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ミャンマーの「のっぺらぼう」：ジンポー語による民話テキスト *

倉部慶太
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

キーワード：のっぺらぼう,二度のおどし,カチン人,ジンポー語,ミャンマー

1 はじめに
「二度のおどし」は,男がのっぺらぼうに 2度も驚かされる怪談話の 1つである。日本のみな
らず, 朝鮮や中国にも伝わり, 北東アジアを代表する怪談とされる (稲田・稲田 2001: 160)。稲
田編 (1988: 595)から日本昔話のモチーフ構成を引用すると,次の通りである。「 1⃝男が山道に
坐っている女に声をかけると, 女はのっぺらぼうの顔を振り向ける。 2⃝男が逃げ帰って妻に女
の話をすると,妻が,こんな顔か,と顔を撫で,のっぺらぼうの顔を見せる。」
本稿では, ミャンマー北部のカチン人に伝わる「二度のおどし」の類話を語釈とともに提示
する。この昔話は, 筆者と話者がミャンマー北部におけるフィールドワークにより蒐集した
2,754話の語りの 1つに基づく。筆者らが蒐集した一次資料は,危機文化のデジタルアーカイブ
PARADISECにてオープンアクセスで公開している (Kurabe 2013, 2017)。現在, 同コレクショ
ンでは, 2,754 話の音声, 2,744 話の書き起こし, 961 話の英訳を ELAN ファイルとともに公開
している 1。本稿で提示する怪談は, 同コレクション収蔵の以下の資料に基づく。この資料は,

2017年 2月 12日にカチン州ミッチーナー市にて筆者の調査協力者の話者が行った対面調査に
より得られた資料の 1つである。話者はカチン州ダナイ市 (Danai)ティンコック村 (Tingkawk)

出身の女性 (1986年生)である。

(1) Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), H. Htu Nan (speaker), 2017. Yi sa

jan du ai num (The woman who went to the field). X-WAV/MPEG. KK1-0842 at cata-

log.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/5989e57d7bd05

本稿で提示する話は, (1)のオリジナルの資料を別の話者が 2020年 12月 30日に再話したも
のである。これは, 2020 年 1 月より筆者と話者が協働で進めている紙芝居動画プロジェクト
の一環として作成された。同プロジェクトでは, 研究成果の現地還元の一環として, 筆者らが
アーカイブ化した音声資料にイラストおよび多言語字幕を付して動画として公開を進めている。
2022年 3月現在, YouTubeおよび Facebookにて,それぞれ 52話の動画を公開している。各動
画について,ジンポー語,ロンウォー語,ビルマ語,英語,中国語,日本語などの多言語字幕が利用

* 本稿は JSPS科研費 JP20K13024の助成を受けたものです。
1 古い詩歌や祈祷師の言葉など,話者であっても書き起こしが難しい資料は,現時点では書き起こしが
完了していない。
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可能である。本稿で提示する資料は,このプロジェクトのために再話されたものであり,以下で
公開されている 2。

(2) 動画の URL

https://youtu.be/kMVyrCCxWGs

本稿で提示する話は,カチン州ミッチーナー出身の Ja Seng Roi氏 (1990生)により再話され,

2021 年 1 月 5 日に YouTube および Facebook で同時に公開されたものである。この動画でも
ジンポー語と日本語の字幕が公開されている。ただし,字幕のジンポー語は正書法によるもので
あり,一部の音素が区別されていない。これは,この字幕が話者による利用を想定しているため
である。本稿では,言語学的により厳密な音素表記を正書法表記とあわせて提示する。また,字
幕の性質上,動画の和訳部分は逐語訳ではなく意訳である。本稿では,言語学的利用に供するよ
う,原文に即した直訳を提示することにした。さらに,上記の動画では語釈などの文法情報が利
用できない。そこで,本稿では筆者の分析に基づく形態素ごとの注解をあわせて提示する。

2 本文
本節ではカチンの「二度のおどし」の本文を提示する。以下では,上から順に,正書法表記・音
素表記・語釈・和訳の順に提示する。上述のとおり,和訳は可能なかぎり原語に即して行った。
そのため,一部に日本語としてはやや不自然な箇所がある点に留意されたい。

(1) Ya hkai dan na maumwi a ga baw gaw

yáP

now

khày=dán=na

tell=show=NMLZ

màwmùy=PàP

story=GEN

gà-bo=gò

word-head=TOP

いまお話する物語のタイトルは

(2) “Yi sa ai num langai a lam” re.

“ýıP

field

sa=Pay

go=NMLZ

num

woman

l@Nây=PàP

one=GEN

lam”
way

rê.

COP

「畑に行ったある女のこと」です。

(3) Moi shawng de num langai mi yi sa ai da.

mòy

ago

CoN=dèP

before=ALL

num

woman

l@Nây-mi

one-one

ýıP

field

sa=Pay=dàP.
go=DECL=HS

むかし,ある女が畑に行ったそうです。

2 ほかの動画は以下のチャンネルで公開している。
https://www.facebook.com/KachinStories
https://www.youtube.com/channel/UCyRWVcLO4YZlEO_9SWyPPYQ
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(4) Yi sa ai shaloi bungli nau kyin ai majaw

ýıP

field

sa=Pay

go=NMLZ

C@lóy

time

bùNl̀ı

work

nàw

very

kýın=Pay

be.busy=NMLZ

m@jò

because
畑に行ったとき,仕事がとても忙しかったので

(5) shana jan du mat ai da.

C@náP

night

jan

sun

dù=màt=Pay=dàP.

arrive=COMPL=DECL=HS

夜に日が暮れてしまったそうです。

(6) Shi a yi sa manang ni gaw

ĆıP=PàP

3sg.GEN=GEN

ýıP-sa-m@naN=ni=gò

field-go-friend=PL=TOP

彼女の畑に (一緒に)行った友だちは

(7) jan du wa sai majaw

jan

sun

dù=wà=s-ay

arrive=VEN=CSM-NMLZ

m@jò

because
日が暮れてきたので

(8) shi hpe n la ai sha wa mat ma ai da.

Ci=phéP

3sg=ACC

ń-lâ=Pay=Cà

NEG-wait=NMLZ=only

wà=màt=màP=Pay=dàP.

return=COMPL=PL=DECL=HS

彼女を待たずに,帰ってしまったそうです。

(9) Jan du, nsin sin rai di

jan

sun

dù,

arrive

ńśın

darkness

sin

be.dark

ráy

COP

di

LV

日が暮れて,暗くなって

(10) shi gaw hkrit hkrit rai di na shi langai hkrai sha wa wa ai da.

Ci=gò

3sg=TOP

khr̀ıt-khr̀ıt

fear-RED

ráy

COP

di=ná

LV=SEQ

Ci

3sg

l@Nây=khray=Cà

one=alone=only

wà=wà=Pay=dàP.

return=VEN=DECL=HS

彼女は怖がりながら,彼女 1人だけで帰ったそうです。

(11) Wa rai jang she lam kaw ma langai hpe mu ai da.

wà

return

ráy=jaN=CèP

COP=when=then

lam=kóP

way=LOC

mà

child

l@Nây=phéP

one=ACC

mù=Pay=dàP.

see=DECL=HS

帰ると,道である子どもを見たそうです。
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(12) Rai nna she shi gaw dai ma hpe she

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

Ci=gò

3sg=TOP

day

that

mà=phéP=CèP

child=ACC=then
そして,彼女はその子供に

(13) “E ma, nang gaw lam makau kaw hpa baw galaw nga ai ma?”

“Pê

INTJ

mà,

child

naN=gò

2sg=TOP

lam

way

m@kaw=kóP

beside=LOC

pha-bòP

what-kind

g@lo=Nà=Pay=Pmâ?”
do=CONT=DECL=Q

「ねえ坊や,あなたは道端で何をしているの？」

(14) “Ngai pyi yi sa jan du ai,” ngu di na

“Nay=pyi

1sg=even

ýıP

field

sa

go

jan

sun

dù=Pay,”
arrive=DECL

Nú

say

di=ná

LV=SEQ

「私さえ畑に行って日が暮れました」と言って

(15) dai ma hpe tsun ai da.

day

that

mà=phéP

child=ACC

tsun=Pay=dàP.

say=DECL=HS

その子どもに言ったそうです。

(16) Dai rai nna she dai ma gaw hkrap she hkrap,

day

that

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

day

that

mà=gò

child=TOP

khràp=CèP

weep=only

khràp,
weep

そして,その子供は泣きに泣いて,

(17) hkrap she hkrap taw nga ai hku rai nga.

khràp=CèP

weep=only

khràp=to-Nà=Pay=khu

weep=CONT-CONT=NMLZ=like

ráy=Nà.

COP=CONT

泣きに泣いていたということです。

(18) Rai nna she shi gaw

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

Ci=gò

3sg=TOP

そして,彼女は

(19) “Saw, saw, saw, na nu hpang de woi wa na,” ngu nna

“sò,
INTJ

sò,
INTJ

sò,
INTJ

náP

2sg.GEN

Pnû

mother

phaN=dèP

behind=ALL

woy

lead

wà=na,”
return=IRR

Nú=ǹná

say=SEQ

「さあ,さあ,さあ,あなたのお母さんのところに連れて帰ります」と言って
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(20) dai ma hpe hkap pawn dat ai shaloi she

day

that

mà=phéP

child=ACC

khàp

intercept

pon=dàt=Pay

hold=away=NMLZ

C@lóy=CèP

time=then
その子どもを迎えて抱いたとき

(21) dai ma wa myi mung n tu, n-gup mung n kap,

day

that

mà=wa

child=TOP

mỳıP=mùN

eye=also

n-tu,
NEG-grow

ǹgùp=mùN

mouth=also

ń-káp,
NEG-attach

その子どもは目も生えず,口も付かず,

(22) ladi mung n kap, hpa mung n kap rai nna she

l@d̂ı=mùN

nose=also

ń-káp

NEG-attach

pha=mùN

what=also

ń-káp

NEG-attach

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then
鼻も付かず,何も付かずで

(23) achyang pri rai nna hkrap nga ai hpe mu ai da.

P@-caN-pri

NMLZ-be.black-be.level

ráy=ǹná

COP=SEQ

khràp=Nà=Pay=phéP

weep=CONT=NMLZ=ACC

mù=Pay=dàP.

see=DECL=HS

真っ黒で平ら (な顔)で泣いているのを見たそうです。

(24) Dai rai na she shi gaw kajawng na

day

that

ráy=ná=CèP

COP=SEQ=then

Ci=gò

3sg=TOP

g@jòN=ná

be.surprised=SEQ

そして,彼女は驚いて

(25) dai ma hpe tawn da di na lagat wa ai da.

day

that

mà=phéP

child=ACC

tòn=dá

put=RES

di=ná

LV=SEQ

l@gàt

run

wà=Pay=dàP.

return=DECL=HS

その子どもを置いて,走って帰ったそうです。

(26) Lagat wa re shaloi she, tsawm ra tsan ai kaw du yang

l@gàt

run

wà

return

rê

COP

C@lóy=CèP,
time=then

tsomrà

quite

tsan=Pay=kóP

be.far=NMLZ=LOC

dù=yàN

arrive=when
走って帰ったとき,とても遠くに着いたとき

(27) num langai mi kahkap hpai nna hkawm nga ai hpe mu ai da.

num

woman

l@Nây-mi

one-one

kakháp

bamboo.pipe

phay=ǹná

carry=SEQ

khom=Nà=Pay=phéP

walk=CONT=NMLZ=ACC

mù=Pay=dàP.

see=DECL=HS

ある女が竹筒を持って歩いているのを見たそうです。
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(28) Rai nna she shi gaw dai num hpe

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

Ci=gò

3sg=TOP

day

that

num=phéP

woman=ACC

そして,彼女はその女に

(29) “E ning, ngai hpe ma la rit,” ngu na tsun ai da.

“Pê

INTJ

PniN,
sister-in-law

Nay=phéP=má

1sg=ACC=also

là=r̀ıt,”
wait=IMP

Nú=ná

QUOT=SEQ

tsun=Pay=dàP.

say=DECL=HS

「ねえ,お姉さん,私を待ってください」と言ったそうです。

(30) Ngut na shi gaw myi yet sha shi mu wa ai ma na lam hpe

Nút=ná

finish=SEQ

Ci=gò

3sg=TOP

mỳı-yét=Cà

ago-soon=only

Ci

3sg

mù=wà=Pay

see=VEN=NMLZ

mà=ná

child=GEN

lam=phéP

way=ACC

そして,彼女は,先ほど彼女が見てきた子どものことを

(31) bai tsun dan ai da.

báy

again

tsun=dán=Pay=dàP.
say=show=DECL=HS

また話したそうです。

(32) “Ngai myi hto ra ma langai hpe mu ai.”

“Nay

1sg

mỳı

ago

thó-rà

there-place

mà

child

l@Nây=phéP

1=ACC

mù=Pay.”
see=DECL

「私は先ほどあの子どもを 1人見ました」

(33) “Ndai ma wa myi mung n kap,”

“nday

this

mà=wa

child=TOP

mỳıP=mùN

eye=also

ń-káp,”
NEG-attach

「この子どもは目も付かず」

(34) “n-gup mung n kap, hpa mung n kap re.”

“ǹgùp=mùN

mouth=also

ń-káp,
NEG-attach

pha=mùN

what=also

ń-káp

NEG-attach

rê.”
COP

「口も付かず,何も付かずでした」

(35) “achyang pri re,” ngu na tsun dan ai da.

“P@-caN-pri

NMLZ-be.black-be.level

rê,”
COP

Nú=ná

QUOT=SEQ

tsun=dán=Pay=dàP.

say=show=DECL=HS

「真っ黒で平ら (な顔)でした」と言ったそうです。
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(36) Rai ti mung ndai num gaw n kayin yu ya ai da.

ráy=t́ıP=mùN

COP=but=also

nday

this

num=gò

woman=TOP

ń-g@yin

NEG-turn.around

yu=ya=Pay=dàP.
look=BEN=DECL=HS

しかし,この女は振り向いて見てくれなかったそうです。

(37) Shi gaw dai hku na “Ning e, ngai hpe naw la rit,” ngu di na

Ci=gò

3sg=TOP

day=khu=ná

that=like=SEQ

“PniN=Pè,

sister-in-law=SFP

Nay=phéP

1sg=ACC

nóP

still

là=r̀ıt,”
wait=IMP

Nú

say

di=ná

LV=SEQ

彼女はそのように「お姉さん,私を待ってください」と言って

(38) myi yet na ma na lam hpe

mỳı-yét=ná

ago-soon=GEN

mà=ná

child=GEN

lam=phéP

way=ACC

先ほどの子どものことを

(39) bai lahkawng masum lang tsun dan ti mung

báy

again

l@khôN

two

m@sum-làN

three-time

tsun=dán=t́ıP=mùN

say=show=but=also
また 2, 3回言いましたが

(40) dai num gaw n kayin yu ai da.

day

that

num=gò

woman=TOP

ń-g@yin

NEG-turn.around

yu=Pay=dàP.
look=DECL=HS

その女は振り向いて見なかったそうです。

(41) Rai nna she masum lang ngu na lang hta gaw

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

m@sum-làN

three-time

Nú=ná

QUOT=GEN

làN=thàP=gò

time=LOC=TOP

そして, 3回という回に

(42) dai num gaw shi tsun dat ai shaloi she kayin yu ai da.

day

that

num=gò

woman=TOP

Ci

3sg

tsun=dàt=Pay

say=away=NMLZ

C@lóy=CèP

time=then

g@yin

turn.around

yu=Pay=dàP.

look=DECL=HS

その女は,彼女が言ったとき,振り向いて見たそうです。

(43) Kayin yu na she shi hpe hpa tsun ai i nga yang

g@yin

turn.around

yu=ná=CèP

look=SEQ=then

Ci=phéP

3sg=ACC

pha

what

tsun=Pay=Pi

tsun=DECL=Q

Na=yàN

say=when
振り向いて見て,彼女に何と言ったかというと
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(44) “Nang ngai zawn re i?” ngu di na tsun ai da.

“PnâN

here

Nay

1sg

dzòn

likeness

rê=Pi?”
COP=Q

Nú

say

di=ná

LV=SEQ

tsun=Pay=dàP.

say=DECL=HS

「この私のようにですか」と言ったそうです。

(45) Shi gaw dai num hpe yu dat ai shaloi

Ci=gò

3sg=TOP

day

that

num=phéP

woman=ACC

yu=dàt=Pay

look=away=NMLZ

C@lóy

time
彼女はその女を見たとき

(46) dai num mung myi yet na ma na zawn sha

day

that

num=mùN

woman=also

mỳı-yét=ná

ago-soon=GEN

mà=ná

child=GEN

dzòn=Cà

likeness=only
その女も先ほどの子どものようにだけ

(47) myi mung n tu, n-gup mung n tu, hpa mung n tu rai na

mỳıP=mùN

eye=also

n-tu,
NEG-grow

ǹgùp=mùN

mouth=also

n-tu,
NEG-grow

pha=mùN

what=also

n-tu

NEG-grow

ráy=ná

COP=SEQ

目も生えず,口も生えず,何も生えずで

(48) achyang pri re hpe shi gaw mu na

P@-caN-pri

NMLZ-be.black-be.level

rê=phéP

COP=ACC

Ci=gò

3sg=ACC

mù=ná

see=SEQ

真っ黒で平ら (な顔)なのを彼女は見て

(49) shi gaw grai kajawng di na

Ci=gò

3sg=TOP

grày

very

g@jòN

be.surprised

di=ná

LV=SEQ

彼女はとても驚いて

(50) nta de ting dung rai di na

ńtâ=dèP

house=ALL

t̀ıN

all

dùN

utmost

ráy

COP

di=ná

LV=SEQ

家まで力いっぱい

(51) lagat di wa mat ai da.

l@gàt

run

di

LV

wà=màt=Pay=dàP.

return=COMPL=DECL=HS

走って帰ってしまったそうです。
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(52) Nta kaw du re shaloi she

ńtâ=kóP

house=LOC

dù

arrive

rê

COP

C@lóy=CèP

time=then
家に着いたとき

(53) shi gaw nau kajawng di na numla dam na si mat ai da.

Ci=gò

3sg=TOP

nàw

very

g@jòN

be.surprised

di=ná

LV=SEQ

nùmla

soul

dám=ná

go.astray=SEQ

si=màt=Pay=dàP.

die=COMPL=DECL=HS

彼女はあまりにも驚いて,魂が抜けて死んでしまったそうです。

(54) Maumwi gaw dai kaw htum sai re.

màwmùy=gò

story=TOP

day=kóP

that=LOC

thùm=s-ay

be.ended=CSM-NMLZ

rê.

COP

お話はそこでおしまいです。

記号・略号
- 接辞・語根境界 affix/root boundary

= 接語境界 clitic boundary

1 1人称 first person

2 2人称 second person

3 3人称 third person

sg 単数 singular

ACC 対格 accusative

ALL 向格 allative

BEN 受益 benefactive

COMPL 完了 completive

CONT 継続 continuous

COP コピュラ動詞 copula verb

CSM 変化相標識 change-of-state marker

DECL 叙述法 declarative

GEN 属格 genitive

HS 伝聞 hearsay

IMP 命令 imperative

INTJ 間投詞 interjection

IRR 非現実 irrealis

LOC 場所格 locative
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LV 軽動詞 light verb

NEG 否定 negative

NMLZ 名詞化辞 nominalizer

PL 複数 plural

Q 疑問 question

QUOT 引用 quotative

RED 重複 reduplicant

RES 結果 resultative

SEQ 継起 sequential

SFP 文末助詞 sentence-final particle

TOP 主題 topic

VEN 来辞 venitive

参考文献
稲田浩二編 (1988)『日本昔話通観　第 28 巻：日本昔話タイプ・インデックス』京都：同朋舎

出版.

稲田浩二・稲田和子編 (2001)『日本昔話ハンドブック』東京：三省堂.

