お け る 喉頭の

　　　緊張

　　　　　　　　　　　　　　金 村久美 （名古屋大学〉

　　　　　　　　　　　　　　松 田 真希子 （金 沢大 学）

　　　　　　　　　　　　　磯村
一

弘 （国際交 流 基 金 ）

　　　　　　　　　　　　　　 林　良子 （神戸大学）

　 ベ トナ ム 語母 語話者 の 日本語音声 は，自然 さ，わ か り

や す さ，聞 きや すさなどの 点 で様々 な問題 が 報告され て

い る。そ の 中で ，喉頭 の 緊張に 端を発す る と考えられ る，

音声 の 不自然な途切れや きしみ 音 の 発生 に つ い て は こ れ

ま で に 詳 し く報告され て い な い 。 そ こ で 本研究で は 。
ベ

トナ ム 語 母語 話 者の 口本語 音声 データ を 用 い て こ れ らの

音声 の 出現 状況 を観察し，そ の 原 因を分析す る。ベ トナ

ム 語 を母 語 とす る 日本 語 学 習 者 の 音 声 デ
ー

タ と して，囗

本語 の 読み 上 げと自由発話の 2 種類 の 音声を採取 し文字

化 した 。
ベ トナ ム 語母語話者の 日本語音声 に お い て 喉頭

の 緊張 に 起 因す る 音声特徴 を，声 門閉鎖 と き し み 音

（creaky 　voice ） の 2 種類 に 分類 し，こ れ らが 聴覚的 に 観

察され る 部分 に タ グ付 け を行 っ た 。 その 結果，声門閉鎖

は．拍 と拍 の 間．無声 閉鎖音で あ る頭子音の 前，学習者

に と っ て 発 音 しに くい とみ られ る 音の 前の い い 淀み な ど

に お い て 頻 発す る こ と，き しみ音 は，い い 淀み や フ ィ ラー

に 伴 っ て 頻繁 に生 じ る こ とが わ か っ た 。 また，2 種類 の

音声デ
ー

タ の うち自由発話に おい て，声門閉鎖 や きしみ

音 の 出現 頻 度が よ り高 い こ とが わ か っ た 。 こ れ らの 音声
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