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した。母語話者に 対す る聞き取 り調査 の 結果，ア ル フ ァ

ベ ッ ト単独，お よ びア ル フ ァ ベ ッ ト頭文字語の 音調 は外

来語 と 同 じ規 則性 が 見 ら れ た。一
方，ア ル フ ァ ベ ッ ト複

合語 で は ，一
般 の 複合語 と同 じ く前部要素 の 長 さ に よ っ

て 複 合 語 全 体 の 型 が 決 ま る もの の ほ か に ，一
部の 形態素

につ い て ，そ れ が 後 部 要 素 に 来 た場 合 ，複 合 語 全体 で 非

下 降調 に な っ た。そ して ，こ の 原 因 に は共通 語 に よ る 影

響が あ る と考え，共通語 の 平板化形態素を後部要素 に 含

む複合語 に つ い て 追加調査 した とこ ろ，あ る種 の 形態素

で は 複合語全体を非下降調 に す る こ とが 確認 され た 。 こ

の 結果は，共通語 の 平板化形態素が 「複合語全体 を非下

降調 にす る 」 とい う特徴 を伴 っ て 長崎方言 に 入 っ て きて

い る こ とを意味 して い る。

C8．大宜味村津波方言の ア ク セ ン ト体系に見られ る 「形 」

　　の 対立

　　　　　　　小川晋史 （琉球大学 ・日 本学術振興会）

に 関連す る 歴 史 的 ・方言地理 学的 な変異の 重要 な 側面 に

つ い て 考察す る。波照間方言 は 波照間島の み な らず．石

垣 島の 白保集落 で も話 され て い る 。本研 究 の 日 的 は 波照

間変種 と白保変種の 相違 を音響 音声学的 に 分析す る こ と

で あ る。通 時 的 変 化 を検 証 す る た め に 2 つ の 世 代 間 を比

較 し，そ れ か ら 波 照 間 変種 と 白保 変種 を比 較 す る。変異

を分析 す る た め に 母 音 空 間 と無声化 とい っ た 2 つ の パ ラ

メ タ
ーを手 が か りと した 。

　音響音声学的分析 の 結果，次の 6点が明らか に な っ た 。

D 波照間方言 で は 7 母音体系 が波照間島 の 老世代 の 変

種 だ け に 保持 され て い る ；2）波照 間島 の 若世代 で は i

と iが合流する傾 向 が あ る ；3） 白保変種 で は 匿代 に か

か わ らず e と iと i が合流す る 傾向が あ る ；4）同様 に，

o とu も合流す る 傾 向があ る ；5）中本 （1976） に表記

さ れ た e は e に 比 べ ，第 3 フ t ル マ ン トが 低 い ；6）鼻

音 の 無声化 の 実現 は 4 変種問で 異な り，老人世代 よ り若

世 代 は無声化の 割合 が 小 さ い 傾 向が あ る。

　沖縄県 の 大宜味村津波集 落 の 伝統 的方言 （津波方言 ）

の ア ク セ ン ト体系に つ い て の 記 述 と分析 を 行 っ た。先行

研 究 で 指摘 が あ る よ うに，津波方言 は 2 型 の ア ク セ ン ト

体系 で あ る こ とが ，本研究の 数百語 の 調査 に よ っ て 明 ら

か に な っ た。また，複合 ア ク セ ン ト規則 に つ い て は，前

部要 素 （初頭 要 素） の ア ク セ ン ト型を複合語全体 が 引 き

継 ぐタ イプ の 規則 で あ り，西南部 九 州 な ど近隣の 地域に

お い て しば しば 観察 され る もの で あ っ た 。 また，類別語

彙 に つ い て は ，本 士 諸方言 と異 な り，琉球諸 方言で は 3 ・

4・5 類 を 2 つ に 分割す る 必要 が あ る と い う，松森 （1998）

の 主張が津波 方言 に つ い て も妥当 で あ る こ と を報告 し

た 。

　さらに，津波方言 に お い て は 2 番目以降の ア ク セ ン ト

句 の 初頭 で ，語頭 の ピ ッ チ の 高 さが中和す る現象が観察

さ れ る こ と か ら，語頭 の ピッ チ の 高さ に は レ キ シ カ ル な

弁別性が 存在 しな い の で は な い か と い う主 張 を行 っ た。

C9．波照間方言 2 変種の 音響音声学的比較

　　　　 ジュ ゼ ッ ペ ・パ ッ パ ラ ル ド （東京外国語大学）

　本研究 は，消滅 しつ つ あ る琉球方言 の ひ とつ で ある八

重山方言群波照間方言 の 音声学的な構造を解明 し，そ れ

C10．西 日本に お け る 「昇 り核」の 方言一鳥取県青谷町

　　 周辺 の ア ク セ ン ト

　　 　　　　　　　　　　　松森晶子 （日本女子大学）

　重起伏音調 を持 つ こ とで 知 ら れ る 鳥取市青谷町を 「昇

り核」方言 と位置づ け，東京の ような 下げ核の 体系と比

較する こ とに よ っ て 一般化を行っ た。青谷町は，東京と

共通 した 次 の 様 な 特徴 を 持 っ て い る。（Dn＋ 1型 体系，（2）

助 詞 連 続 の 境 界 点 に H 音 調 が 発 生 ，（3）H 音 調 が 隣 接

し て 連 続 す る 場合 は左 優 先。こ の うち （2）は ア ク セ ン

ト体系 の 普遍的特徴 の ひ とつ で あ り，また こ れ は 各体系

の 複合語規則と共通 して い る の で は な い か，と い う示唆

を行 っ た。

　 また青谷方言で は．CW 構造を含む語にお い て重起伏が

平板化する （●○● → ●●●）とい う従来 の 指摘 を，長 い

拍数 の 名詞 （「夕食，材木，水車小屋，間柄，利 口者」等）

に よ っ て 確認。さ ら に こ の 平板化 は 「素麺 （ソ
ー

メ ン ），
　 　 　 ＊　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　ホ　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 ギ

挨拶 （ア イ サ ッ ），飛 行機 （ヒ コ
ー

キ ），弟 （オ トート）」

等，有核の 名詞 に は 生 じ に くい こ と も指摘 し た 。この よ

うに 無核語の み が平板化 しやす い こ と と関連 し，そ もそ も無

核型と有核型 の 重起伏はその 音声的実質 が 異なるこ と を指

摘 今後　こ の 体系 に つ い て の 詳細な音響分析 を行 う必要性

が ある こ とを論じた 。

＿ 123 ＿

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