Kurabe, Keita (2013) Kachin folktales told in Jinghpaw. Collection KK1 at catalog.paradisec.org.au

[Open Access]. https://dx.doi.org/10.4225/72/59888e8ab2122

Kurabe, Keita (2017) Kachin culture and history told in Jinghpaw. Collection KK2 at cata-

log.paradisec.org.au [Open Access].

https://dx.doi.org/10.26278/5fa1707c5e77c

受理日 2022年 3月 26日
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ミャンマーの「尻尾の釣り」：ジンポー語による民話テキスト *

倉部慶太
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

キーワード：動物昔話,尻尾の釣り,カチン人,ジンポー語,ミャンマー

1 はじめに
「尻尾の釣り」は,「寒い夜に尻尾を川に垂らして魚を釣るとたくさんの魚が釣れる」というで
たらめを信じた動物が, 実際に自分の尻尾で釣りをした結果, 尻尾が水面ごと凍りつき, 最後に
は尻尾が切れてしまうという災難にあう動物昔話である。日本では「魚盗み型」と「仕返し型」
の 2つのサブタイプが存在し,後者の方が広く流布しているとされる。「魚盗み型」のあらすじ
は次の通りである。魚屋の車から狐が魚を盗む。熊が狐に魚の取り方を尋ねる。狐は熊に寒い
夜に尻尾を川に入れると,魚が釣れると教える。熊が尻尾で魚を釣ると,尻尾が凍り付いて切れ
る。一方、「仕返し型」のあらすじは,かわうそが狐に魚を振る舞うが,狐はいつもごまかしてか
わうそにご馳走しない。かわうそは狐に寒い夜に尻尾を川につけると魚が釣れると教える。狐
が尻尾で魚を釣ると,尻尾が凍り付いて切れる (稲田編 1988: 462–3,稲田編 1993: 513–4,稲田・
稲田編 2001: 129–30)。この話型は世界各地に流布しており,アールネ＝トンプソン＝ウターの
タイプ・インデックス ATU 2に対応する (Uther 2004)。
本稿では, ミャンマー北部のカチン人に伝わる「尻尾の釣り」の類話を語釈とともに提示す
る。このカチンの昔話は,筆者と現地コミュニティのメンバーが協働で行った,ミャンマー北部
におけるフィールドワークにより蒐集された 2,754話の語りの 1つに基づく。これらの資料は,

危機文化のデジタルアーカイブ PARADISEC にてオープンアクセスで公開している (Kurabe

2013, 2017)。現在, このコレクションでは, 2,754 話の音声, 2,744 話の書き起こし, 961 話の英
訳を ELANファイルとともに公開している 1。本稿で提示する昔話は,アーカイブ化された以下
の資料に基づく。この資料は, 2016年 12月 13日にカチン州ミッチーナー市にて筆者が行った
対面調査により得られた資料の 1つである。話者はカチン州サドゥン市 (Sadung)ローピュー村
(Law Hpyu mare)出身の女性 (1948年生)である。

(1) Keita Kurabe (collector), Keita Kurabe (depositor), H. Pri (speaker), 2016. Brang-

tai hte ga gwi a lam (The rabbit and the fox). MPEG/X-WAV/XML. KK1-0062 at

catalog.paradisec.org.au. https://dx.doi.org/10.4225/72/59888fb89e2fd

* 本稿は JSPS科研費 JP20K13024の助成を受けたものです。
1 書き起こしの完了していない資料は,古い詩歌や祈祷師の言葉など,話者であっても書き起こしが困
難な資料である。
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本稿で提示する昔話は,上記の資料を別の話者が 2021年 11月 30日に再話したものである。
これは, 2020年 1月より筆者と話者が協働で進めている紙芝居動画プロジェクトのために作成
された。このプロジェクトでは,研究成果の現地還元の一環として, PARADISECにアーカイブ
化した音声資料にイラストおよび多言語字幕を付して動画化を行っている。2022 年 3 月現在,

YouTube および Facebook にて, それぞれ 52 話の動画を公開している。各動画では, ジンポー
語,ロンウォー語,ビルマ語,英語,中国語,日本語などの多言語字幕が利用可能である。本稿で提
示する資料は,この紙芝居動画プロジェクトのために再話されたものであり,動画は以下で公開
されている 2。

(2) 動画の URL

https://youtu.be/dBx7XBJlnzY

この資料はカチン州ミッチーナー出身の Gun Mai氏 (1983生)により再話され, 2021年 11月
30日に YouTubeおよび Facebookで公開されたものである。動画にはジンポー語と日本語の字
幕も付されている。ただし,ジンポー語字幕は正書法に基づいており,声調や声門閉鎖音など一
部の音素が区別されていない。そこで,本稿では正書法表記に加え,音素表記も提示する。また,

動画の和訳は,字幕の性質上,意訳を含んでいる。本稿では,原文に即した直訳を提示する。さら
に,動画には語釈などの文法情報が与えられていない。そこで,本稿では筆者の分析に基づく形
態素ごとのグロスをあわせて提示する。

2 本文
本節ではカチンの「尻尾の釣り」の本文を提示する。以下では,上から順に,正書法表記・音

素表記・語釈・和訳の順に提示する。上述のとおり,和訳は可能なかぎり原語に即して行った。
そのため,一部に日本語としてはやや不自然な箇所がある点に留意されたい。

(1) Nmai kadun mat ai prangtai a lam.

ǹmày

tail

g@dùn=màt=Pay

be.short=COMPL=NMLZ

pràNtáy=PàP

rabbit=GEN

lam

way
尻尾が短くなったウサギのこと。

(2) Moi nam mali langai mi kaw prangtai hte ga gwi

mòy

ago

nàm-m@l̀ı

jungle-jungle

l@Nây-mi=kóP

one-one=LOC

pràNtáy=thèP

rabbit=COM

gá-gùy

land-dog
むかし,ある森にウサギとキツネ

2 ほかの動画は以下のチャンネルで公開している。
https://www.facebook.com/KachinStories
https://www.youtube.com/channel/UCyRWVcLO4YZlEO_9SWyPPYQ
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(3) shan gaw grai hkau nna nga ma ai da.

Cán=gò

3du=TOP

grày

very

kháw=ǹná

be.intimate=SEQ

Nà=màP=Pay=dàP.

live=PL=DECL=HS

彼ら 2匹は仲良く暮らしていました。

(4) Lani mi na gaw prangtai gaw ga gwi hpe

l@-ńı

one-day

mi=ná=gò

one=GEN=TOP

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

gá-gùy=phéP

land-dog=ACC

ある日のこと,ウサギはキツネに

(5) “Nang hpe gaw ngai dang sha na rai nga,” ngu nna

“naN=phéP=gò

2sg=ACC=TOP

Nay

1sg

dàN-Cá=na

defeat-eat=NMLZ

ráy=Nà”
COP=CONT

Nú=ǹná

say=SEQ

「あなたは私が負かすのだ」と言って

(6) nyan hkat rai nna she

nyan=khát

cheat=RECIP

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then
(2匹は)騙し合いをして

(7) ga gwi bai rai jang

gá-gùy

land-dog

báy

again

ráy=jaN

COP=when
キツネの方はというと

(8) “Nang nyan ai sha gaw ngai chye ai,” ngu nna she

“naN

2sg

nyan=Pay=Cà=gò

cheat=NMLZ=only=TOP

Nay

1sg

ce=Pay,”
know=DECL

Nú=ǹná=CèP

say=SEQ=then
「あなたが騙すのくらいは私は分かる」と言って

(9) shi gaw mam yi hku hpun hte masha sumla galaw nna

Ci=gò

3sg=TOP

mam-ýıPkhú-phún=thèP

paddy-straw-stalk=COM

m@Cà-sùmla

person-image

g@lo=ǹná

make=SEQ

彼 (キツネ)は藁で案山子を作って

(10) prangtai sa wa wa re ai lam kaw sa shatsap tawn da ai da.

pràNtáy

rabbit

sa

go

wà-wà

return-RED

ré=Pay

COP=NMLZ

lam=kóP

way=LOC

sa

go

C@-tsáp=tòn-dá=Pay=dàP.

CAUS-stand=RES-RES=DECL=HS

ウサギがいつも行き来する道に (案山子を)行って置いておきました。
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(11) Bai nna, dai yi hku masha sumla kaw magyep kap ai baw

báy=ǹná

again=SEQ

day

that

ýıPkhu-m@Cà-sùmla=kóP

straw-person-image=LOC

m@gyèp-káp=Pay

be.sticky-stick=NMLZ

bòP

kind
また,その案山子にねばねばする種類の

(12) kanoi rai ma chya tawn da rai nna

k@Pnoy-ráy=má

rubber-thing=also

ca=tòn-dá

paint=RES-RES

ráy=ǹná

COP=SEQ

タールも塗っておいて

(13) ga gwi shi gaw sumwum kaw makoi rawng nga ai da.

gá-gùy

land-dog

Ci=gò

3sg=TOP

sùmwum=kóP

bush=LOC

m@koy

hide

roN=Nà=Pay=dàP.

be.in=CONT=DECL=HS

キツネ,彼は茂みに隠れて入っていたそうです。

(14) Dai shaloi prangtai gaw shat tam sa na ngu nna sa wa nna

day

that

C@lóy

time

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

Càt

food

tam

seek

sa=na

go=IRR

Nú=ǹná

say=SEQ

sa=wà=ǹná

go=VEN=SEQ

そのとき,ウサギが食べ物を探しに行こうと言ってやって来て

(15) lam kaw dai yi hku masha sumla wa mi tsap nga jang,

lam=kóP

way=LOC

day

that

ýıPkhu-m@Cà-sùmla-wa

straw-person-image-man

mi

one

tsáp=Nà=jaN

stand=CONT=when
道にその 1つの案山子が立っていると

(16) “E, nang kadai rai?” ngu shaga yang hpa mung n nga ai.

“Pê,
INTJ

naN

2sg

g@day=ráy?”
who=Q

Nú

QUOT

C@ga=yàN

speak=when

pha=mùN

what=also

n-Na=Pay.

NEG-say=DECL

「やあ,君は誰だ？」と (ウサギが)話しかけると, (案山子は)何も言いません。

(17) Dai majaw prangtai gaw kalang bai

day

that

m@jò

because

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

k@làN

once

báy

again
だから,ウサギはまたもう一度

(18) “Nang kadai rai i ngu nga le,” ngu tim

“naN

2sg

g@day=ráy=P̂ı

who=Q=SFP

Nú=Nà=lè”
say=CONT=SFP

Nú=t̂ım

say=but
「君が誰かと言っているんだ」と言っても
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(19) hpa mung n htang ai majaw kalang bai

pha=mùN

what=also

n-thaN=Pay

NEG-reply=NMLZ

m@jò

because

k@làN

once

báy

again
(案山子は)何も答えないので,もう一度また

(20) “Nang kadai rai ta ngu san nga ai re.”

“naN

2sg

g@day

who

ráy=tâ

COP=Q

Nú

QUOT

sán=Nà=Pay

ask=CONT=NMLZ

rê.”
COP

「お前が誰だと聞いているのだ」

(21) “N na ai i?” ngu nna she masin pawt ai hte

“ń-nâ=Pay=Pi?”
NEG-hear=DECL=Q

Nú=ǹná=CèP

say=SEQ=then

m@s̀ın

liver

pòt=Pay=thèP

get.angry=NMLZ=COM

「聞こえないのか？」と言って,怒って

(22) htim kap di nna ta hte sa htwi dat.

th̀ım-káp

dart-stick

di=ǹná

LV=SEQ

táP=thèP

hand=COM

sa

go

thuy=dàt.

strike=away
(案山子に)飛びかかって,手で行って殴りました。

(23) Dai hku lata hte htwi dat yang she

day=khu

that=like

l@táP=thèP

hand=COM

thuy=dàt=yàN=CèP

strike=away=when=then
そのように,手で殴ると

(24) shi a lata wa dai chya tawn ai kanoi magyep kaw kap mat.

ĆıP=PàP

3sg.GEN=GEN

l@táP=wa

hand=TOP

day

that

ca=tòn-dá=Pay

paint=RES-RES=NMLZ

k@Pnoy-m@gyèp=kóP

rubber-be.sticky=LOC

káp=màt.

stick=COMPL

彼の手はその (案山子に)塗ってあったタールにくっついてしまいました。

(25) Kaga lata maga mi hte bai htwi dat yang

g@gà

other

l@táP

hand

m@gá

side

mi=thèP

one=COM

báy

again

thuy=dàt=yàN

strike=away=when
もう一方の手で殴ると

(26) dai lata maga mi mung bai kap mat rai nna

day

that

l@táP

hand

m@gá

side

mi=mùN

one=COM

báy

again

káp=màt

stick=COMPL

ráy=ǹná

COP=SEQ

今度はその手も (案山子に)またくっついてしまって
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(27) Lata lahkawng yen bai kap mat jang she

l@táP

hand

l@khôN

2

yén

both

báy

again

káp=màt=jaN=CèP

stick=COMPL=when=then
両手がまたくっついてしまって

(28) lagaw hte bai htawng.

l@go=thèP

leg=COM

báy

again

thòN.

kick
足で今度は蹴りました。

(29) Dai lagaw mung bai kap mat rai jang gaw

day

that

l@go=mùN

leg=also

báy

again

káp=màt

stick=COMPL

ráy=jaN=gò

COP=when=TOP

その足もまたくっついてしまうと

(30) ga gwi gaw pru wa nna she

gá-gùy=gò

land-dog=TOP

pru=wà=ǹná=CèP

come.out=VEN=SEQ=then
キツネは出てきて

(31) “E, hkau prangtai e, nang grai nyan sung ai nga wa.”

“Pê,
INTJ

khaw

cousin

pràNtáy=Pè,
rabbit=SFP

naN

2sg

grày

very

nyàn

intellect

sùN=Pay

be.deep=DECL

Na=wa.”
say=SFP

「やあ,兄弟のウサギさんよ,君はとても知恵が深いと言ったね」

(32) “Ndai gaw yi hku masha sumla she re me.”

“nday=gò

this=TOP

ýıPkhu-m@Cà-sùmla=CèP

straw-person-image=only

rê=méP.”
COP=SFP

「これは案山子だよ」

(33) “Nang hpe n shaga wa dingsang nang masin kadun nna sa htwi ai majaw”

“naN=phéP

2sg=ACC

ń-C@ga=wà=d̀ıNsaN

NEG-speak=VEN=while

naN

2sg

m@s̀ın

liver

g@dùn=ǹná

be.short=SEQ

sa

go

thuy=Pay

strike=NMLZ

m@jò”
because

「君に話しかけてこないからと,君がイライラして殴ったから」

(34) “Ya nang kap sai.”

“yáP

now

naN

2sg

káp=s-ay.”
stick=CSM=DECL

「いま,あなたはくっついてしまった」
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(35) “Ngai galaw ai hpaji kaw nang shang sai ga rai nga ai.”

“Nay

1sg

g@lo=Pay

make=NMLZ

phàPj́ı=kóP

wisdom=LOC

naN

2sg

CàN=s-ay

enter=CSM-NMLZ

ga

thing

ráy=Nà=Pay.”
COP=CONT=DECL

「私が作った知恵にあなたは引っかかったということだ」

(36) “Nang ya chyawm gaw nye a lata kaw si na rai sai,” ngu jang

“naN

2sg

yáP=cóm=gò

now=but=TOP

nyéP=PàP

1sg.GEN=GEN

l@táP=kóP

hand=LOC

si=na

die=NMLZ

ráy=s-ay,”
COP=CSM-DECL

Nú=jaN

say=when
「君はいま私の手のなかで死ぬのだ」と (キツネが)言うと

(37) prangtai gaw “E, mai ai, hkau ga gwi e.”

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

“Pê,
INTJ

may=Pay,

be.good=DECL

khaw

cousin

gá-gùy=Pè.”
land-dog=SFP

ウサギは「いいですよ,兄弟のキツネさんよ」

(38) “Dai hku nga yang ngai hpe nang sat kau mayu yang sat kau u.”

“day=khu

that=like

Na=yàN

say=when

Nay=phéP

1sg=ACC

naN

2sg

sàt=káw=m@yu=yàN

kill=away=DESID=when

sàt=káw=PùP.”
kill=away=IMP

「そういうならば,私を君が殺したいならば殺してしまいなさい」

(39) “Amya sha mayu yang mung amya sha.”

“P@myáP

tear

Cá=m@yu=yàN=mùN

eat=DESID=when=also

P@myáP

tear

Cá.”
eat

「引き裂いて食べたいならば引き裂いて食べなさい」

(40) “Adup kam yang adup la di u.”

“P@dùp

beat

kam=yàN

be.willing=when

P@dùp=lá

beat=take

di=PùP.”
LV=IMP

「殴りたいならば殴りなさい」

(41) “Rai ti mung aju sumwun kaw sha gaw”

“ráy=t́ıP=mùN

COP=but=also

P@jú-sùmwum=kóP=Cà=gò”
thorn-bush=LOC=only=TOP

「しかし,トゲのある茂みにだけは」

(42) “ngai hpe hkum kabai bang u yaw,” ngu tsun ai da.

“Nay=phéP

1sg=ACC

khùm

PROH

g@bày

throw

baN=PùP=Pyô,”
put=IMP=SFP

Nú

QUOT

tsun=Pay=dàP.

say=DECL=HS

「私を投げ入れないでくださいよ」と言ったそうです。
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(43) Shaloi she ga gwi shi bai myit la ai gaw

C@lóy=CèP

time=then

gá-gùy

land-dog

Ci

3sg

báy

again

mỳıt=lá=Pay=gò

mind=take=NMLZ=TOP

そのとき,キツネ,彼がまた考えたのは

(44) “Um, prangtai ndai gaw ju hpe grai hkrit ai she rai nga.”

“Pùm,

INTJ

pràNtáy

rabbit

nday=gò

this=TOP

jú=phéP

thorn=ACC

grày

very

khr̀ıt=Pay=CèP

fear=NMLZ=only

ráy=Nà.”
COP=CONT

「うん,このウサギはトゲをとても怖がっているのだ」

(45) “Dai rai yang gaw”

“day

that

ráy=yàN=gò

COP=when=TOP

「それならば」

(46) “ju kaw mahtang kabai mara shachya shachyaw sat kau na re”

“jú=kóP=m@thàN

thorn=LOC=CONTR

g@bày-m@ráP

throw-put

C@cáP-C@cóP

clamp-stack

sàt=káw=na

kill=away=NMLZ

rê”
COP

「トゲのなかにこそ投げ入れて殺してしまおう」

(47) ngu myit la nna she

Nú

QUOT

mỳıt=lá=ǹná=CèP

mind=take=SEQ=then
と考えて

(48) shi galaw da ai yi hku sumla hte hpawn,

Ci

3sg

g@lo=dá=Pay

make=RES=NMLZ

ýıPkhu-m@Cà-sùmla=thèP

straw-person-image=COM

phòn,
join

彼が作っておいた案山子と合わせて

(49) aju maring marawng grai nga ai dai ju sumwum de

P@jú

thorn

m@r̀ıN-m@ròN

COUP-jutting

grày

very

Nà=Pay

exist=NMLZ

day

that

jú-sùmwum=dèP

thorn-bush=ALL

トゲトゲのトゲがとてもあるそのトゲの茂みへ

(50) kabai bang kau dat yang she

g@bày

throw

baN=káw-dàt=yàN=Cè

put=away-away=when=then
(ウサギを)投げ入れて
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(51) dai ju ni kaw wa achyaw hkra ai majaw

day

that

jú=ni=kóP=wa

thorn=PL=LOC=TOP

P@cóP

thrust

khrá=Pay

touch=NMLZ

m@jò

because
(ウサギは)そのトゲに触れたので

(52) prangtai gaw shi lata hte lagaw kaw magyep kap taw nga ai

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

ĆıP

3sg.GEN

l@táP=thèP

hand=COM

l@go=kóP

leg=LOC

m@gyèp-káp=to-Nà=Pay

be.sticky-stick=CONT-CONT=NMLZ

ウサギは彼の手や足にベタベタとついている

(53) kanoi kaw nna hka mat rai nna

k@Pnoy=kóP=ǹná

rubber=LOC=ABL

khàP=màt

be.parted=COMPL

ráy=ǹná

COP=SEQ

タールから離れて

(54) prangtai mung lawt mat wa ai da.

pràNtáy=mùN

rabbit=also

lòt=màt=wà=Pay=dàP.

be.released=COMPL=VEN=DECL=HS

ウサギも (案山子から)解放されたそうです。

(55) Dai hku rai nna she hpang lani mi hta

day=khu

that=like

ráy=ǹná=CèP

COP=SEQ=then

phaN

after

l@-ńı

one-day

mi=thàP

one=LOC

そうして,後のある日

(56) prangtai hte ga gwi bai hkrum ma ai da.

pràNtáy=thèP

rabbit=COM

gá-gùy

land-dog

báy

again

khrúm=màP=Pay=dàP.

meet=PL=DECL=HS

ウサギとキツネがまた出会ったそうです。

(57) “Ya nang ganang sa wa ai?” ngu san yang she

“yáP

now

naN

2sg

g@náN

where

sa=wà=Pay?”
go=VEN=DECL

Nú

QUOT

sán=yàN=CèP

ask=when=then
(キツネが)「いま君はどこに行くんだい」と尋ねると

(58) “E, lu sha tam sha hkawm ai,” ngu nna prangtai htai yang

“Pè,
INTJ

lùP-Cá

drink-eat

tam

seek

Cá

eat

khom=Pay,”
walk=DECL

Nú=ǹná

say=SEQ

pràNtáy

rabbit

thày=yàN

answer=when
「うん,食べ物を探しているんだよ」と言ってウサギが答えると
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(59) ga gwi gaw “Oh ra nawng kaw nga grai rawng ai ngai mu ai.”

gá-gùy=gò

land-dog=TOP

“Pó-rà

there-place

nóN=kóP

lake=LOC

Ná

fish

grày

very

roN=Pay

be.in=NMLZ

Nay

1sg

mù=Pay.”
see=DECL

キツネは「あちらの湖に魚がたくさんいるのを私は見た」

(60) “Nga sa hkwi sha ga,” ngu saw jang

“Ná

fish

sa

go

khuy

fish

Cá=gàP,”
eat=HORT

Nú

QUOT

sòP=jaN

request=when
「行って魚を釣って食べよう」と呼ぶと

(61) Prangtai gaw “Ngai nga mi n chye hkwi ai gaw.”

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

“Nay

1sg

Ná

fish

mi

one

n-ce

NEG-know

khuy=Pay=gò.”
fish=DECL=SFP

ウサギは「私は 1匹の魚も釣ることができないよ」

(62) “Hka kata na nga kaning di n chye hkwi ai mi.”

“khàP

water

k@tà=ná

inside=GEN

Ná

fish

g@ǹıN

how

di

do

n-ce

NEG-know

khuy=Pay=mı́P.”
fish=DECL=SFP

「水中の魚はどうやっても捕まえられないよ」

(63) “Ngai n chye hkwi ai,” ngu tsun ai da.

“Nay

1sg

n-ce

NEG-know

khuy=Pay,”
fish=DECL

Nú

QUOT

tsun=Pay=dàP.

say=DECL=HS

「私は捕まえられない」と言ったそうです。

(64) Dai shaloi ga gwi gaw

day

that

C@lóy

time

gá-gùy=gò

land-dog=TOP

すると,キツネは

(65) “Rai tim sa madun dan na re.”

“ráy=t̂ım

COP=but

sa

go

m@dún=dán=na

show=show=NMLZ

rê.”
COP

「でも見せてあげよう」

(66) “Ya shana rai jang ngai hte rau hkwi ga.”

“yáP

now

C@náP

night

ráy=jaN

COP=when

Nay=thèP

1sg=COM

ràw

together

khuy=gàP.”
fish=HORT

「いま夜になったら,私と一緒に釣りましょう」
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(67) “Shani e gaw nga n lu hkwi a.”

“C@ńı=Pè=gò

day=LOC=TOP

Ná

fish

ń-lû

NEG-get

khuy=Pay.”
fish=DECL

「昼には魚を捕まえられない」

(68) “Hprawng ai.”

“phroN=Pay.”
escape=DECL

「逃げてしまう」

(69) “Shana she nga grai nga ai.”

“C@náP=CèP

night=only

Ná

fish

grày

very

Nà=Pay.”
exist=DECL

「夜にだけ魚がたくさんいる」

(70) “Nang sa sin nga na dai na ngai sa wa na.”

“naN

2sg

sa

go

śın=Nà=ná

watch=CONT=SEQ

dày-náP

this-night

Nay

1sg

sa=wà=na.”
go=VEN=IRR

「君が先に行って待っていれば,今夜,私が行くよ」

(71) “Ndai hka kau kaw dung nga nna”

“nday

this

khàP

water

kaw=kóP

beside=LOC

duN=Nà=ǹná

sit=CONT=SEQ

「この水辺に座って」

(72) “na nmai hpe ndai hka kaw tsing bang tawn da u.”

“náP

2sg.GEN

ǹmày=phéP

tail=ACC

nday

this

khàP=kóP

water=LOC

ts̀ıN

soak

baN=tòn-dá=PùP.”
put=RES-RES=IMP

「君の尻尾をこの水につけておきなよ」

(73) “Nga ni na ningmai kaw sa kawa jawm jang”

“Ná=ni

fish=PL

náP

2sg.GEN

ǹıNmày=kóP

tail=LOC

sa

go

g@wá

bite

jóm=jaN”
join=when

「魚たちが君の尻尾にたくさんかみついたら」

(74) “na nmai hpe ka-aw nna shinggan de kawut shapraw la jang”

“náP

2sg.GEN

ǹmày=phéP

tail=ACC

k@PóP=ǹná

lift=SEQ

C̀ıNgàn=dèP

outside=ALL

g@wùt

blow

C@próP=lá=jaN

bring.out=take=when
「あなたの尻尾を持ち上げて外に力いっぱい引き出すと」
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(75) “Nga ni grai pru wa ai.”

“Ná=ni

fish=PL

grày

very

pru=wà=Pay.”
come.out=VEN=DECL

「魚がたくさん出てくる」

(76) “Dai hku galaw u,” ngu tsun dat nna

“day=khu

that=like

g@lo=PùP,”
do=IMP

Nú

QUOT

tsun=dàt=ǹná

say=away=SEQ

「そのようにしてみなさい」と言って

(77) ga gwi gaw wa mat ai da.

gá-gùy=gò

land-dog=TOP

wà=màt=Pay=dàP.

return=COMPL=DECL=HS

キツネは帰ってしまったそうです。

(78) Dai shaloi prangtai gaw “Nga galoi kawa wa ngut na?”

day

that

C@lóy

time

pràNtáy=gò

rabbit=TOP

“Ná

fish

g@lóy

when

g@wá-wá

bite-RED

Nút=na?”
finish=IRR

そして,ウサギは (尻尾を水につけて)「いつ魚がかみつくだろうか」

(79) Shi gaw la nga sai da.

Ci=gò

3sg=TOP

là=Nà=s-ay=dàP.”
wait=CONT=CSM-DECL=HS

彼は待ち始めたそうです。

(80) Shi ningmai kaw nga kawa jang ningwut shapraw la na re,

ĆıP

3sg.GEN

ǹıNmày=kóP

tail=LOC

g@wá=jaN

bite=when

ǹıNwùt

swing

C@próP=lá=na

bring.out=take=NMLZ

rê,
COP

彼の尻尾に (魚が)かみついたら引き上げよう

(81) ngu nna la nga yang she

Nú=ǹná

say=SEQ

là=Nà=yàN=CèP

wait=CONT=when=then
と言って,待っていると

(82) shi ningmai hpe hka kaw tsing da ai wa

ĆıP

3sg.GEN

ǹıNmày=phéP

tail=ACC

khàP=kóP

water=LOC

ts̀ıN=dá=Pay=wa

soak=RES=NMLZ=TOP

彼の尻尾を水につけておいたのが
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(83) shana gaw hka grai lagyi ai hte

C@náP=gò

night=TOP

khàP

water

grày

very

l@gýı=Pay=thèP

be.frozen=NMLZ=COM

夜は水がとても冷たくて

(84) shi ningmai kaw nga kawa ai mung n na mat sai da.

ĆıP

3sg.GEN

ǹıNmày=kóP

tail=LOC

Ná

fish

g@wá=Pay=mùN

bite=NMLZ=also

ń-nâ=màt=s-ay=dàP.

NEG-feel=COMPL=CSM-DECL=HS

彼の尻尾に魚がかみついたのも感じなくなってしまったそうです。

(85) Nau lagyi kashung wa ai majaw

nàw

very

l@gýı-g@CuN=wà=Pay

be.frozen-be.cold=VEN=NMLZ

m@jò

because
あまりにも冷たくなってきたので

(86) “N sha yang mung n sha sanu ga.”

“ń-Cá=yàN=mùN

NEG-eat=when=also

ń-Cá=s@-núP=gàP.”
NEG-eat=CSM-IMP=HORT

「もう食べなくてもいいや」

(87) “Wa mat sana,” ngu nna

“wà=màt=s@-na,”
return=COMPL=CSM-IRR

Nú=ǹná

say=SEQ

「帰ろう」と言って

(88) ningmai loi mi sha gang dat yu yang

ǹıNmày

tail

Plòy-mi=Cà

little-one=only

gaN=dàt=yu=yàN

pull=away=CON=when
尻尾を少しだけ引っ張ってみると

(89) grai ja taw ai majaw ma ja gang dat yang she

grày

very

jàP=to=Pay

be.hard=CONT=NMLZ

m@jò

because

màPjá

willfully

gaN=dàt=yàN=CèP

pull=away=when=then
とても固くなっていたので,力いっぱい引っ張ると

(90) shi a ningmai daw mi wa hprut di mat ai da.

ĆıP=PàP

3sg.GEN=GEN

ǹıNmày

tail

dò

part

mi=wa

one=TOP

phrút-d̀ıP=màt=Pay=dàP.
be.cut-be.severed=COMPL=DECL=HS

彼の尻尾が半分切れてしまったそうです。
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(91) Shi nmai dai gaw shana e nga kaba lu nna

ĆıP

3sg.GEN

ǹmày

tail

day=gò

that=TOP

C@náP=Pè

night=LOC

Ná

fish

g@bà

big

lù=ǹná

get=SEQ

彼のその尻尾は夜に大きな魚がかかって

(92) nga kaba e kawa makrang kau ya ai re ai da.

Ná

fish

g@bà=Pè

big=AGT

g@wá-m@kraN=káw=ya=Pay

bite-bite=away=BEN=NMLZ

ré=Pay=dàP.

COP=DECL=HS

大きな魚がかんでしまったのだそうです。

(93) Ya prangtai ni ningmai n tu mat ai gaw dai majaw re ai da.

yáP

now

pràNtáy=ni

rabbit=PL

ǹıNmày

tail

n-tu=màt=Pay=gò

NEG-grow=COMPL=NMLZ=TOP

day

that

m@jò

because

ré=Pay=dàP.
COP=DECL=HS

いまウサギたちに尻尾が生えなくなってしまったのは,そのためだそうです。

(94) Maumwi gaw ndai kaw htum sai.

màwmùy=gò

story=TOP

nday=kóP

this=LOC

thùm=s-ay.

be.ended=CSM-DECL

お話はここでおしまいです。

記号・略号
- 接辞・語根境界 affix/root boundary

= 接語境界 clitic boundary

1 1人称 first person

2 2人称 second person

3 3人称 third person

sg 単数 singular

ABL 奪格 ablative

ACC 対格 accusative

AGT 動作主格 agentive

ALL 向格 allative

BEN 受益 benefactive

CAUS 使役 causative

COM 共格 comitative

COMPL 完了 completive

CON 試行 conative
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CONT 継続 continuous

CONR 対比 contrastive

COP コピュラ動詞 copula verb

COUP 対句要素 couplet

CSM 変化相標識 change-of-state marker

DECL 叙述法 declarative

DESID 願望 desiderative

GEN 属格 genitive

HORT 勧誘 hortative

HS 伝聞 hearsay

IMP 命令 imperative

INTJ 間投詞 interjection

IRR 非現実 irrealis

LOC 場所格 locative

LV 軽動詞 light verb

NEG 否定 negative

NMLZ 名詞化辞 nominalizer

PL 複数 plural

PROH 禁止 prohibitive

Q 疑問 question

QUOT 引用 quotative

RECIP 相互 reciprocal

RED 重複 reduplicant

RES 結果 resultative

SEQ 継起 sequential

SFP 文末助詞 sentence-final particle

TOP 主題 topic

VEN 来辞 venitive
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ラロン・マ [Larong sMar]語如美 [Rongsmad]方言の語彙資料（日英対照）

鈴木博之 四郎翁姆 才譲三周
京都大学 ボン大学 ロンドン大学 SOAS

キーワード：チベット・ビルマ諸語、羌語群、チャムド、基本語彙

1 はじめに
本稿では、ラロン・マ (Larong sMar)語如美 (Rongsmad)方言の語彙資料（約 1000語）を提
示する。見出し語は日本語・英語を併記し、意味分類に基づいて配列する。加えて、借用語と
認められる語形式には、来源を示す。
ラロン・マ語は、チベット自治区昌都 [Chab-mdo] 1市芒康 [sMar-khams]県および左貢 [mDzo-

sgang]県の瀾滄江沿岸に分布するチベット・ビルマ系言語の１つであり、羌語群に属すると考え
られる（Tashi Nyima & Suzuki 2019）。分布域は芒康県措瓦 [mTsho-lnga]郷、如美 [Rong-smad]
鎮、曲登 [mChod-rten]郷、左貢県仁果 [Ri-mgo]郷が報告されている。本稿で記述するのは、如
美鎮郷如美 [Rong-smad] 村で話される方言で、Rongsmad 方言と呼ぶ。分布地点については、
図１を参照。
仁果郷で話されるラロン・マ語 Phagpa方言は、Suzuki et al. (2018)の基本語彙資料が公開さ

れている。加えて、趙昊亮 (2019)は Dongpa方言についての語彙資料を付録として、音声・音
韻、文法の要点、および言語の所属についてコンパクトに記述を行っている。
ラロン・マ語分布域の北には、姉妹言語にあたるタヤ・マ (Drag-yab sMar)語 2の分布域があ

る。その周辺はカムチベット語の分布域によって囲まれている。また、ラロン・マ語分布域の
西にも姉妹言語にあたるラモ (Lamo)語の分布域がある 3。
Rongsmad方言の資料収集は、第２・第３著者が 2018年昌都市内で行った。発話協力者は青

年層に属する男性１名および若年層に属する男性１名で、いずれも芒康県如美鎮如美村出身であ
る。やりとりにはカムチベット語および漢語を用い、準備された語彙調査票と文例集（Nagano
& Prins 2013）に従って、カムチベット語から Rongsmad方言への口頭翻訳を通じて記録した。
語彙集の見出しの順序は、Nagano & Prins (2013)で使用した語彙集に基づく。同様の構成を

とる語彙集には、Suzuki et al. (2018)のラモ語（Kewa方言）、ラロン・マ語（Phagpa方言）、タ

1 チベットの地名など固有名詞で漢字で音写されているものには、[ ]内にチベット文語（蔵文）形式
を添える。なお、蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956)に基づく転写方法を用いる。

2 タヤ・マ語の概要については、dKon-mchog rGyal-mtshan (2018)、鈴木ほか (2021)を参照。
3 ラモ語の概要については、Tashi Nyima & Suzuki (2019)、Suzuki & Tashi Nyima (2021)、Suzuki et
al. (2021)を参照。なお、ラモ語、ラロン・マ語、タヤ・マ語の数詞の対照研究に鈴木等 (2022)が
ある。
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ヤ・マ語（Razi方言）の対照語彙、鈴木ほか (2021)のタヤ・マ語（mBengo方言）、Suzuki et
al. (2021)のラモ語（Lamei方言）のものがある。

図１：ラロン・マ語の分布地域と如美村の位置

2 Rongsmad方言の音体系
タヤ・マ語 Rongsmad方言の音体系は以下のように整理できる。音節構造、子音体系、母音
体系、声調に分けて掲げる。
本稿で用いる音表記は、分節音については、国際音声字母 (IPA)で規定されるもののほか、朱

曉農 (2010)で明確に定義される主に中国で使用されている音声記号も断りなく用いる 4。超分
節音については、Suzuki & Sonam Wangmo (2019)の方法を基本に、必要に応じて拡張したも
のを用いる。

2.1 音節構造
音節構造は、鈴木 (2005)を参照して以下のように記述する。

CCiGV

4 チベット系諸言語における音表記については、Suzuki (2016)を参照。
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このうち Ci（主子音）と V（音節核の母音）が必須である。

2.2 子音
音節構造の主子音位置に現れる音素の一覧は以下のようになる。

A B C D E F G H∗

閉鎖音 無声有気 ph th úh kh qh

無声無気 p t ú k q P

有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh

無声無気 ts tC
有声 dz dý

摩擦音 無声 s C ç x X h
有声 z ý G K H

鼻音 有声 m n ő N ð

無声 m
˚

n
˚

ő̊ N̊

流音 有声 l r
無声 l

˚
半母音 有声 w j
∗ A:両唇；B:歯-歯茎；C:そり舌；D:前部硬口蓋；E:硬口蓋；F:
軟口蓋；G:口蓋垂；H:声門

以上の体系について特に注意が必要なのは、以下の点である。

• /l
˚
/と/X/が交替する語がある。両者は自由変異ではなく、語彙的に決まった語に認めら
れる。

• /ç/と/x/は、チベット系諸言語からの借用語について相補分布すると考えられる 5が、本
来語についてはそうではない。

• /w/は高母音の前でしばしば [V]となる。

2.3 母音
母音には、舌位置の対立と口母音/鼻母音、非きしみ音/きしみ音による特徴に分かれる。

口母音 i e E a A O o u W 0 @ 8

鼻母音 ı̃ ẽ Ẽ ã Ã Õ õ ũ W̃ 0̃ @̃ 8̃

きしみ口母音 i
˜

e
˜

E
˜

a
˜

A
˜

O
˜

o
˜

u
˜

0
˜

@
˜

8
˜

きしみ鼻母音 ẽ
˜

Ẽ
˜

Ã
˜

Õ
˜

8̃
˜

5 蔵文子音字 sh に対応する音形式に認められる。この特徴はカム地域南部で話される諸方言の特徴
を反映している。Suzuki et al. (2019)参照。
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以上に加え、そり舌化口母音に/E~, O~, @~/があり、そり舌化きしみ口母音に/@
˜
~/が認められる。

/E
˜
/は、音声学的に [æ

˜
]となる例が多い。

2.4 声調
語声調で２種類が区別される：高 ( ¯ )と低 ( ´ )。
声調を担う領域は語頭から２音節目までで、それ以降は弁別的な高さはなく、低平であること
が多い。多音節語で１音節目のみに弁別的な声調が現れる場合、１音節目ののちに ( ’ )で示す。
一方で、複合語については、１つの語の中で成分（形態素）ごとに上述の規則が適用された
声調を担うことがある。語ごとに決まっているようであり、表記 ( ’ )は音韻論的に重要である。

3 語彙リスト
見出し語は日本語とし、続いて英訳、ラロン・マ語 Rongsmad方言の形式、備考の順で配列

する。動詞の形式は接頭辞として方向接辞が付加されているものがあるが、特別に注記してい
ない点に注意されたい。備考欄では、借用語の来歴と動詞形態について述べる。同一の見出し
語に複数の語形が与えられる場合、/で区切り、かつ改行して掲げる。なお、語彙表には以下の
略号を用いる 6。

1 . . . . . . . . . . . . . . . . １人称
2 . . . . . . . . . . . . . . . . ２人称
3 . . . . . . . . . . . . . . . . ３人称
ADR . . . . . . . . .呼びかけ語
CAUS . . . . . . . . . . . . . . .使役
Chn . . . . . . . . . . . . . . . .漢語
CPV . . . . . . . . . . . .判断動詞
E . . . . . . . . . . . . . . . .向自己

EXV . . . . . . . . . . . .存在動詞
GEN . . . . . . . . . . . . . . . .属格
IMPR . . . . . . . . . . . . .命令形
INTJ . . . . . . . . . . . . . .間投詞
NEG . . . . . . . . . . . . . . . .否定
NIMPR . . . . . . . . . . .非命令
NPFT . . . . . . . . . . . . .非完了
PFT . . . . . . . . . . . . . . . . .完了

S1 . . . . . . . . . . . . .第１音節
S2 . . . . . . . . . . . . .第２音節
S3 . . . . . . . . . . . . .第３音節
S4 . . . . . . . . . . . . .第４音節
SEN . . . . . . . . . . . . . . . . 感知
STM . . . . . . . . . . . . . . . .判断
WrT . . .チベット文語形式

6 証拠性の体系についての詳細は、Suzuki & Tashi Nyima (2021)を参照。
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
頭 head ¯wA

˜
頭が痛い have a headache ¯wA

˜
´za

頑固な stubborn H̄la’ mbE WrT glen pa
髪 hair ´wA

˜
mu

˜
脳 brain H̄la’ hpE WrT klad pa
額 forehead t̄hW pE WrT thod pa
目 eye H̄ői WrT dmyig
眼球 eyeball ¯mi to WrT mig to
眉 eyebrow ´mi hpu WrT mig spu
まつ毛 eyelash ´mi hpu WrT mig spu
涙 tear ¯mi’ tChu WrT mig chu
盲目の blind ´lõ HE WrT long pa
鼻 nose ¯̊őu
鼻水 nasal mucus n̄

˚
a’ tChu WrT sna chu

耳 ear ´ői ka
聾の deaf ´wã mbE WrT ’on ba
口 mouth ´çi
唇 lip t̄CW to
舌 tongue n̄da

˜
唖の mute h̄ku pa WrT lkugs pa
歯 tooth ´x0

虫歯 tooth decay ´x0 N̄W’ ndO

唾 saliva k̄ha tChu WrT kha chu
痰 sputum ´Nga l

˚
u

呼吸 respiration H̄wu
˜

WrT dbugs
声 voice h̄k@

咳 cough ´lW HE WrT lu ba
咳をする cough ´lW HE ´kE S1S2-WrT lu ba
くしゃみ sneeze ý̄@’ bE

くしゃみを
　する sneeze ý̄@’ bE ´kE

あくび yawn K̄A’ úhi
げっぷ burp h̄ki

˜
あご chin ´ma ni WrT ma ne
顔 face k̄ha No WrT kha ngo
恥じる be ashamed N̄o tshE WrT ngo tsha
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
頬 cheek ´ïã@̃’ mbE WrT ’gram pa
こめかみ temple n̄a HdẼ

口ひげ moustache k̄h@ hpu WrT kha spu
あごひげ beard H̄dý@’ wo WrT rgya bo
首 neck h̄tsa ji
うなじ nape t̄ã mbo
喉 throat ¯m

˚
u pE WrT ???

肩 shoulder ú̄hA’ pE WrT phrag pa
肩甲骨 shoulder blade h̄põ’ pE WrT dpung pa
手首 wrist ´lA hki S1-WrT lag
手 hand ´lnde Ga
手のひら palm ´lnde Ga
指 finger n̄O

˜
爪 nail ´si mu WrT sen mo
拳 nuckle q̄W’ tsO
胸 chest ´úÃ WrT brang
乳房 breast ´nu WrT nu
おっぱいを
　飲む drink milk ´nu ´n˚thi S1-WrT nu
乳 milk X̄O

˜
/ l̄

˚
O
˜

肋骨 rib h̄ts@’ mE WrT rtsib ma
肺 lung ´n˚tsh8̊

˜
mba

心臓 heart j̄@
˜

腹 belly ´ph8
/ ´ph8 HE

内臓 viscera ´nÃ tChu S1-WrT nang
腸 intestine H̄dýu’ mE WrT rgyu ma
胃 stomach ´phu HE WrT pho ba
肝臓 liver ¯̊őtCh@̃’ mbE WrT mchin pa
腎臓 kidney ´̊Nkhi mE WrT mkhal ma
へそ navel h̄ti’ wu WrT lte ba
背 back ´Hge pE WrT sgal ba
後ろ back ´Hge pE WrT sgal ba
腰 waist h̄kW tsh@ WrT rked tshig
尻 buttocks P̄u’ ndu WrT ong ’dug
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
大便 exrement ´Xa ji
羊糞 sheep dung ´ý@ l0 S2-WrT lud
牛糞 cattle dung ´tCh@
馬糞 horse dung h̄ta’ l0 WrT rta lud
排便する defecate ´Xa ji ´w@

/ ´Xa ji ´ndE
˜

尿 urine ´bi
排尿する urinate ´bi ´w@

トイレ lavatory ´thi khÃ S2-WrT khang
屁 fart ç̄u

/ l̄
˚
u

屁をする fart ç̄u ´thi
/ l̄

˚
u ´thi

男性器 penis k̄u
女性器 womb ´mE ji
大腿 thigh H̄la hkÃ WrT brla rkang
膝 knee p̄i’ mo WrT pus mo
脚 leg ¯me

˜
下腿 lower leg ´őa ji S1-WrT nywa
ふくらはぎ calf N̄a Hdõ WrT ngar dung
足 foot ¯me

˜
足の不自由な cripple ´tCa la
体 body ´l0 pu WrT lus po
死体 dead ´pÕ

毛 hair ´mO
˜

皮膚 skin p̄A’ pE WrT pags pa
生まれつき
　のあざ birthmark ¯ma

˜
’ wE WrT rma ba

蒙古斑 blue mark ¯̊N0 m
˚
i úha S1S2-WrT sngon sme

ほくろ mole ¯m
˚
e’ wE WrT sme ba

にきびの跡 pockmark m̄bA tshA WrT ’ba’ tshag
やけどの跡 empyrosis ¯mi g@ ¯w@’ ru
膿 pus ´pA

˜
化膿する suppurate ´pA

˜
´tshu

汗 sweat H̄Nu’ tChu WrT rngul chu
垢 dirt ´m@ htsA HE WrT mi gtsang ba
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
血 blood s̄a ji
骨 bone ´tCh@ rO
骨髄 marrow h̄kÃ WrT rkang
筋肉 muscle x̄a nA

˜
WrT sha nag

力 power x̄u
˜

WrT shugs
権力 power H̄wA’ tChE WrT dbang cha
見る look ´Ni
見える see k̄h@’ tÃ
匂う smell l̄

˚
E

聞く listen n̄du
聞こえる hear k̄@’ ndu
笑う laugh ú̄E

˜
泣く weep ´qo

˜
/ ´qw@

˜
~

叫ぶ shout H̄rE
衣服 clothes ´k0 WrT gos
上着 jacket ´nÃ ődý0̃

チベット服 Tibetan robe ´kh@ g0 S2-WrT gos
袖 sleeve p̄hu ndu WrT phu thung
着る put on N̄gu
着せる dress t̄8’ Ngo
脱ぐ put off ´n@’ l

˚
u

裸 naked t̄Ch@’ ru ´ma kha
帽子 hat ´ta

˜
ji

ズボン trousers n̄
˚

W̃ mbu WrT snam bu
靴 shoe ´H@ úh@

裸足 bare foot h̄kÕ Hdýi me
˜

WrT rkang rjen ma
布 cloth ´rE
綿の布 cotton cloth ´rE
皮 skin p̄A’ pE WrT pags pa
革 leather ´lu
装飾品 accessory ´HdýẼ tCha WrT rgyan cha
はさみ scissors k̄ha’ tsho khe
針 needle ´KA

糸 thread h̄kW’ pE WrT skud pa
縫う sew ´ru
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
食べ物 food ´za mE WrT za ma
食品 food product ´z@ nW

米 rice ï̄ãi WrT ’bras
稲 rice plant ï̄ãi WrT ’bras
小麦 wheat ´úo WrT gro
穀物 crop ´ïãu lu S1-WrT ’bru
豆 bean ´w@

˜
小麦粉 flour ´úo tsẼ WrT gro rtsam
ツァンパ tsampa ´w@

˜
肉 meat ´tChi
にんにく garlic ´Hgo pE WrT sgog pa
野菜 vegetable ¯̊No tshi

˜
WrT sngo tshod

果物 fruit ´çı̃ ïãe WrT shing ’bras
種 seed ´s@ He WrT sa bon
魚 fish ´őE WrT nya
卵 egg ´Hgo Na WrT sgo nga
塩 salt t̄she
砂糖 sugar ´tCe ma ka ra WrT bye ma ka ra
蜂蜜 honey m̄bO

˜
油 oil n̄

˚
u WrT snum

石油 petrol s̄a n
˚
u WrT sa snum

脂肪 fat h̄ts@ ji
˜

バター butter ´wO

牛乳 cow milk ´XO
˜
/ ´l

˚
O
˜

ヨーグルト yoghurt ´Go WrT zho
水 water t̄Ci
茶 tea ´tCE WrT ja
粥 porridge ´tCh@ hta

˜
粥を食べる eat porridge ´tCh@ hta

˜
´n˚thi

酒 alcohol ´tChÃ rA
˜

WrT chang rag
蒸留酒 liquour ´Pa rA

˜
WrT a rag

´pe rA
˜

WrT bod rag
酔う be drunk ´Hdzi
たばこ tobacco ´tu HE WrT du ba
葉たばこ cigar ¯̊No t0 WrT sngo du
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
煮る cook ´htsu WrT btsos
よく煮る stew ¯m

˚
i WrT smin

コック cook ´ma dýe WrT ma chen
ローストする roast l̄u

˜
揚げる fry ´̊Nu WrT sngo
沸騰する be boiled t̄u’ htsu
熟れる be ripen ¯m

˚
8
˜

WrT smin
食べる eat ´ndz@
なめる lick ´j8
噛む chew ´nE hqE

口に含む take in the mouth ´ődýwE

飲む drink ´n˚thi
/ ´w@ n

˚thO IMPR

飲みこむ swallow H̄jO
˜

吸う suck ´H@ ődýi S2-WrT ’jib
嘔吐する vomit ´ph8
唾を吐く spit t̄Chu ma ´tE

˜
腹が減る be hungry z̄@
喉が渇く be thirsty h̄kõ mbE WrT skom pa
味 taste ´úu wE WrT bro ba
おいしい be tasty n̄do wE

甘い sweet t̄h0 jE
からい hot x̄i’ lu
苦い bitter q̄ha jE
酸っぱい sour h̄tC0 tCõ S1-WrT skyur
腐る rotten ´r8

˜
WrT rul

家 house t̄Cõ
住居 building l̄e’ ra
村 village ´úõ mbE WrT grong ba
テント tent ´kW WrT gur
家を建てる build a house t̄Cõ ´kO

出口 exit ´la
˜
ji

門 gate K̄o ru
/ ´la

˜
’ Nga

部屋 room n̄dz8̃
柱 pillar k̄E WrT ka ba
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
梁 beam ´phO

˜
壁 wall ´tCÃ WrT gyang
窓 window k̄@’ khu WrT sge’u khung
屋根 rooftop ´khÕ tı̃ WrT khang steng
火 fire ¯mi
火をつける fire ¯mi h̄pW

炎 flame ´mi l
˚
o
˜

煙 smoke ´tu HE WrT du ba
灰 ash ´thi wE WrT thal ba
燃えかす residue ´thi wE WrT thal ba

/ ´Hgu thi WrT go thal
薪 firewood t̄shi
マッチ match h̄tsA’ úE

火が消える flameout ¯mi ´n@ s@
拭き取る wipe ´sw8

˜
WrT sub

消える erase ´tA
燃える burn m̄bW

テーブル table ´úo ts@ Chn zhuozi
椅子 chair ´pã ndẽ Chn bandeng
座る sit k̄h@’ lE

˜
住む live l̄E

˜
ベッド bed ´őa úhi WrT nyal khri
枕 pillow ´kÕ

横になる lay ´j8
寝る sleep ¯mẼ

˜
いびきをかく snore x̄O~ ´be
眠気がする be sleepy ¯mẼ

˜
´nda

夢 dream ¯m@ lÕ WrT rmi lam
夢を見る dream a dream ¯m@ lÕ k̄h@’ mi S1S2-WrT rmi lam
目覚める awaken ´t@’ Ci
目覚めさせる make awaken ´t@’ Ci ´be
立ちあがる stand up ´t@ r0 ´be
立っている stand ´r0 b@ l̄E

˜
垣 fence ´Hgo rE WrT sgo ra
閉める close ´ke

˜
閉じる close h̄tsõ WrT btsums
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
開く open ´t@ tCu
一夜を過ごす stay for a night ´Ka mE ´lE
道具 tool ´lA tChE WrT lag cha
機器 mechanics ú̄h0 tChE WrT ’phrul cha
鏡 mirror ç̄i’ Hgu WrT shel sgo
木製碗 wooden bowl t̄shi pho S2-WrT phor
碗 bowl p̄ho WrT phor
皿 dish ´the ba

/ H̄de WrT sder
スプーン spoon ´khã mbE

陶器の鍋 casserole ´Hdzo lu
甕 pot ´Hdzo lu
木製の桶 wooden pot ç̄i’ zu WrT shing zom
瓶 bottle H̄dýa’ zu WrT rgya zom
蒸し器 steamer ´ko ja ko Chn gaoyaguo
やかん kettle ´tCa ka
水をくむ fetch water t̄Ci ´G@

掬い取る scoop t̄e’ G@

注ぐ pour t̄u
撒き散らす splash ´phW
撒く splash ´HdE

˜
ナイフ knife l̄a’ úe
柄 handle ´ju wE WrT yo ba
刃 blade ´x0

手臼 millstone H̄d@’ Hdu
ハンマー hammer t̄h8 HE WrT tho ba
釘 nail ´ődýa mE

鋸 saw ´so
˜
le WrT sog le

斧 axe h̄tE ri WrT sta re
鎌 sickle ´su HE WrT zor ba
ショベル shovel ´ődýA mE WrT ’jag ma
研ぐ sharpen s̄u

˜
埃 dust ´thi wE WrT thal ba
拭く wipe ´s8

˜
箱 box H̄gO WrT sgam
蓋 lid ´qha lu

鈴木 博之・四郎翁姆・才譲三周（2022）『言語記述論集』14: 27-63

38



語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
鞘 sheath ´ú@ xu WrT gri shubs
かご basket ´tsha rE

/ ´l
˚
@ mE

篩 sieve ´l
˚
@ mE

袋 bag n̄u khu S2-WrT khug
革袋 leather bag ´Ka mbE

布袋 cloth bag ´rE khu WrT ras khug
封筒 envelope ´ji xu WrT yig shubs
縄 rope k̄hW thA

/ ´tho wu
/ t̄hA’ pE WrT thag pa

ネット net ´úa wE WrT drwa ba
杖 walking stick ´p@ gE

棒 rod ´p@ gE

木製の杭 peg p̄hW ba WrT phur pa
はしご ladder h̄k@ j0
木板 plank t̄sh@ p@ la
生まれる be born ´ndz@
成長する grow ´t8 ndz@
生きている alive h̄s8̃ mbu WrT gson po
太った fat ´HdýA’ pE WrT rgyas pa
やせた thin h̄kÃ mbu WrT skam po
疲れた tired ´Ka
健康な healthy t̄hÃ’ mbu WrT thang po
病気 sickness N̄o
熱がある have a fever t̄shE ´j@ khe S1-WrT tsha
風邪をひく catch a cold t̄ChÕ su ´No S1-WrT cham
けがをする be injured x̄W’ He

˜
¯wa

痛い have an ache z̄a
かゆい itchy ¯̊ïúha

˜
かく scratch ¯̊ïúhu

˜
薬 medicine ¯m

˚
Ẽ
˜

WrT sman
医者にかかる see a doctor ´nE tC0

治癒する heal N̄o p̄e
˜

毒 poison ´tu WrT dug
殺す kill ´s@

˜
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
死ぬ die s̄i
埋葬する bury ´tCha

˜
ミイラ mummy p̄Õ ´ro ro
神 deity ´l

˚
E WrT lha

願う wish ¯m
˚
o lÕ ´ke S1S2-WrT smon lam

殴り合う fight ´HdýO ri ´Hgu S1S2-WrT rgyag res
口げんかする quarrel k̄ha tshE~ ´Hgu
戦争する war H̄mA ´ke S1-WrT dmag
勝つ win ´NE

負ける lose p̄hO WrT pham
逃げる escape ´tshE p@ x̄W

追いかける pursue X̄wA’ p@ x̄W

/ X̄wA’ p@ t̄Chu
剣 sword l̄a’ úi
槍 spear n̄dÕ WrT mdung

/ ´m@ ndE ´ri ri WrT me mda’ ring ring
弓 bow n̄da HGW WrT mda’ gzhu
矢 arrow n̄da WrT mda’
人 human being N̄@

˜
nE

男 man z̄i
オス male p̄ho WrT pho
女 woman ´m

˚
i

男女 man and woman z̄i’ m
˚
i

赤ん坊 baby ´Pa khE
子供 child ´Pa khE
男の子 boy z̄i’ tO
女の子 girl ¯m

˚
i’ tO

若者 youngster ´k0 ´htsa htsi
女子 lady ´na mo
成人 adult h̄sÃ jE
老人 old man ´HgE’ po

´HgE Ngo
若い young ´k0 ´htsa htsi
父 father ´Hga

/ P̄a pa
˜

ADR

母 mother ´mo
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
/ ´Pa ma ADR

父母 parents ´Hga mo
祖父 grand-father ´P@ wu
祖母 grand-mother ´P@ wi

˜
父方のおじ paternal uncle ´Pa khu
母方のおじ maternal uncle ´ku ku
父方のおば paternal aunt ´Pa ni
母方のおば maternal aunt l̄i’ li
息子 son z̄i
娘 daughter ´m

˚
i

兄弟姉妹 sibling x̄@’ ői WrT sha nye
姉 elder sister ´Pa tA

˜
おい nephew ´tsh@ wu
めい niece ´tsho mo
いとこ cousin ´Pa Ge
夫 husband N̄@

˜
nE

配偶者 spouse ´ndo rO S1-WrT zla
嫁 bride ´sa

˜
新郎 bridegroom ´sa

˜
xW

婿 son-in-law ¯mA’ pE WrT mag pa
結婚する marry ´pa ht8 ´ke
使用人 servant H̄jo

˜
’ pE WrT g.yog po

村落 village ´úõ mbE WrT grong pa
市場 market t̄shõ ra WrT tshong ra
狩猟に行く go to hunt H̄N8

˜
´jeP WrT rngon byed

銃を撃つ shoot a gun ´m@ ndE ´ke S1S2-WrT me mda’
矢を射る shoot an arrow n̄da ´ke S1-WrT mda’
魚を釣る fish fish ´őE N̄0 S1-WrT nya
豊富な abundant n̄

˚
a mi ´n

˚
a tsho WrT sna ma sna tsho

貧しい poor H̄d@ pu WrT sdug po
くたくたの ragged ´H@ w@~

盗む steal ´ku ´w@
˜

S1-WrT rku
奪う rob ¯̊ïúho

˜
WrT ’phrog

田畑 field n̄di
仕事する work ´lE khE ´li WrT las ka las
休憩する take a rest ´mE hsu ´ke S1S2-WrT mal gso
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
田を耕す plough n̄di ´ndi
種をまく sow ´s8

˜
HE ´tE

˜
S1S2-WrT sa bon

収穫する harvest h̄t8 nE

皮をむく peel p̄A’ pE l̄
˚
u S1S2-WrT pags pa

編む weave ´l
˚
E WrT sla

よじる twist H̄őe
行く go ç̄i
入って来る come in ´r@ ndE

やって来る come ´G@ ndE

とどまる stay k̄h@’ le
˜

出ていく go out t̄h8 th@ xW NPFT

t̄h8 ´th@ xo PFT

入る enter ´r@ ´r@ ndE

曲がる turn ´r@ Ngu
曲がった bent ´Ngu Ngu
回る turn ´ke
回す turn h̄ku’ jo ´ke S1-WrT skor
迷う get lost n̄dO

˜
到着する arrive H̄zE
止まる stop H̄lE

˜
落ちる fall h̄l

˚
u
˜

峠を越える go across ´lE ´ke S1-WrT la
歩く walk ç̄i

/ x̄W

走る run ´Hdzo p@ x̄W

速い quick t̄so’ ji
遅い slow ´k@ li WrT ga le

/ ´ti mu
這う crawl ´kw@

˜
乗る ride H̄lE

˜
運搬する carry n̄da ´p@ xW

道 road ´r@
途中 on the way ´r@ Hga

/ ´r@ thi
橋 bridge ´zÃ mbE WrT zam pa
巡礼する pilgrim H̄nE hko x̄W S1S2-WrT gnas skor

鈴木 博之・四郎翁姆・才譲三周（2022）『言語記述論集』14: 27-63

42



語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
旅行する travel ´j0 hko x̄W S1S2-WrT yul skor
車 car ´tCh@ úhi Chn qiche
車輪 wheel ¯̊Nkhu’ lu WrT ’khor lo
船 ship ´tC@ tsi
牛皮革の船 cattle-skin boat k̄o tC@ S1-WrT ko
言葉 language h̄k@’ tChE
語 word t̄shi WrT tshig
話す speak h̄k@’ tChE ´x@

言う say ´x@

黙っている be silent ´őA ´ti ti
尋ねる ask ´m@ te ´w@

˜
返事をする answer ´le ´ke S1-WrT len
うそをつく tell a lie l̄A ´w@

˜
/ l̄A h̄k@

模造品 replica ´Hdz@ mE WrT rdzun ma
真実 truth ´No mE WrT ngo ma
文字 letter ´ji ïã@ WrT yi ’bri
書く write ´Hri
インク ink n̄

˚
a’ tshi WrT snag tsha

ペン pen ´úi tho WrT bris tho
読む read l̄

˚
o HdE ´Ni

呼ぶ call ´ra
˜

記号 sign h̄tA
˜
´ke S1-WrT rtags

名前 name ¯mi
遊ぶ play ő̄i ői ´w@

˜
歌 song ´HGE WrT gzhas
歌う sing ´ji t̄Chi
踊る dance ´ji ¯̊őtChÕ WrT gzhas ’cham
手に入れる get ´l8̃ WrT lon
売る sell j̄i
買う buy t̄O

˜
商売する do business t̄sho ´ke
利益 profit ¯̊Nkhe sÃ ´zi S1S2-WrT ’kher bzang
損失 loss ´tCõ ´zi S1-WrT gyong
価格 price ´ko WrT gong
高い expensive ´ko ´ti S1-WrT gong
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
/ ´ko ´mbO mba S1-WrT gong

安い cheap ´ko ´tshe tshi S1-WrT gong
紙幣 money H̄Nu WrT dngul

/ x̄o Hu ´ta ja S1S2-WrT shog bu +
S3S4-Chn dayang

貸す lend H̄je WrT g.yar
送る send H̄rwa
待つ wait l̄E
だます cheat x̄e xe ´úhi
殴る hit ´̊őÕ

˜
/ l̄

˚
E

拍手する clap ´Hde ka ´HdW S3-WrT rdab
助ける help ´ro

˜
´we

˜
S1-WrT rogs

/ ´Hdýu ´we
˜

噛みつく bite ´x0 ´ke
/ ï̄ãa

˜
取る fetch ´G@

手にする take l̄e ´G@

捕まえる catch t̄shE
放す release ´thi
投げる throw H̄jO

˜
WrT g.yug

/ t̄hE
˜

盛りつける serve ´Hýa htÃ
投げ捨てる throw away t̄hE

˜
散らかす scatter ´w@ htE

˜
触る touch t̄hu
拭く wipe ´s8 Ha
揺らす shake H̄jO WrT g.yo
押す push ´n˚thA
押しつける press ´n@ tCha
引く pull ´r@ tChi
引きのばす stretch ´th8 HdýÃ

延期する postpone t̄Ch0 thE ´HgW

/ t̄Ch0 thE ´ke
絞る squeeze k̄hu HE h̄tsa
締める fasten ´r@ HdÕ
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背負う carry on the back ´r@ hkwo
蹴る kick ´Hdo ődýo ´ke S1S2-WrT rdog bkyag
踏む tread ´htsa

˜
使う use h̄C@ WrT spyod
便利な convenient ´lE l

˚
a WrT las sla

隠す hide ´zO
˜

さえぎる cover ´n@ hk@

/ ´n@ zO
˜

大切にする cherish t̄sa
˜
’ ji ´ko lõ

探す look for H̄z@
見つける find k̄h@’ the

˜
見せる show j̄e

˜
置く put ´Ci NIMPR

/ ´Co IMPR

ふたをする cover ´n@ kO
˜

展開する unfold ´t@ HdýÃ ´p@ Ci
開ける open ´t8 tCu
掛ける hang ´tCi
くくる tie ´r@ HdÕ

/ ´r@ HãO
˜

入れる put inside ´n@ re ´n8 khu
取り出す take out ´re’ GW

保存する preserve ´t@ tu
する do ´li WrT las
壊す destroy H̄mO lO

˜
´Hzu

修理する repair ´z@ tCu ´ke
裂ける split H̄zA
裂く split up H̄dýi
曲がる curve ´tChu N̊khu S2-WrT ’khor

/ ´Ngu Ngu WrT ’gug ’gug
折りたたむ fold ´tCA pE ´ke S1S2-WrT bcag pa
洗う wash ´KwA

˜
囲む surround ´Hg@

結ぶ bind ´Hý@

緩める unfasten ´t@ ï̊úhO
˜

かぶる wear ´n@ ht8
˜
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
腫れる swell H̄b0 WrT sbos
鼓 drum H̄b0 WrT sbug
つなぐ connect ´HdÕ

貼る paste ő̄dý@ WrT ’byar
接続する connect ´tsu
離れる leave ´th8 úhi
抜く pull up ´su
摘む pluck h̄tO

˜
WrT btog

突き刺す stick into H̄zu
˜

切る cut ´k@

切り落とす cut down ´k@

切れる be broken ´Hg@

切り刻む cut in pieces ´G@ Ho H̄zu
剃る shave H̄GW WrT bzhar
彫る carve h̄qwA

掘る dig ´úw@
˜

始める begin ¯wA
˜
´ndzu S2-WrT ’dzug

継続する continue h̄tsO
謝絶する refrain k̄hi ´m@ G@

忌避する avoid h̄tsE
動く move ´Ng0 WrT ’gul
滑る slip ´ïãa

˜
WrT ’dred

倒れる fall down ï̄ãi
逆さに倒れる be upside down N̄gu ődýu ´la

˜
S1S2-WrT mgo mjug

集まる assemble ´r@ HdÕ

跳ねる bound ´m˚phA WrT ’phag
上る go up ´ődý@

昇る rise ´htsu
下る go down ´n8 pO

˜
S2-WrT babs

/ p̄ha’ pO
˜

S2-WrT babs
水に浸す soak ´tsa

˜
濡れた wet t̄Ci tCi
乾いた dry ´rõ rõ
習慣にする be accustomed ´kõ Ci WrT goms shes
近い near ´ő@ wE WrT nye ba
追いつく catch up with X̄wA~
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変える change ´HýW do S1-WrT sgyur
熟練の veteran ´tCÃ

考慮する consider h̄sO ´nu úh@ S1-WrT bsam
思い出す recall ´úẼ S1-WrT dran
決定する decide t̄hA’ tCu WrT thag bcad
知っている know h̄a ´ku WrT ha go
覚える learn by heart s̄u’ Na C̄i
覚えている remember s̄u’ Na ´khu
忘れる forget H̄mi
教える teach z̄E
学ぶ learn l̄

˚
o ýÕ WrT slob sbyang

恐れる fear ´HGE WrT gzhes
驚く be surprised ´n@ l@ ¯m@ ïão S4-WrT ’drogs
好きである like ´HgE WrT dga’
愛護する cherish ´pi HdA ´Hg@

/ t̄ChE’ khE ´Hg@

嫌いである dislike ´HGe’ lo
/ q̄ha’ lo

嫉妬する envy ´úha to
˜

WrT khra dog
うれしい glad ´HgE WrT dga’
ためらう hesitate ´thA ´m@ tChu
疑う doubt ´to pE ´G@ S1S2-WrT dogs pa
信じる believe ´ji tChe ´Hzu WrT jid ches bzo
腹を立てる get angry ¯̊ői ´̊No S1-WrT snying
急いだ hasty ´ú@ HE ´Hg@ S1S2-WrT brel ba
忙しい busy ´ka li ´ti mu
ばかな foolish C̄Ã je ´me S3-WrT med
賢い wise C̄Ã je
心 mind s̄u’ Na
狂った lunatic z̄o’ KA

天 sky ¯m@

/ ¯m@’ nA

天気 weather H̄nÃ çi WrT gnam gshis
雲 cloud h̄úẽ WrT sprin
霧 fog ¯m

˚
u’ pE WrT smug pa

雨 rain H̄dzu
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雨が降る it rains H̄dzu n̄d@

雷 thunder t̄ho
˜

WrT thog
/ ´ïãu úA WrT ’brug grag

稲光 lightning t̄ho
˜
´ke S1-WrT thog

虹 raibow ő̄dýE WrT ’ja’
雪 snow ´wi
氷 ice ´tCho rO WrT chab rom
凍る freeze ´tCho rO ¯̊őtChA WrT chab rom ’khyags
溶ける dissolve ý̄i
太陽 sun ő̄@

月 moon H̄li
˜

星 star h̄k@’ mE WrT skar ma
光 light s̄E’ bu
影 shadow ´ú@ nA WrT grib nag
明るい light h̄sE bo WrT gsal po
暗い dark ´nA khu S1-WrT nag
風 wind ´mA mi
空気 air H̄wu

˜
WrT dbugs

風が吹く wind blows ´mA mi ´ke
息を吐く breathe p̄hu’ su ´k@

˜
静かな calm ő̄dýÃ ´ti ti
熱い hot ´hts@ hts@
寒い cold ´ndz@ ndzA
涼しい cool s̄e bo WrT bsil po
暖かい warm ´hts@ ´ti ti
山 mountain m̄bo
谷 valley ´kw@

˜
森 forest ´nA

˜
WrT nags

平原 plain K̄Õ

沼 swamp ´na wE WrT na ba
湖 lake n̄

˚tshu WrT mtsho
池 pond n̄dzẼ

˜
泉 fountain t̄Chu WrT chu
川 river t̄Chu WrT chu
水 water t̄Ci
泡 bubble ´htsa

˜
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沈む sink ´ma l

˚
u

浮く float H̄d@

流れる flow ´n@ ndu
滝 waterfall ´Hb@ Co WrT bab chu
岸 bank t̄h@’ li
崖 cliff ´úA

˜
WrT brag

石山 stone mountain ´úA
˜

WrT brag
波 wave ´Hb@ lo

˜
WrT rba rlabs

石 stone ´HdO WrT rdo ba
砂 sand ´tC@ mE WrT bye ma
土 earth ´ndzA

˜
赤土 red ocher ´ndzA

˜
´Ha Hga

泥 mud ´őO

鉄 iron h̄tCA
˜

WrT lcags
金 gold h̄sE WrT gser
銀 silver H̄Nu WrT dngul
銅 copper ´zÃ WrT zangs
鉛 lead ´ýa ő@ WrT zha nye
さび rust h̄tsE’ tChA S1-WrT gtsa’
柏 juniper x̄u pE WrT shug pa
松 pine t̄hÕ çi WrT thang shing
木材 wood t̄shi
草 grass ´m@ tsa

˜
/ ´ői re

木 tree H̄dõ mbo WrT sdong po
樹皮 tree skin p̄A’ pE WrT pags pa
幹 trunk H̄dõ mbo WrT sdong po
枝 twig ´lA mE WrT lag ma
葉 leaf ´lu mE WrT lo ma
蔓 vine ´lA mE ú̄hi S1S2-WrT lag ma
とげ thorn ´tsh@ mo WrT tsher ma
花 flower ´me to WrT me tog
根 root h̄tsa’ wE WrT rtsa ba
生長する grow ´t@ ndzW
実 fruit ´ïãe pu WrT ’bras bu
枯れる wither ´rõ
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語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
竹 bamboo ¯̊őu’ mE WrT smyug ma
藤 wisteria h̄tCu pa
きのこ mushroom ç̄a mo WrT sha mo

/ ´pe çE WrT spes sha
動物 animal s̄o tCha

/ ´t@ ïãu WrT dud ’gro
野生の獣 wild animal h̄tCẽ ze WrT gcan gzan
駄獣 pack animal k̄hi’ khO WrT khal khur
家畜 domestic animal ´pa re
鳥 bird ¯wu zi
魚 fish ´őE WrT nya
虫 insect N̄o’ ndO

犬 dog k̄h0
猫 cat ´le le WrT le le
大山猫 lynx H̄j@ WrT dbyi
山猫 wild cat s̄0
馬 horse ´re
ロバ donkey t̄Co wu
鞍 saddle ´HgE WrT sga
騾馬 mule ´ú0 WrT drel
おす牛 ox H̄lÕ WrT glang
めす牛 cow N̄0̃

ヤク yak p̄@ nA

めすヤク femle yak ï̄ã@ WrT ’bri
野生のヤク wild yak ï̄ãõ WrT ’brong
おすゾ mdzo H̄z0
めすゾ female mdzo H̄z@ mã
羊 sheep l̄a
かもしか antelope H̄na wa WrT gna’ ba
羚羊 blue sheep H̄őẼ WrT gnyan
山羊 goat ´n˚tsh@
ぶた pig p̄hA WrT phag
おんどり rooster ´tCa hu WrT bya pho
めんどり cock ´tCa mu WrT bya mo
虎 tiger h̄tA

˜
WrT stag

熊 bear ´tõ
˜

WrT dom
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ヒグマ brown bear ´ú@ mõ WrT dred mong
狼 wolf h̄CÕ kh@ WrT spyang khi
狐 fox ő̄dýO

鹿 deer ç̄a’ wE WrT shwa ba
大猿 ape ´m@ Hg8 WrT mi rgod
猿 monkey h̄úi’ Hu WrT spre’u
うさぎ hare ´ïão wa
ねずみ mouse n̄

˚tshO
˜

象 elephant H̄lÃ mbo tChe WrT glang bo che
ラクダ camel H̄Na mõ WrT rnga mong
鷹 eagle h̄l

˚
A
˜

WrT glag
鷲 vulture ´Hg8 WrT rgod
鶴 crane ´úhũ úhũ WrT khrung khrung
かっこう cuckoo ´tCa ´khu ju WrT bya khu byug
鳩 dove ´pho rõ WrT phug ron
大がらす raven k̄ha ta WrT khwa ta
からす crow p̄o ro WrT spo rogs
ふくろう owl ´Hu pE WrT ’ug pa
すずめ sparrow ¯̊őtCh@’ pE WrT mchil pa
蝶 butterfly t̄Ch@ ma la kha
蟻 ant ´ú8 mE WrT grog ma
蜘蛛 spider H̄dýa ´qa ra WrT rgya ka ra
蜜蜂 bee m̄bO ú@

蚊 mosquito ´mba htsi
蝿 fly H̄ãO’ wu
蚤 flea ´ődýo’ wu
しらみ louse t̄sh@
蛇 snake r̄u
トカゲ lizard ´ndz@ ra
蛙 frog ´ïã@ pa kha lu
角 horn ¯̊ïúhO

˜
毛 body hair ´mO

˜
皮 skin p̄A’ pE WrT pags pa
爪 claw ´si mo WrT sen mo
ひづめ hoof ´su úh0

尾 tail H̄na
˜
’ mE
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嘴 peck ¯̊őtChu tho WrT mchu tho
羽 wing ´Hãu l

˚
a S1-WrT sgro

羽毛 feather ´tCa Hãu WrT bya sgro
蛇のうろこ snake’s scale r̄u p̄A’ pE

鳥の巣 bird’s nest ´wu Hdzi t̄shÃ S3-WrT tshang
飛ぶ fly H̄di WrT lding
泳ぐ swim h̄tC@ ndzi khE lE
声を出す shout t̄CA ´Ho Hg@

卵を産む lay an egg ´Hgo Na ´Ci S1S2-WrT sgo nga
飼う raise h̄so S1S2-WrT gso
円形の circle h̄ko Hgo
洞窟 cave ´khO
まっすぐな straight ´re tCÃ

直径 diametre ´n˚thW n
˚thW t̄hO

糸 thread h̄kW’ pE WrT skud pa
痕跡 trace H̄dýi WrT rjes
隅 corner t̄a’ Ngu
もの thing t̄Ca lA WrT ca lag
大きい big ´qõ lõ
高い high n̄

˚thũ’ mbu WrT mthon po
小さい small ´tse tsi
細い small in diametre ´n˚tsh@ n

˚tsh@
太い large in diametre ´mbO mbO

長い long r̄e ri
短い short ´wE wE

やせた thin h̄kÃ mbu WrT skam po
厚い thick ´ndi ndi
薄い thin ´mbi mbi
味が薄い less tasty l̄

˚
a’ wu WrT sla po

色 colour t̄sh0 ndo WrT tshos mdog
赤い red n̄@ ne

˜
青い blue ¯̊N0 N̊0 WrT sngo sngo
黄色い yellow n̄E nE

緑色の green ¯̊N0 N̊0 WrT sngo sngo
白い white ´úhu úhO

灰色の gray h̄Ca’ hCE WrT skya skya
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黒い black ´ői ői
塗る paste ´tCu
染める dye t̄sh0 ´ke S1-WrT tshos
声 voice h̄k@

におい smell ´ú@ mE WrT dri ma
乱暴な rude ´HãE

悪い bad ´m@ lO
仲の良い amiable ´ődýÃ’ mbu
勇敢な brave h̄pa

˜
´qõ lõ

大胆な bold p̄hu hko ´mbo Na
けちな stingy ´őe Go G@ ´je
正直な honest ´őÃ ő̊tChu

/ ´Hdẽ mbE WrT bden pa
狡猾な clever N̄go ´te
怠惰な lazy N̄g0 tshE
強い strong ´NẼ mbE WrT ngan pa
弱い weak ´̊Nkh0 Hdu

˜
質の悪い bad p̄0 ´Hdu pu S2S3-WrT sdug po

/ p̄0 ´Pa Ga
˜

正確な exact ´Hdẽ mbE WrT bden pa
よい good ´pi tA
適当な appropriate ´tA tA

/ ´pi tA
有名な famous h̄kE úA ´qõ lõ S1S2-WrT skad grag
悪い bad ´Pa b8

˜
/ ´mo lO

˜
邪悪な evil ´mo lO

˜
/ ´Pa Ga

˜
簡単な easy ´tA HA ´Hde mo S3S4-WrT bde mo
難しい hard ´Ga je
危険な dangerous ´őe khE ´qõ lõ S1S2-WrT nyen kha
きつい tight ´tÃ

˜
mu WrT dam mo

ゆるい loose ´jÕ pE WrT yang pa
やわらかい smooth ´Ci tsha
つるつるの glossy ´ődýÃ mbu WrT ’jam po
ざらざらの rough ´htsu

˜
’ pE WrT rtsug pa
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古い old H̄őı̃ mbE WrT rnying pa
新しい new h̄sa bE WrT gsar pa
美しい beautiful H̄Na

˜
Hẽ

かわいそうな misery ç̄e ´tshE jE
醜い ugly ´HdO

˜
NẼ WrT sdug ngan

清潔な clean h̄tsA’ mE WrT gtsang ma
汚い dirty h̄tso

˜
’ pE WrT btsog pa

硬い hard H̄ga jE
やわらかい soft ¯̊ői’ mu WrT snyi mo
場所 place s̄a tChE WrT sa cha

/ s̄a khu WrT sa khul
前 front ¯̊Nu tCho

˜
WrT sngon phyogs

/ ´wA
˜
khe

後ろ back ´nÕ r@
側面 side ´z@ khE WrT zur kha
中間 middle ´pa ra
上 upper H̄ga r@
下 lower ´wa r@
中 inside ´na r@
外 outside p̄h@’ qÕ

右 right H̄jE’ pE WrT g.yas pa
左 left H̄j8’ ku S1-WrT g.yon
頂上 top ´wA

˜
htse

先端 point ´wA
˜
htse

周縁 margin ´z@ khE WrT zur kha
周囲 around H̄jo Hjo
近い near t̄hA ´we we S1-WrT thag

/ h̄ts@’ khW
遠い far t̄hA ri WrT thag ring
高い high n̄

˚thũ’ mbu WrT mthon po
低い short H̄ma’ wo WrT dma’ bo
深い deep ´HdẼ r@
浅い shallow N̄ga r@
広い wide H̄dýa’ tChe WrT rgya che
狭い narrow ´tO

˜
mo WrT dog mo

一緒に together H̄őÃ’ mbu WrT mnyam po
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互いに each other ´th8’ r@
満ちた full ´t@ su
空の vacant ´htõ mbE WrT stong pa
方向 direction k̄ha’ tCho

˜
WrT kha phyogs

東 east x̄a tCho
˜

WrT shar phyogs
西 west ´nu tCho

˜
WrT nub phyogs

南 south l̄
˚
o tCho

˜
WrT lho phyogs

北 north ´tCÃ tCho
˜

WrT byang phyogs
明け方 dawn ´nÃ hsE WrT gnam gsal
夜明け daybreak t̄ho rÕ WrT tho rengs
朝 morning ´nÃ Ngu
正午 noon ´ő@ Ko WrT nyin gung
明るい時間 daytime ő̄@’ nA WrT nyi nang
夕方 evening ´t@ nO

˜
夜 night ´n˚tshẼ’ re WrT mtshan re
早い early ¯̊Na pu WrT snga po
遅い late ´t@ nO

˜
今 now ´Pa tsu
今すぐ right now ´lÃ sÃ WrT lam sang
先に firstly ¯̊No’ r@ S1-WrT sngon
後で later ´nÕ r@
次に next P̄e’ tsh@~

常に always ´nÕ No n@

ときどき sometimes t̄ha ri tsh@
今日 today p̄@ si
昨日 yesterday ´ji si
明日 tomorrow s̄e’ nA

あさって day after tomorrow ´sa ndi
毎日 everyday t̄ha pa
日 day ´Ka me
日にち date t̄shi WrT tshes
週 week ´Hza kho S1-WrT gza’
月 month H̄lE’ wE WrT zla ba
年 year k̄0

年齢 year-old k̄0

春 spring h̄tCa’ khE WrT dpyid kha
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夏 summer H̄ja’ khE WrT dbyar kha
秋 autumn h̄t8’ khE WrT ston kha
冬 winter ´Hg8’ khE WrT dgun kha
前後 around ´wA

˜
khe ´nÕ r@

時間 time ´t0 tsh8 WrT dus tshod
期間 period H̄d@ ´pa ra
数 numeral P̄a Ngi WrT ang ki
数字 number P̄a Ngi WrT ang ki
番号 number P̄a Ngi WrT ang ki
一 one ´t@ khi
二 two ´ne ji
三 three ´sÕ
四 four ´HG@

五 five ´Na
六 six ´tChu
七 seven ´n

˚
0

八 eight ´C@

九 nine ´Ngo
十 ten j̄a’ qo
十一 eleven ´Ka’ t@
十二 twelve ´Ka’ ne
十三 thirteen ´Ko’ sÕ
十四 fourteen ´Ko’ G@

十五 fifteen ´Ka’ ða
十六 sixteen ´Kwa’ tChu
十七 seventeen ´Kwa’ ő̊0

十八 eighteen ´Kwa’ C@

十九 nineteen ´Kwa’ Ngo
二十 twenty ´nA’ HA

二十一 twenty-one ´nA’ HA ´t@ khi
二十二 twenty-two ´nA’ HA ne
二十三 twenty-three ´nA’ HA sÕ
三十 thirty s̄ũ’ ődýu WrT sum cu
四十 fourty H̄G@’ tCu WrT bzhi bcu
五十 fifty H̄Na’ tCu WrT lnga bcu
六十 sixty ´úu tCu WrT drug cu

鈴木 博之・四郎翁姆・才譲三周（2022）『言語記述論集』14: 27-63

56



語義 Meaning Rongsmad方言 N.B.
七十 seventy ´Hd0̃’ ődýu WrT bdun cu
八十 eighty ´Hdýa’ dýu WrT brgyad cu
九十 ninety H̄gu’ dýu WrT dgu bcu
百 hundred H̄dýE WrT brgya
二百 two hundred H̄ői’ HdýE WrT gnyis brgya
三百 three hundred h̄sÕ HdýE WrT gsum brgya
千 thousand h̄tCi htõ WrT gcig stong
二千 two thousand H̄ői htõ WrT gnyis stong
三千 three thousand h̄sÕ htõ WrT gsum stong
万 ten thousand ú̄h@ ´t@ khi S1-WrT khri
二万 twenty thousand ú̄h@ ´ne ji S1-WrT khri
十万 hundred thousand ú̄h@ j̄a’ qo S1-WrT khri
百万 million ú̄h@ H̄dýE S1-WrT khri brgya
一回 time t̄he’ me
倍 time H̄d@

˜
WrT ldab

それぞれ each k̄ha’ khE WrT kha kha
順序 order ´rẽ mbE WrT rim pa
第一 first P̄ã ´tÃ mbu WrT ang dang po
第二 second P̄ã H̄ői mbE WrT ang gnyis pa
第三 third P̄ã h̄sÕ mbE WrT ang gsum pa
第四 fourth P̄ã H̄G@’ bE WrT ang bzhi pa
最後 last h̄qa

˜
’ r@

/ ´nÕ r@
ひとりで alone ´t@ khi l̄u lu
すべて whole ´HgÃ HgÃ

みんな all ´HgÃ HgÃ

完全な complete ´HgÃ HgÃ

半分 half l̄
˚
8’ ji

３分の１ one third h̄sÕ t̄Cha h̄tCi WrT gsum cha gcig
双方 both t̄h8’ re
量る weigh ´Hdýi
秤 scale H̄dýE’ mE WrT rgya ma
秤で量る weigh with a scale H̄dýE’ mE ´sA

˜
S1S2-WrT rgya ma

重い heavy ´Gi tshE
軽い light j̄E’ jE
多い many ´ka pE
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少ない a few ´őu őũ WrT nyung nyung

/ ´m@ nda ti
私 I (1SG) N̄a
私たち we (1PL) N̄@ n@ kha
私たち２人 we two ´je n@ ne ji
あなた you (2SG) n̄e
あなたたち you (2PL) n̄e n@ kha
あなたたち
　２人 you two ´ne n@ ne ji
彼/彼女/それ he/she/it (3SG) P̄0

彼ら they (3PL) P̄0 n@ kha
彼ら２人 they two P̄0 n@ ne ji
自分 self ´rÃ WrT rang
これ this P̄@’ Hdý@

あれ that t̄Co’ Hdý@

この this (thing) P̄@’ Hdý@

あの that (thing) t̄Co’ Hdý@

このように like this P̄@’ Ngo
あのように like that P̄@’ Ngo
ここ here P̄a’ na
あそこ there t̄Co’ na
こちらへ hither P̄a’ na r@
あちらへ thither t̄Co’ na th8
誰 who s̄u
何 what t̄@
どれ which ´na Hdý@

どんな how ´tCh@ Ngo l
˚
o

どこ where ´n@ na
/ ´na Hdý@

なぜ why t̄@ ´t8̃ ndA S2S3-WrT don dag
いつ when ´nÕ WrT nam
いつか someday ´t0 tsh8 ´t@ khi kha S1S2-WrT dus tshod
どれくらい how many ´tCh@ ti
どれくらいの
　長さ how long ´ri thu ´tCh@ ti S1S2-WrT ring thung
どれくらいの
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　大きさ how large t̄Che tChu ´tCh@ ti S1S2-WrT che chung
いくつか some N̄g@’ ri WrT ’ga’ re
とても very ´ka pa
もともと originally ´ma htsE WrT ma rtsa
完全に perfectly ´NgÃ NgÃ

ちょっと a little N̄g@’ ri
いろいろな various ï̄ã@ ¯m@ ïãe WrT ’dra ma ’dra
必ず definitely ´wu mE

こっそりと secretly q̄o
˜
ru

特別に particularly ´m@ qhe qhe
また again ´Pa gu
まだ not yet ´Pa gu p̄u kho
さっき just before ´Pa tsu
すでに already ´ta sõ

/ ´Pa tsu
もし if ´q@ se
これまで till now ´ta tsu pa
一緒に together H̄őÕ’ mbu WrT mnyam bu
と and ´Hb@

の of (GEN) -k@

に to (DAT) -He
も also ´la
だけ only ´m@ hts@
使う use h̄C@ WrT spyod
その通り right (INTJ) ´thO

˜
である be (CPV.E) ´No
である be (CPV.STM) ´x@

˜
/ ´l

˚
@
˜

でない not be ´mı̃
(CPV.NEG.E)

でない not be ´ma xã
(NEG-CPV.STM)

ある be (EXV.E) ´khu
ある be (EXV.SEN) ¯̊Na
ない not be ´m@ khu

(NEG-CPV.E)
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持っている have ´ődýo

/ ´ődýÃ 1SG
とはいえ although n̄a’ la
させる make (CAUS) t̄h@’ tChÃ
（し）たい want ´ju
必要がある need ´Hga
なる become ´wA

˜
できる can k̄õ

/ ¯wa
知っている know s̄i

/ ´sã 1SG
（して）よい allow t̄Cho

˜
WrT chog

同じ same h̄tCi’ pE WrT gcig pa
似ている similar ´ïãE WrT ’dra
別の other ´m@ thi je
異なる different ´m@ ïãE je S2-WrT ’dra
個別の individual k̄ha’ khE WrT kha kha
だいたい mostly p̄hE tChE WrT phal cher
ような like t̄h@’ mi
このような like P̄@’ Hdýi t̄h@’ mi
あのような like t̄Co’ Hdýi t̄h@’ mi
話す talk x̄@

なければ
　ならない must ´Hg0 WrT dgos

/ ´Hga 1SG
どうか please ´úa ke ´úa ke
気をつけて goodbye ´k@ li ´tho xo
ありがとう thank you t̄@ ´úa’ kE

ラサ Lhasa l̄
˚
a sE WrT lha sa
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Wordlist of the Rongsmad dialect of Larong sMar (Japanese-English)

Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo Tsering Samdrup

Abstract
This article primarily provides a wordlist of Larong sMar (Rongsmad dialect), a Tibeto-Burman

language spoken in Rongsmad Town, sMarkhams County, Chamdo Municipality, Tibet Au-
tonomous Region. The word list contains around 1000 words, arranged by semantic fields, in the
order of Japanese-English-Rongsmad. The information of the lexical borrowing is also attached
when necessary.
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下迭部チベット語阿夏 [’Azha]方言のチベット文語形式との音対応と語彙：
迭部県のチベット系諸言語の概観とともに

鈴木博之
京都大学

キーワード：下迭部チベット語、阿夏郷、音声学、方言学、チベット文語対応形式

1 はじめに
本稿は甘肅省甘南 [Kan-lho]藏族自治州迭部 [The-bo] 1県阿夏 [’A-zha]郷で話される Thewo-

smad（下迭部）チベット語’Azha（阿夏）方言の語形を記述し、チベット文語（以下「蔵文」）形
式との対応関係を明らかにする。また、本稿末尾に語彙資料（約 1800語）を付す。

1.1 迭部県のチベット系諸言語の位置づけと分類
迭部県はチベットの伝統的な地理区分において、アムドと呼ばれる地域に含まれる。アムド
地域の大部分に居住するチベット人はアムドチベット語を母語とするが、一部地域ではアムド
チベット語とは異なるチベット系諸言語が話されている（Tournadre 2014）。この言語群は、中
国の先行研究ではアムドチベット語に分類するもの（楊士宏 1995, 2009）とカムチベット語に
分類するもの（瞿靄堂、金效静 1981；張濟川 1993；瞿靄堂 1996；仁増旺姆 2013）というよう
に見解が分かれる一方、最近の研究ではカムにもアムドにも属さない方言群を立てる見方が出
てきている（Tournadre 2014；鈴木 2015；Tournadre & Suzuki 2022）。迭部県およびその周辺の
チベット系諸言語の分布と分類を図１に掲げる。
図１の諸言語で、迭部県以外の地域に分布するものは以下のような先行研究を参照できる。

• Amdo（アムドチベット語）：Sun (1986)；格桑居冕、格桑央京 (2002:191-270)；華侃主
編 (2002)；周毛草 (2003)

• Cone：瞿靄堂 (1962)；rNam-rgyal Tshe-brten (2009)；鈴木 (2012)；鄒玉霞 (2021)；Zou
& Suzuki (2022)

• Khodpokhog：鈴木 (2013a)
• Sharkhog：Suzuki (2008)；鈴木 (2010)
• dPaskyid：孫天心 (2003)；鈴木 (2007, 2008)
• mBrugchu：鈴木 (2013b, 2014)；Suzuki (2015ab)

1 最近の言語学の論文で方言名を Theboと書くものが認められる（Lin 2014；桑吉次力 2020）。ただ
し、これはチベット文字の翻字と音訳を混同したものであり、翻字である場合や第２音節初頭子音
が現地音で閉鎖音として実現される場合を除いては、Thewoのように wを用いるのが道理である。
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図１：迭部県およびその周辺のチベット系諸言語：分布と分類

迭部県内のチベット系諸言語の記述研究としては、電乃小 [sTeng-ka] 鎮の sTengka 方言、旺
藏 [dBang-gtsang] 郷の Wangtsang 方言、洛大 [Ri-dwangs] 郷の Ridang 方言を扱う仁増旺姆
(2013)、桑土霸 [Byams-’bab]郷の Byambab方言を扱う共確加措 (1987)などがある。鈴木 (2015)
でも取り上げたが、The-bo Tshul-khrims (2013:257)によると、迭部県内のチベット系諸言語は
おおよそ以下の６種類に分かれ、これをそのまま方言区画として考えることができる。なお、
この分類を Tournadre & Suzuki (2022)の分類と比べると、表１のように整理できる。
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表１：迭部県内のチベット系諸言語　分布と分類

The-bo Tshul-khrims (2013) Tournadre & Suzuki (2022)
益哇 [gYi-ba]郷、電乃小鎮 Thewo-stod（上迭部）
達拉 [sTag-ra]郷 dPalskyid（巴西）
上
下土霸 [Kha-ba]郷、尼傲 [Nyin-’go]郷、旺藏郷 Thewo-smad（下迭部）
多兒 [rDo-ra]郷、阿夏 [’A-zha]郷 Thewo-smad
桑土霸郷 Thewo-smad
洛大郷、臘子口 [lHa-gzigs-’gag]郷 Thewo-smad

以上のうち、Thewo-smad 方言群については記述が少なく、その方言特徴と下位分類につい
てはさらに詳細な研究が必要とされるが、筆者のフィールドワークで得た資料を踏まえて考え
ると、The-bo Tshul-khrims (2013)の分類は、同方言群の下位方言群としてそれぞれ独立すると
考えてよいと見込まれる。それぞれ上から順に、Thewo-bar（中迭部）下位方言群、Thewo-lho
（南迭部）下位方言群、Byambab下位方言群、gSerpo（黒峪）下位方言群 2となる。図２は、以
上の分類を反映させた分布図である。

図２：迭部県内のチベット系諸言語

本稿で取り上げる’Azha 方言は、現地のチベット人から見ると、九寨溝県のチベット系諸
言語に近いと考えられているが、その中でも大録 [sTag-lo] 郷や玉瓦 [gZhung-ba] 郷の方言に
近いと言われている 3。gZhungwa 方言については鈴木 (2008) の記述がある。それによると、

2 この名称は、東接する舟曲県の地名に由来する。鈴木 (2015)を参照。
3 現地のチベット人による相互理解度の観点から見た理解では、’Azha方言よりも多兒郷の rDora方
言のほうが九寨溝県のチベット系諸言語に近いと感じている。
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gZhungwa方言は dPalskyid方言群 Babzo（包座）下位方言群に分類される。このため、’Azha
方言の特徴をチベット言語学的に明示的に記述すれば、gZhungwa方言との対照にも役立つと
いえる。

1.2 本稿の内容と構成
本稿の目的は、’Azha方言の音体系および記録した語形式を示し、また同方言の音形式と蔵文

形式の対応関係を明らかにすることである。蔵文と口語形式の対応関係を探るというチベット
系諸言語における伝統的な手法（西 1986；西田 1987；江荻 2002；張濟川 2009:259-357など）
に基づき、方言研究すなわち歴史言語学的研究に寄与する特徴について論じ、同時にその基礎
とする語彙集を提示するものである。
本稿の構成は次のようである。まず２節で’Azha 方言の音体系の一覧を提示する。ついで、

３節で’Azha方言の蔵文対応形式を記述し、考察を加える。
本稿で用いる音表記は、Tournadre & Suzuki (2022) に言及される pandialectal phonetic de-

scriptionに従う。具体的には、国際音声字母 (IPA)で規定されるもののほか、朱曉農 (2010)で
明確に定義される主に中国で使用されている音声記号も断りなく用いる 4。
’Azha 方言の言語資料は、筆者が 2014-2015 年にかけて、華侃 主編 (2002) の語彙表に基づ
いて収集した一次資料を用いる。主たる調査協力者はルンドゥ [lHun-grub]さん（男性、20代）
で、阿夏郷出身である。

2 ’Azha方言の音体系一覧
ここでは’Azha方言の音体系を音節構造、子音、母音、超分節音素の順に紹介する。

音節構造
音節構造は、鈴木 (2005)を参照して以下のように記述する。

CCiGV

このうち Ci（主子音）と V（音節核の母音）が必須である。
最初頭子音 C は特定の子音に限られ、通常は主子音よりも聞こえが低い。わたり音 Gは/w, j/
に限定される。よって最大の初頭子音の構造は３子音連続となる。
音節核は１つの母音のみで構成されており、母音連続は１音節として認めない
末子音は現れない。

子音
音節構造の主子音位置に現れる音素の一覧は表２のようになる。

4 Suzuki (2016)もあわせて参照。
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表２：’Azha 方言の主子音（Ci）となりうる子音一覧

両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 声門
前 後

閉鎖音 無声有気 ph th úh kh

無声無気 p t ú k P

有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh

無声無気 ts tC
有声 dz dý

摩擦音 無声有気 sh Ch xh

無声無気 s ù C x h
有声 z ý G H

鼻音 有声 m n ő N

流音 有声 l r
半母音 有声 w, V j

音節初頭に現れる子音連続（CCiG）のうち、CCi については、音の性質に基づいて、次のよ
うに分類できる。具体例については、3.1を参照されたい。

1. 鼻音類（前鼻音類）
主子音は有声または無声有気の閉鎖・破擦音に限られる。また、前鼻音と主子音の有声
性は一致する。

2. 気音類（前気音類）
（a）前気音と主子音の有声性が一致するもの

主子音は有声または無声無気音に限られる。
（b）前気音と主子音の有声性が一致しないもの

i. 有声前気音＋無声無気の主子音（閉鎖・破擦音）
ii. 無声前気音＋有声の主子音（鼻・流音）

母音
舌位置による分類では、/i, e, E, a, A, O, o, u, 0, 8, @, 3/の母音が認められる。
母音には長短を認めることができる。ただし、長音は限られた例にのみ現れる。環境によっ
て、短音であっても音声学的に長音のように長く発音される事例がある 5。
すべての母音について、鼻母音/非鼻母音の対立は認められない。

5 短母音のみが現れる語形式もあることから、短母音、長母音、中立母音のような三分法も可能であ
るかもしれない。詳細は稿を改め考えたい。
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超分節音素
’Azha方言には、発声類型の異なりが認められ、高低レジスターの差異として記述する 6。高

レジスターを有標とし、語頭に ˚を付して表す。一方、低レジスターは無標である。最小対とし
て、たとえば、˚to「投げる」と to「両/２」など。
高レジスターは、声門の緊張が高くかつ高ピッチに代表される特徴をもち、時にきしみを伴
う。その発声は、朱曉農 (2010)のいう「高域」に相当すると考える。一方、低レジスターは「中
域」に相当し、有標な発声の特徴をもたない 7。ピッチの相対的な高さは弁別に寄与せず、音節
末における上昇や下降もまた弁別的ではない。
レジスターは、その音声学的性質上、音節を単位として現れるが、複音節語については、最
初頭の音節のレジスターが有意であると分析する 8。

3 ’Azha方言における蔵文と口語形式の対応関係
本節では、蔵文形式をもとに、’Azha方言と蔵文との音対応を記述する。ただし、記述はまず
口語形式の初頭子音部分（3.1）と母音＋末子音部分（3.2）の２種に分け、それぞれさらに下位
区分を設けて議論する。最後に、複数の音節にわたる現象（3.3）についてまとめる。
なお、超分節音素については、蔵文との対応関係では扱うことが困難であることが予見され
るため、本稿では議論しない。
蔵文は de Nebesky-Wojkowitz (1956) に基づく転写で示し、例語に続けて ( ) に入れ、イタ
リック体で掲げる。チベット文字の表す音価は格桑居冕・格桑央京 (2004:379-390)を参照。

3.1 初頭子音字部分
初頭子音は、それが語頭に位置するか語中に位置するかで若干の異なりが認められる。本稿
では、語頭に位置する例についてまとめ、適宜語中にくる場合について述べる。
扱う項目としては、蔵文単子音字の音対応、蔵文阻害音基字に先行する子音字がつく形式の音
対応、蔵文足字 y対応形式、蔵文足字 r対応形式、蔵文基字 lおよび足字 l, lh対応形式、蔵文足
字 w対応形式、蔵文 s+鼻音字を含む形式、前鼻音を含む子音連続、そのほかの特徴に分ける。

6 本稿のいう「レジスター」については、鈴木 (2007, 2010, 2013a)、Suzuki (2005, 2008, 2022:295-303)
などの記述も参照。

7 なお、超分節音の分析については、’Azha方言と近い関係にあるチベット系諸言語について、低レ
ジスターを有標とする分析が提出されている（Suzuki 2015a；Chirkova et al. 2021）ことから、将
来的には分析の枠組みが変わる可能性もある。

8 ここでいう「語」は音韻語を考えるが、語の定義に当たってはさらに詳細な研究が必要である。ま
た、接頭辞を伴う動詞形態論についても、語幹のレジスターの現れについて、さらに考察を要する。
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3.1.1 単子音字の対応関係
以下、蔵文有気音字、非有気音閉鎖・破擦音字、摩擦音字、共鳴音字に分類して掲げる。
蔵文有気音字 kh, ch, th, ph, tshは、一部の phを除いてそれぞれ調音位置の対応する有気音で
現れる。たとえば、(1)のようである。

(1)

khA:「雪」(kha ba)
˚tChW「水」(chu)
thA「平原」(thang)

˚phA「ぶた」(phag)
tsh@ ma「とげ」(tsher ma)

蔵文非有気音閉鎖・破擦音字 k, g, c, j, t, d, p, b, ts, (dz, 9 ) ∅ (=a chen)は、bおよび少数の pを
除いてそれぞれ調音位置の対応する無声無気音で現れる。たとえば、(2)のようである。

(2)

kA:「柱」(ka ba)
ko zi「衣服」(gos zan)
tC3 lA「もの」(ca lag)
tC3「茶」(ja)
tO:「煙」(du ba)

˚pE m3「蓮」(pad ma)
pe「チベット人」(bod)
˚tsE HtE「栴檀」(tsan dan)
Pa GW「父方のおじ」(a khu)

蔵文摩擦音字 sh, zh, s, z, h, ’は、調音位置について次のような対応関係を認める。

sh, zh：軟口蓋摩擦音
s, z：歯-歯茎摩擦音
h：声門摩擦音
’：唇歯接近音

hと ’を除き、有気と無気の対立を見せる。sh, sは無声有気音、zh, zは無声無気音に対応す
る。hは無声音に、’は有声音に対応する。たとえば、(3)のようである。

(3)

˚xh3「肉」(sha)
xO xO「母方のおじ」(zhang zhang)
˚sh3「土」(sa)

sO mb3「橋」(zam ba)
˚h3 ko「理解する」(ha go)
Ve「光」(’od)

例外として、Co「ヨーグルト」(zho)がある。

9 記録した語形式に対応例は見つかっていない。

鈴木 博之（2022）『言語記述論集』14: 65-114

71



蔵文共鳴音（鼻音、半母音）字 ng, ny, n, m, w, jは、wを除いてそれぞれ蔵文の表す音価のと
おりに対応する。蔵文 wの対応形式は有声唇歯接近音となる。たとえば、(4)のようである。

(4)

˚N3「私（絶対格）」(nga)
ő3「魚」(nya)
ne hp3「病人」(nad pa)

mA「バター」(mar)
˚V3 mo「狐」(wa mo)
je:「文字」(yi ge)

3.1.2 蔵文阻害音基字に先行する子音字がつく形式との音対応
蔵文阻害音基字に先行する子音字の種類は多いが、音対応の観点から見れば複雑な対応関係
ではない。
以下に、先行子音字が m, ’かそれ以外かで分けて例をあげる。前者は前鼻音に対応し、後者

は前気音など非鼻音が先行子音として現れる。
なお、3.1.1で見た音対応には、有声閉鎖・破擦音が現れない。これらは蔵文において、以下
に示すように、基字 g, j, d, b, dzに先行する子音字がある場合に現れる。

先行子音字がm, ’のもの
(5)のように、先行子音字が m, ’の場合は、ほぼ規則的に前鼻音をもつ初頭子音に対応する。
なお、基字が有声音字の場合は有声音で、無声有気音字の場合は無声有気音字で対応する。

(5)

˚Ngo「頭」(mgo)
Nge「伝染する」(’gos)
ődýi「手で支える」(’ju)
˚nd3「矢」(mda’)
ndo w3「寺」(’du ba)
mbu「虫」(’bu)
˚ndzW:「指」(mdzub gu)
ndz@ Hli「世界」(’dzam gling)

N̊khE m3「腎臓」(mkhal ma)
N̊kho r3「庭」(’khor ba)
˚ő̊tChW p3「唇」(mchu pa)
n
˚the wo「親指」(mthe bo)
n
˚th0「飲む」(’thung)
m
˚ph0「飛ぶ」(’phur)
n
˚tsh@ hp3「胆嚢」(mkhris pa)
n
˚tsho w3「生活」(’tsho ba)

先行子音字が m, ’以外のもの
(6)のように、先行子音字が m, ’以外の場合は、前気音をもつ初頭子音に対応する。前気音は
後続する主子音と有声性の点で一致するもののほか、「有声前気音＋無声無気主子音」の組み合
わせも認められる。
ただし、蔵文との対応関係から見ていくと、「無声前気音＋無声無気主子音」と「有声前気
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音＋無声無気主子音」の２種に、規則的な音対応を認めることができる。後者は蔵文の基字が
有声阻害音である場合に現れる。

(6)

hkE「吊るす」(bkal)
˚htCA「鉄」(lcags)
˚ht3「馬」(rta)
˚hpO「草地」(spang)
˚hts3「さび」(gtsa’)

HkE po「老人」(rgas po)
HtC0 He「蚤」(lji ba)
Hte mo「爪」(sder mo)
Hpi「吹く」(sbud)
Hts3 m3「ポット」(rdza ma)

ただし蔵文 sb, dbの組み合わせは、それぞれ/HV/, /Hw/に対応する。たとえば、HVi je「蛙」(sbal
ba)、˚HwO tCh3「権力」(dbang cha)などである。
一方、蔵文 dpの組み合わせには、˚hxo mbo「官」(dpon po)のように/hx/で対応するものがあ

る 10。
摩擦音字の場合、先行子音の有無にかかわらず有声性の観点からは蔵文と口語形式の間に対
応関係がある。(7)に基字に先行子音字がある場合の例を掲げる。

(7)

˚hxi「むく」(bshig)
˚HGW「弓」(gzhu)

˚hse nA「金（きん）」(gser nag)
˚Hzi「豹」(gzig)

3.1.3 蔵文足字 y対応形式
蔵文足字 y対応形式は大きく蔵文 Py対応形式と Ky対応形式に分かれる。蔵文 Pyとは基字

p, ph, bに足字 yを伴う形式を含む形式についていい、蔵文 Kyとは基字 k, kh, gに足字 yを伴
う形式を含む全ての対応形式についていう。
蔵文 Pyは基本的に前部硬口蓋摩擦音が対応する。たとえば、(8)のようである。

(8)

Chi「開ける」(phye)
˚C3「鶏」(bya)

Ca「与える」(sbyin)

一方、歯-歯茎阻害音が対応する例がある。たとえば、(9)のようである。

10 この対応関係は、アムドチベット語などからの借用語である可能性がある。アムドチベット語で
は、/xw, Xw/などに対応するものがある。華侃主編 (2002)、王雙成 (2012)などを参照。
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(9)

hse kh3「春」(dpyid ka) ndzE「貼る」(’byar)

ただし蔵文 dby対応形式は、˚HjA No「夏」(dbyar kha)のようである。
蔵文 Kyは基本的に歯-歯茎破擦音が対応する。たとえば、(10)のようである。

(10)

˚tsh@「犬」(khyi)
Hts3「漢族」(rgya)

Htse「８」(brgyad)

一方、前部硬口蓋破擦音が対応する例がある。たとえば、(11)のようである。

(11)

˚tCh0「あなた」(khyod)
˚htC@ hpo「幸せな」(skyid po)
˚tChW Hdýa n

˚tsho「海」(chu rgya mtsho)

ődýW ht3「ブーツ」(’gyug rta)

ただし、˚tshe: 「あなたたち」(khyed rang)のような例があることから、後続母音の性質が初
頭子音に与える影響がある可能性もある。

3.1.4 蔵文足字 r対応形式
蔵文足字 rを含む形式には、Pr (=pr, phr, brを含む形式)、Kr (=kr, khr, grを含む形式)、tr/dr
など閉鎖音を含むもののほか、srなどもある。’Azha方言では、Pr, Kr, tr/dr, srで異なる対応関
係を示す。それぞれ順にみていく。
まず、Pr対応形式はそり舌閉鎖音で現れるものが多数である。たとえば (12)のようである。

(12)

úhA to「肩」(phrag to)
˚húi m3「猿」(sprel ma)

úA「岩石」(brag)
˚ïãE「米」(’bras)

ただし、特に蔵文 spr, sbr対応形式、またその他少数例については、前気音を伴うそり舌摩擦
音もしくは/r/で現れるものもある。たとえば (13)のようである。

(13)

˚hùi: 「雲」(sprin dkar)
˚hùi lo「さる年」(sprel lo)

˚hùi「裂く」(dbral)
˚Hri「蛇」(sbrul)
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˚Hru nA「ハエ」(sbrang nag)

例外として、˚Hb3「黒テント」(sbra)がある。
Kr対応形式については、歯-歯茎破擦音に対応するもの、前部硬口蓋摩擦音に対応するもの、

およびそり舌閉鎖音に対応するものの３種類がある。いずれに対応するかは音韻論的な基準で
は決まらないようである 11。そり舌閉鎖音に対応するのは文化語彙が多く、読書音の影響が考
えられる。
歯-歯茎破擦音に対応する例は、(14)のようである。

(14)

˚tshi「導く」(khrid)
tso「小麦」(gro)

ndzew kw@「ほほ」(’gram pa)
n
˚tsh@ hp3「胆嚢」(mkhris pa)

前部硬口蓋摩擦音は蔵文 skrに対応し、たとえば (15)のようである。

(15)

˚hC3「髪」(skra) ˚hCA「怖がる」(skrag)

そり舌閉鎖音に対応する例は、(16)のようである。

(16)

˚úh@ htCi「１万」(khri gcig)
˚húa Chi「吉祥」(bkra shis)

ú3 Hãi「準備する」(gra sgrig)

蔵文 tr/dr対応形式については、(’)drのみが確認されているが、そり舌閉鎖音が対応する。た
とえば、(17)のようである。

(17)

ú0「６」(drug)
úE「思い出す」(dran)

ïãe「鬼」(’dre)

蔵文 sr 対応形式については、基本的にそり舌摩擦音が対応する。たとえば、(18) のようで
ある。

11 この現象は他の迭部県のチベット系諸言語にも認められる（仁増旺姆 2013）。
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(18)

˚ùu「命」(srog)
˚ùi m3「妹」(sring ma)

˚ùO「かわうそ」(sram)

3.1.5 蔵文基字・足字 l、および lh対応形式
’Azha方言では、基本的に蔵文 lには/l/が対応する。たとえば、(19)のようである。

(19)

lO「道」(lam)
lA hp3「手」(lag pa)

lo「年」(lo)

蔵文足字 lについて、/l/が対応する。なお、前気音を伴うことが多い。注意が必要なものとし
て、蔵文 kl, slには/hl/という「無声前気音＋有声流音」という組み合せが認められるものがあ
る。たとえば、(20)のようである。

(20)

˚Hlo w3「肺」(glo ba)
HlO pa「蒸気」(rlangs pa)
˚hlW「龍神」(klu)

˚Hl3「魂」(bla)
hlO「物乞いする」(slang)
˚lE ka「月（天体）」(zla dkar)

一方、蔵文 lhには/Hl/または/h/が対応する。たとえば、(21)のようである。

(21)

Hl3「神」(lha)
Hle Hl0「ゆるい」(lhod lhod)
Hli「残される」(lhag)

hA ka「風」(lhags pa)
hA「靴」(lham)

3.1.6 蔵文基字 y対応形式
蔵文 yには/j/が対応する。たとえば、(22)のようである。

(22)

je: 「文字」(yi ge)
jE r@「上へ」(yar ba)

˚HjA「ヤク」(g.yag)
˚Hje m3「花椒」(g.yer ma)
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3.1.7 蔵文足字 w対応形式
’Azha方言では、蔵文足字 wに対応する音形式は現れない。たとえば、(23)のようである。

(23)

˚hts3「草」(rtswa)
x3「帽子」(zhwa)

ra re「角（つの）」(rwa rwa)
˚tsh3「塩」(tshwa)

3.1.8 蔵文鼻音字が基字となる形式
’Azha方言では、蔵文鼻音字が基字として単独で現れる場合は、(4)で掲げたように、それぞ
れの調音位置の有声鼻音が現れる。たとえば、(24)のようである。

(24)

m3 mo「めす綿羊」(ma mo)
nu「牛」(nor)

ő3「魚」(nya)
˚N3「私」(nga)

ただし、蔵文 mを初頭子音とする語が前部硬口蓋鼻音に対応するものがある。これらは蔵文
で後続母音が iまたは eの場合に認められる。たとえば、(25)のようである。

(25)

őe「火」(me)
ő@「人」(mi)
ői「名前」(ming)

˚Hői「目」(mig)
˚Hői「飲み込む」(mid)

これらは古蔵文において初頭子音字が myとつづられる形式との対応を見せる。また、「目」
は古蔵文 dmyigに対応関係がある。’Azha方言において、蔵文 myを含む例は前部硬口蓋鼻音
に対応し、たとえば、(26)のようである。

(26)

őu「したことがある」(myong)
˚Hőe hp0「芽」(myu gu)

˚hőo Hb3「狂人」(smyon pa)
˚hői m3「竹」(smyug ma)

以上に示した例にも見られるように、蔵文鼻音字基字に先行子音字 sが存在するとき、無声
前気音が現れる。たとえば、(27)のようである。
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(27)

˚hm0 r3「霧」(smug pa)
˚hőE mo「聞きよい」(snyan mo)

˚hnO「鼻水」(snabs)
˚hNe「野菜」(sngon)

蔵文鼻音字基字に s以外の先行子音字が存在するとき、原則的に有声前気音が現れる。たと
えば、(28)のようである。

(28)

˚Hm3「傷」(rma)
˚HnO Ngo「天」(gnam ’go)
˚nA:「耳」(rna ba)
˚Hn3 htCA「誓う」(mna’ skyel)

˚Hői lA「夢」(rmi lam)
˚Hői He「古い」(rnying ba)
˚HNi「銀」(dngul)
˚HNA「派遣する」(mngag)

3.2 母音字＋後接字部分
ここでは、’Azha方言の蔵文母音 (a, i, u, e, o)＋後接字の対応形式について、後接字を伴わな
いとき、閉鎖音の後接字 (b, d, g)を伴うとき、鼻音の後接字 (m, n, ng)を伴うとき、それ以外の
後接字 (r, l, s)を伴うときの４種に分類して掲げる。後接字に再後接字 sがつく場合があるが、
口語形式に明確な対応関係を得られないため、以下では省略する。語末位置で現れる事例を中
心に記述し、必要に応じて語中での形式についても触れる。
/で区切ってあるものは自由変異ではなく、語ごとに決まっている。すなわち、特定の語には
１つの音形式が決まっており、口語形式と蔵文との対応関係を複数認める必要があるいうこと
である 12。

3.2.1 蔵文後接字を伴わないとき
蔵文後接字を伴わないとき、すなわち蔵文において開音節形式（#, ’）となるの場合で、語末

位置における基本的な対応関係は表３のように示すことができる。なお、末子音位置に現れる
蔵文 ’は音価をもたないと考えられるため、ここに含める。

表３：蔵文開音節形式の音対応

V\C # / ’
a 3 / a
i @

u W

e e
o o

12 なぜそのようなことが起きているのかは共時的記述からでは不明な部分が多く、本稿では扱わない。
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たとえば、(29)のようである。

(29)

˚sh3「地」(sa)
r0 hpa「骨」(rus pa)
˚nd3「矢」(mda’)
r@「山」(ri)

˚tChW「水」(chu)
őe「火」(me)
Hto「石」(rdo)

なお、aを母音字とする末子音の伴わない音節が語中にある場合、/3/ではなく/a/に対応する傾
向がある。たとえば、˚kh3「口」(kha)に対して kha hpW「あごひげ」(kha spu)のようである。

3.2.2 蔵文後接字が閉鎖音字のとき
蔵文後接字が閉鎖音字（b, d, g）の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表４のよう

に示すことができる。

表４：蔵文後接字が閉鎖音字の形式の音対応

V\C b d g
a O e A

i i i i
u i 0

e i e A

o e u

以上の中には、語中に現れるものでも表４のように対応するものが多い。
表４に対応する具体例は、(30)のようである。

(30)

˚khO「針」(khab)
Hti「陥没する」(rdib)
˚li dýa「平らな」(leb ?)
˚hke「声」(skad)
˚Hői「飲みこむ」(mid)
phi li「肥料」(? lud)
xhe mo「力」(shed mo)

pe「チベット人」(bod)
˚HGA「放置する」(bzhag)
˚Hői「目」(mig)
˚ïã0「龍」(’brug)
˚ùA「やけどする」(sreg)
˚ùu「命」(srog)

3.2.3 蔵文後接字が鼻音字のとき
蔵文後接字が鼻音字（m, n, ng）の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表５のよう

に示すことができる。
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表５：蔵文後接字が鼻音字の形式の音対応

V\C m n ng
a O E O

i i i
u 0 i 0

e i
o u a u / 0

以上の中には、語中に現れるものでも表５のように対応するものが多い。
表５に対応する具体例は、(31)のようである。

(31)

˚HnO「雨」(gnam)
hs0「三」(gsum)
tu「熊」(dom)
˚hmE「薬」(sman)
˚hői「熟れる」(smin)
Hti「７」(bdun)
˚Chi「屁」(phyen)

la「はさむ」(lon)
˚hpO「草地」(spang)
˚xhi「木」(shing)
n
˚th0「飲む」(’thung)
n
˚thu「見える」(mthong)
me l0「鏡」(me long)

3.2.4 蔵文後接字がその他の子音字のとき
蔵文後接字がその他の子音字（r, l, s）の場合の語末位置における基本的な対応関係は、表６
のように示すことができる。

表６：蔵文後接字がその他の子音の形式の音対応

V\C r l s
a A / E 3 E

i e / i i
u i e
e e i i
o o i e

以上の中には、語中に現れるものでも表６のように対応するものが多い。
表６に対応する具体例は、(32)のようである。
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(32)

mA「バター」(mar)
HGE「剃る」(bzhar)
she she「黄色い」(ser ser)
˚hko「運転する」(skor)
˚hő3「発酵する」(snyal)
tshe「脂肪油」(tshil)
˚htsi「中間」(dkyil)

˚HNi「銀」(dngul)
úi「騾馬」(drel)
˚hki「淹れる」(skol)
rE「布」(ras)
˚Hői「二」(gnyis)
kwO ti「いつ」(gang dus)
˚tshe「染料」(tshos)

3.3 複数の音節にわたる特徴
ここでは、１つの音節を見るだけでは説明のできない２つの特徴について述べる。１つは長
母音に関するものであり、もう１つは語中における有声前鼻音と有声前気音の対応についてで
ある。

3.3.1 長母音の音対応
先に示した表３～６において、長母音がまったく現れないことが分かる。’Azha方言の長母

音は、そのほとんどの場合、蔵文の２音節形式に由来し、本来２音節あるはずの形式が縮約し
１音節になることによって、長母音として実現するものと分析できる。
長母音と蔵文の対応関係は、たとえば (33)のようである。

(33)

khA:「雪」(kha ba)
˚nA:「耳」(rna ba)
xhA:「鹿」(shwa ba)
˚hke:「分け前」(skal ba)
˚hùi:「雲」(sprin pa)
C0:「ねずみ」(byi ba)
tO:「煙」(du ba)

khO:「スープ」(khu ba)
Hte:「村」(sde ba)
˚htCA:「舌」(lce ba)
ő̊tChA:「牙」(mche ba)
˚sho:「背負いかご」(slel po)
sho:「炭」(sol ba)
sO:「鎌」(zor ba)

一方、指小辞（蔵文’u, guなど）に由来する長母音もある。

(34)

˚ndzW:「指」(mdzub gu)
pi:「小牛」(be’u)

je:「文字」(yi ge)

また、以上のほかにも縮約するタイプがある。たとえば、(35)のようである。
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(35)

ru: 「うさぎ」(ri gong) tshW:「外見」(tshugs ka)

なお、長母音をもつ代名詞がいくつか認められるが、蔵文との対応関係は明らかではない。

3.3.2 語中における有声前鼻音と有声前気音の対応
語中に位置する音節の初頭子音で、単独音節としては子音連続を伴わない形式を音対応とす
る音節が、有声前鼻音や有声前気音を伴う場合がある。たとえば、(36)のようである。

(36)

khA mb3「カム」(khams pa)
˚n˚tho Hbo「乾いた」(mthon po)
˚hkO Hbo「乾いた」(skam po)

˚Hle Hb3「湿った」(rlon pa)
xi Hbo「おいしい」(zhim po)

以上の例を見ると、先行音節の末子音字に鼻音字があることが分かる。表５を参照すれば分
かるように、’Azha方言では鼻音末子音字に対応する形式に鼻音の特徴が現れない。ただし、鼻
音末子音字をもつ音節が語中にくる場合は、後続音節の前鼻音や前気音に対応するという現象
が認められる。

4 まとめ
本稿では、アムド地域で話される非アムドチベット語である Thewo-smad チベット語’Azha

方言の音形式を蔵文と対照し、その対応関係を明らかにすることで、同方言の音対応の特徴を
明らかにした。このことから、次のような特徴が指摘できる。

• 蔵文の初頭子音連続のうち、Pr, Kr, Py, Kyの組み合わせに複数の音対応が認められる。
• 母音字＋後接字部分について、後接字の有無と母音の長短との関連が認められない。
• 長母音を含む音節は、蔵文において複数の音節に対応する。

本稿では、’Azha方言の超分節音素について取り上げなかった。この特徴は蔵文との直接的
な対応関係から整理するのが困難であるためである。稿を改め、検討する必要がある。

付記
本研究は 2017-2020年度日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 (A)「チベット文化圏東

部の未記述言語の解明と地理言語学的研究」（研究代表者：鈴木博之、課題番号 17H04774）およ
び 2018-2020年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (B)「高精細度広域地図による中国
および隣接する多言語地域の地理言語学的研究」（研究代表者：遠藤光暁、課題番号 18H00670）
の成果の一部である。
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付録：’Azha方言の語彙リスト
配列は華侃主編 (2002)に準拠し 13、名詞（天文地理、人体、人物、家畜、その他の動物、植
物、食物、衣料装飾、住居、生活用具、その他道具、文化教育、抽象物、位置方角、時間）、数
詞、代名詞、形容詞、動詞 14の順である。

天文地理

天　　 ˚nO Ngo
太陽　 ő@ m3

光　　 Ve
月　　 ˚lE ka
星　　 ˚hkE m3

天気　 ˚nO Ngo
雲　　 ˚hùi:
雷　　 ˚thu
風　　 hA ka
雨　　 ˚nO

虹　　 Va ze
雪　　 khA:

雹　　 she ra / khA: lu
霜　　 ˚pa
露　　 si je
霧　　 ˚hm0 r3
氷　　 ő̊tChi ru
火　　 őe
煙　　 tO:

電気　 ˚tje
空気　 ˚sh0
蒸気　 HlO pa
旱魃　 ˚thE b3

水害　 ˚tChW lu / ˚tChW xhu
世界　 ndz@ Hli
地　　 ˚sh3

山　　 r@
尾根　 po
谷　　 l0 H3

がけ　 kE p3

岩石　 úA

洞窟　 úA kh0
洞穴　 kh0
川　　 ˚tChW / ˚tChW lu
湖　　 ˚n˚tsho
海　　 ˚tChW Hdýa n

˚tsho
貯水池 ˚tChW kh3
池　　 n

˚tsh0
溝　　 l0
井戸　 to ődýW

杭　　 ˚kho to
道　　 lO
平原　 thA
沼　　 nA:

土　　 thje
畑　　 ˚sh3
農区　 ru w3

牧区　 ïãu hpa
石　　 Hto
埃　　 thje / Hti
泥　　 ődýe Hba
水　　 ˚tChW

13 ただし一部個別例について補足したものも含む。
14 ’Azha方言には、動詞の語幹交替が認められる。ただし、本稿では原則的に未完了の形式を採用す
る。語幹交替の記述は別稿にゆずる。
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泉　　 tChW l0
温泉　 ˚tChW hku
森　　 ˚nA

草地　 ˚hpO

金　　 ˚hse nA

銀　　 ˚HNi
銅　　 sA
鉄　　 ˚htCA

さび　 ˚hts3
アルミ ˚ha jO
瑪瑙　 C@ rW
炭　　 sho:

草木灰 ˚thje kh3

場所　 ˚sha j3
長江　 ïã@ tChW
黄河　 ˚Hma tChW
ラサ　 Hla sh3
カム　 khA mb3

アムド ˚Pa ndo
ポタラ宮 pu ta la
クンブム ˚hkW mb0

ラプラン Hla HrO
通り　 ˚ùO r3
村　　 Hte:
橋　　 sO mb3

故郷　 je

人体

体　　 l0 hpo
頭　　 ˚Ngo
髪　　 ˚hC3

お下げ ˚hCa re HE

額　　 the hpa
眉毛　 mi tsh@
目　　 ˚Hői
鼻　　 to Ha
鼻の穴 tA kh0
耳　　 ˚nA:

顔　　 kha ői
ほほ　 ndze kw@

口　　 ˚kh3
唇　　 ˚ő̊tChW p3

あごひげ kha hpW

もみあげ ndzA tA
あご　 ma dý@

首　　 ˚hke ht3
肩　　 úhA to
背　　 Hke ku

脇　　 N̊khE ta
胸　　 úO ka
乳房　 nW m3

乳　　 nW m3

腹　　 ˚tChW Nga
へそ　 ˚tChW G@ ˚hta:
腰　　 ˚hke hpa
尻　　 ˚HNo Hb3

太もも htC3 Na
ひざ　 tshi go pho lo
足　　 ˚hkwO

ひじ　 tsh@ Na
手　　 lA hp3 / lA hk3

腕　　 lA hk3 tshi b3

指　　 ˚ndzW:

手のひら lA Hdi
親指　 n

˚the wo
小指　 ˚Pa HgW

爪　　 she m@

指紋　 ˚n˚tsho
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拳　　 mbW tsh0
肛門　 htsA kh0
男性器 ýA

睾丸　 l@ hka
女性器 Ca HlW
皮膚　 ˚xha pA

しわ　 ˚htsi ka
あざ　 nA xh3
傷　　 ˚Hm3

傷口　 ˚Hm3 tCe sh3
しみ　 ˚Hm3

肌　　 xha lo w3

血　　 ˚tshA
筋肉　 ˚htsa Htsi
脈　　 ˚hts3
脳　　 te hpa
骨　　 r0 hpa
脊椎　 Hke tshe p0 hpa
肋骨　 khja ta r0 hpa
関節　 ˚tshi bu
骨髄　 ˚hkwO

歯　　 ˚sho
歯茎　 sho Hdz3
舌　　 ˚htCA:

喉　　 ˚Hői hp3

喉仏　 ˚Po ndi
肺　　 ˚Hlo w3

心臓　 Chi
肝臓　 ő̊tCh@ Hb3

腎臓　 N̊khE m3

胆嚢　 n
˚tsh@ hp3

腸　　 HtsW m3

大便　 ˚htsW:

小便　 HlE Hb3

屁　　 ˚Chi
汗　　 ˚HNi nA

痰　　 kha li
つば　 tChu m3

鼻水　 ˚hnO

涙　　 ˚Hői tChW
膿　　 ˚HnA

垢　　 ˚tsh@
声　　 ˚hke
死体　 ro
命　　 ˚ùu
寿命　 ˚tshe

人物

人　　 ő@

人民　 ő@ mO

平民　 ő@ mO

チベット人 pe
漢族　 Hts3
蒙古族 sho ko
回族　 xi xi
半漢半蔵 Htsa m3 pe
大人　 ő@ tChO

子供　 őA őu
赤ん坊 Pa ko
老人　 HkE po
老婦人 mo HkE

男　　 ˚hCe ri
女　　 ka m3

男女　 ka m3 ˚hCe ri
少年　 ˚hs@ r@
少女　 pW mo
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専門家 N̊khi hp3

商人　 N̊khe
医者　 ˚hmE Hb3

農民　 ro Ho
軍人　 ˚HmA

牧民　 ïão hp3

牧人　 Hts@ Hu
大工　 ˚xhi zu:

鍛冶屋 Nga r3
狩人　 xa ht3 / ùe N̊kh@ G@

英雄　 ˚hpa wu
学者　 je Hde p3

翻訳家 lo hts3
こじき lA ő@

泥棒　 ˚hkW m3

強盗　 tCA p3

病人　 ne hp3

王　　 Hdýa wo
皇帝　 Hdýa wo
官　　 ˚hxo mbo
首領　 Ngo w3

友人　 tChe ru
お供　 ndzo ru
教師　 ˚lO s@
靴屋　 hA Hãu
肉屋　 ˚hxa ő@

俗人　 ő@ hC3

四肢障害者　˚xa ra
盲人　 ˚Hői lu
聾唖者 ˚Hna Ve
禿げの人 ˚Ngo she ht3
猫背の人 HkW r@
ばか者 ˚HlE b3 / ˚V3 r@ V@

口唇裂 ő̊tChW xho
狂人　 ˚hőo Hb3

どもる人 kha ti
口の聞けない人　˚tCA ke

客　　 ïãe Hbo
知り合い ő@ No xhe
知らない人　 ő@ tCh3
下男　 ˚HlW:

祖先　 ő@ thu
祖父　 ˚Pa ői
祖母　 mo
父　　 ˚pa p3 / tCa tCh@
母　　 ma m3

両親　 pha m3

息子　 pW

息子の嫁 ˚Hn3 m3

娘　　 pW mo
娘婿　 tCi Hza
孫息子 tshu:

孫娘　 tsha mo
兄　　 ko ko
姉　　 mE mE / ˚Pa j3
弟　　 ˚hpi je / ˚hpi je tCh0
妹　　 ˚ùi m3

父の兄 ˚Pa GW

父の兄の妻 ˚ùi m3

父の弟 ˚Pa GW

父の弟の妻 ˚ùi m3 / ˚Pa j3
甥　　 tshu:

兄弟　 ˚hpi je
姉妹　 ői ùi
母の兄弟 xO xO

母の兄弟の妻　˚Po ne
家族　 Hz3
親戚　 xha őe / ˚xha tsha le
夫　　 mA hp3

妻　　 nd0 ru
双子　 ˚htCa Hdze
私生児 őo ma
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家畜

家畜　 she dýe
牛　　 nu
黄牛　 pE HlO
ヤク　 ˚HjA
めすヤク ïã@ m3 / ïã@

子なしのめすヤク　 no hkO / ïã@ hkO

ゾ（ヤクと牛の交配種のおす）　˚ndzo
めすゾ ndzo mo
子牛　 pi:
おす牛 ˚HlO
めす牛 ˚p3

乳牛　 nu thi z@
湿牛糞 ˚htCw3

乾牛糞 ˚htCw3

角　　 ra re
ひづめ ˚Hői hp0

皮　　 ˚hpA hk3

毛　　 ˚hpW ri
毛の色 ˚hpW ndu
尾　　 ˚HN3 m3

馬　　 ˚ht3
子馬　 ˚hti tC0

おす馬 ˚hta wo
めす馬 ˚hta mo
鬣　　 ˚ht3 re
馬糞　 ˚htCi li
羊　　 r3
綿羊　 l0

めす綿羊 m3 mo
山羊　 r3
子山羊 re:
子綿羊 lW:

羊毛　 r3 hpW

羊糞　 ri m3

騾馬　 úi
ロバ　 po lW
らくだ ˚HNe mo
ぶた　 ˚phA
めすぶた phA m3

子ぶた pho:

ぶた糞 phA htsA
犬　　 ˚tsh@
めす犬 tsh@ mo
猟犬　 xha ht3
犬糞　 tsh@ htsA
猫　　 ˚Pa lW
うさぎ ru:

鶏　　 ˚C3

おんどり te wo
めんどり te m@

ひよこ Ci r0
とさか te wo se la
翼　　 hxo tCa
羽　　 Ca hpW

鶏糞　 Ca htsA

その他の動物

野獣　 r@ tA
猛獣　 ˚htCE zE

虎　　 ˚htA / V3 lW
獅子　 ˚she Hge
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龍　　 ˚ïã0

爪　　 Hte mo
猿　　 ˚húi m3

象　　 ˚HlA Hbu tChe
野牛　 ˚Hke HjA
豹　　 ˚Hzi
熊/パンダ tu
ヒグマ úe mo
いのしし phA Hke
鹿　　 xhA:

黄羊　 Hgo w3

キバノロ ˚HlA:

麝香　 ˚Hl3 hts@
かわうそ ˚ùO

ヤマアラシ ˚Ch3 Hbo H3

ねずみ C0:

ねずみ糞 C0: htsA
リス　 C@ htA mo
いたち li Hke
ジャッカル m

˚ph3 Ho
狼　　 ˚hCO HgW

狐　　 ˚V3 mo
鳥　　 Ci r0
鳥の巣 Ci r0 n

˚tshA / Ca tshA
鳥糞　 Ca htsA
鷹　　 CE Hke
とんび tsh3
はやぶさ Ci HlA

ふくろう V0 p3

ツバメ xha la C0:

すずめ Ci m3

こうもり ph3 Hgo bo
からす kh3 ht3
啄木鳥 ˚xhi HtA mo
カッコウ ˚khW k0

孔雀　 ˚Ca Hma ja
亀　　 sh3 Hda re ja
蛇　　 ˚Hri
蛙　　 ˚HVi je
おたまじゃくし　˚khO HbW

魚　　 ő3

虫　　 mbu
蚤　　 HtC0 He
しらみ ˚xhi
ハエ　 ˚Hru nA

アブ　 htsA HlW
蚊　　 Vu ze
蜘蛛　 Hba Hto
蜘蛛の糸 Hba hta
ミミズ Hto l0
アリ　 tsu tsA tsu m3

アリ塚 tsu tsA tsu m3 tshA
ミツバチ ˚Hru:

蝶　　 ho mo la dza

植物

木　　 ˚xhi
枝　　 ja Hl3
苗　　 Htu úh0

根　　 htse p3

葉　　 ˚na lo

花　　 me tu
芯　　 nA ri
芽　　 ˚Hőe hp0

柳　　 ˚htCwe mo
柏　　 ˚xhW hk3
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ぶな　 ˚tshi hka / ˚tshi nA

栴檀　 ˚tsE HtE
竹　　 ˚hői m3

とげ　 tsh@ ma
果物　 xhi HãE

桃　　 thO rW
梨　　 ˚kW

柿　　 ndA dA

はすの花 me tu ˚pE m3

冬虫夏草 ˚mbW

胡桃　 ˚htE Hg3

穀物　 lo
食料　 ˚ïãW

米　　 ˚ïãE

種　　 sha NE

玄米　 ïãO HbW

小麦　 tso
青禾果　 nE

麦（植物） sho m3

麦の殻 tsa hkE

とうもろこし　 pO k0

野菜　 ˚hNe
唐辛子 la tC0

たまねぎ ˚tsu
にんにく Hko k3

白菜　 ˚ki:
食用種子 phA hto
豆　　 ˚ùE lu
大豆　 ˚ùE m3

蚕豆　 ˚ùE m3

えんどう ˚ùE lu
草　　 ˚hts3
きのこ xha mo
人参果 tso m3

ひまわり ő@ m3 me tu
米　　 ïãE

食物

ごはん s3
粥　　 ïãE tCh@ / ïãE HbA Hbo
小麦粉 ˚Che
豆粉　 ùE Che
モモ　 kha sho
麺　　 ˚No ta
蒸しパン ˚pu dz@
ケーキ ˚thi
乾物　 HzE
朝食　 nO HzE
昼食　 k0 HzE
夕食　 n

˚tshE HzE
ミルクティー　 tCa xo
肉　　 ˚xh3

赤身　 xh3 nA

油　　 ˚je
植物油 ˚je
脂肪油 tshe
バター mA

ヨーグルト Co
チーズ tChW r3
初乳　 hú@

ツァンパ ˚htsO Hb3

牛肉　 no xh3
ソーセージ tshi HtsW / xh3 HtsW
塩　　 ˚tsh3
花椒　 ˚Hje m3

卵　　 Hko NO
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スープ tChu hke / khO:

酒　　 tChO
湯　　 tChW lo ts3
茶　　 tC3

タバコ ˚th3 p3

薬　　 ˚hmE

ぶたの餌 ˚phA tCe
馬の餌 tChE
鼻タバコ ˚hn3 th3

衣料装飾

糸　　 ˚hkW hp3

布　　 rE
絹　　 ˚ta
絹製品 ˚úh0
プル（分厚い生地の民族衣装）　˚úh0
コート rE l3
袈裟　 HzE
衣服　 tsha tChi
チュバ（長い袖の民族衣装）　 rE l3
襟　　 ko:

袖　　 phW r0
ボタン the j0
ズボン hkO lA
スカーフ Ngo Ci
帽子　 x3 ri / x3

ベルト ˚hke rA

股引　 ő3 Ci
靴　　 hA

ブーツ ődýW ht3
シャツ tsh@ le
起毛ジャケット　˚htso hp3

ハンカチ lA Che
櫛　　 sh@ mA

宝石　 re Hbo tChe
珊瑚　 CW rW
ジャスパー ˚HjW
象牙　 ˚HlA bu tChe ő̊tChA:

イヤリング ˚Hn3 l0
指輪　 ndz0: / ndz0 Ci
ブレスレット　 te j0

住居

毛布　 ˚HtE
枕　　 ˚hNE Hgo
布団　 ˚hts3 HtE
座布団 ˚HtE
家　　 xhA No
屋根　 n3 HgwO

宿屋　 ˚l0 ù@

軒　　 CE HdO

キッチン thO kh3

牛小屋 no r3
ぶた小屋 phA z3
山羊小屋 r3 tshO
綿羊小屋 l0 tshO
鳥小屋 ˚C3 tshO
レンガ ˚tC@ phA
瓦　　 ˚V3

壁　　 N̊khA
丸太　 ˚xhi
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板　　 ˚k3 t3
柱　　 kA:

門　　 Hko m3

閂　　 Hko tA / Hko tE
玄関　 Hts3 Hko
窓　　 úhA j0
階段　 Hdýa hkE / ˚hts@ hkE

梁　　 ˚phu
ステップ Hdýa hkE / ˚hts@ hkE

テント ˚Hb3

竹垣　 r3
庭　　 N̊kho r3
トイレ ˚Ca l0

生活用具

もの　 tC3 lA
テーブル tCo htse
いす　 Ca t0
ベッド ő3 sha
箱　　 HkO HbW

キャビネット　 HkO HbW

入れ物 HkO tCh0
ガラス me l0
鏡　　 me l0
箒　　 pi tCA

明かり ˚kA me
蝋燭　 la lo
薪　　 HGo
炭　　 sho:

マッチ jA xo
松明　 me mba
線香　 ˚hpe
ごみ　 ko li
染料　 ˚tshe
かまど thO k3

鉄なべ ˚hlO dý0 ˚htCA hlA
フライパン ˚hlO dý0

蒸し器 l0 tChO
ふた　 kha jA
ナイフ ts0:

柄杓　 ˚kha ht0

スプーン tCa hti
しゃもじ ˚tChW htCi
ボウル ˚hk@ ji
皿　　 Hte tse
箸　　 ˚x0 Hd0

瓶　　 ˚k@ r0
ポット Hts3 m3

甕　　 Hts3 m3

壷　　 Hg0 ze
魔法瓶 thje xu
水がめ Hts3 m3

バケツ ˚tChW so
背負いかご ˚sho:

秤　　 Htsa m3

お金　 Hgo mo
資金　 n3 hpW

利息　 ˚hpW

商品　 n
˚tsho Hdzi

定規　 úhA xhi
針　　 ˚khO
錐　　 ˚Hb0

釘　　 ˚htCA ze
はさみ tCjE ndze
はしご ˚ts@ hkE

鎖　　 ˚s3
鍵　　 Hde ői
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車輪　 N̊kho lo
棒　　 Hte Hga / Hdý3

鞍　　 ˚ht3 Hk3

馬籠頭 Hgo Hd0

馬腹帯 ˚Hlo
馬嚼子 ˚ùO

しりがい No Hői
くびき ő3 xhi

牛の鼻輪 ˚hna l0 / ˚hnE htCW

めがね ˚Hői r3
印鑑　 ˚thi
牛皮縄 ˚tsh@ hp3

飛行機 ˚htCA C3

自転車 ˚htCA ht3

その他道具

道具　 tC3 lA
斧　　 ˚hta ri
金槌　 tho tC0

のみ　 ˚Hb0

鋸　　 sho le
やすり tu Hta
かんな thja:
のり　 Hdze: hC@

スコップ ˚htCA khE
鍬　　 ˚mE xhi
鋤　　 ˚hk3

ガソリン tChi j0
刃物の柄 ˚j0 He
取っ手 ˚j0 He
くさび ˚xhi ze
縄　　 ˚thA Hg3

肥料　 phi ri
鎌　　 sO:

水槽　 ˚V3 Vo

ふるい ˚tshA Hdi
碾き臼 ˚tChW n

˚thA
なた　 xha Hdi
ほら貝 t0 Hga
矛　　 Hd0

的　　 ˚mbE

鞘　　 ts@ xh0
銃　　 ˚m˚pho
弾　　 ˚nd3

弓　　 ˚HGW

矢　　 ˚nd3

わな　 ˚ndzi
落とし穴 ˚ndzi
毒　　 t0
磨き粉 lA n

˚th3
キルト ph0 kja
マットレス ő3 HtE

文化教育

文字　 je:
手紙　 je:
絵　　 r@ mo

本　　 m3 hpe
紙　　 xhu xhu
ペン　 ïã@ CW
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インク ˚hnA tsh3
学問　 jo Hda
話　　 C0 ri
チベット語 pe hkE

チベット文語　 pe ji
名前　 ői
記号　 ˚htA
物語　 htA hpe
ことわざ htA hpe
笑い話 Hka hCe
声　　 ˚hkE Hgo
歌　　 ˚HlW
民謡　 ˚HlW
踊り　 ˚ő̊tChO
太鼓　 pA t@
どら　 khE No
シンバル Hb0 tChE
竹笛　 ˚Hle j0
ラッパ Htsa Hle
タンカ thO N̊kh3
お面　 ˚mbA

宗教　 tChe l0
宗派　 úW n

˚tha
信仰　 tE hp3

神仏　 Hl3 / Hl3 ù0 m3

女神　 Hl3 mo
鬼　　 ïãe
女鬼　 Hti m3

悪魔　 Hti
竜神　 ˚hlW
仏陀　 shO Hdýe
霊魂　 HnO xhi
魂　　 ˚Hl3
円寂　 hCA sh0
天堂　 Hla ji
来世　 ˚tshe Ch@ m3

輪廻　 N̊kho w3

運　　 hse nA / hse nA khA lE
縁　　 le
善行　 Hke:
凶兆　 n

˚tha
ラマ　 ˚Hlo mo
活仏　 ˚hú0 hkW / ˚Hl3 m3

僧院長 N̊khE mbo
僧侶　 Pa kW

尼　　 tCo mo
ボン教 pe Hbo
還俗僧 ˚Ch@ lu
施主　 Hke:
占い師 mo Hdi
地獄　 ˚Hő3 wa
閻魔　 ˚hxi Hdýe
寺　　 ndo w3

経堂　 ndo w3

経院　 ú3 tshA
六字真言 ma ne
焼香　 ˚hsA
白塔　 ő̊tChe Hti
火葬　 ro hùA

マニ石 la htsE
墓　　 ro Hti
仏像　 Hla hkW

バター灯 ő̊tChe me
カタ　 ˚kh3 thA
護身符箱 ˚hk3 Hi
いけにえの動物　˚tshe tha
呪文　 ˚hNA

お経　 tChe
数珠　 úhe:
仏像彫刻家 Hl3 zo
金剛　 Hdo dýi
マニ車 N̊kho lo
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布施　 Hke:

抽象物

地位　 ko sh3
権力　 ˚HwO tCh3
生活　 n

˚tsho w3

給料　 ˚phu
分け前 ˚hke:
税金　 tshe
優待　 HzO sh3
用途　 ˚phE thu sh3
間違い nu
危険　 ˚ChA sh@
区別　 m3 htCi sh3
空間　 ˚hto w3

吉祥　 ˚húa Chi
感謝　 HzO n

˚tshe
裂け目 kE

痕跡　 Hdýi
影　　 tsi mo
色　　 ˚ndu
夢　　 ˚Hői lA
精神　 ˚shi

考え　 úE n
˚tsh0 / ˚hsO n

˚tsh0
外見　 tshW:

事情　 C3 wo
方法　 ˚Hlu
性格　 ˚úO
力　　 ˚Pe kh3 / xhe mo
監獄　 ˚hkA di
うわさ kh3 NE

罪　　 ˚őe / ˚őe w3

裏地　 nO m3

裸足　 ˚hkO Hdýi / ˚hkO Hdýi m3

引き出し tCh0 thi
武器　 n

˚tsho ő̊tCha
勝利　 úA

国家　 Hdý3 khA
会議　 tsho ndW / ˚tshu
距離　 ˚thO w3

歩行　 ˚hkO thO

位置方角

方向　 kha Chu
東　　 xha Chu
西　　 ő@ m3 ndzi Chu
中間　 ˚htsi / ˚htsi k0

そば　 sW kh3
前　　 ˚hN3 sho
後　　 C@ sho
外側　 ˚Htsa Hu
内側　 nO r@

隅　　 sW kW

先端　 ˚htso ke
周り　 n

˚th3 Chi
近所　 sW kh3 r@
境界線 ˚htA
頂上　 ˚thu r@
上側　 ˚kha r@
下側　 xo r@
上　　 ˚thu r@
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下　　 xo r@
下の方 xo r@
高いところ ˚kha r@
上の方 ˚thu
ふもと r@ Hma
以上　 jE ő̊tChi
以下　 mE tCi

上へ　 jE r@ / jE
下へ　 mE

上半身 khu hte
下半身 khu hmE

端　　 sW kh3 r@
底　　 xo r@

時間

時間　 ti tshe
今日　 t@ ri
昨日　 kh3 tsO
おととい ˚ndO khE ő0

さきおととい　 Hti khE ő0

明日　 nO m3

あさって ˚HnO ői
しあさって HGi ői
今晩　 t@ ri n˚tshE r3
明日の晩 nO m3 n

˚tshE r3
昨日の晩 khE tsO n

˚tshE r3
昼間　 ő@ mo k0

朝　　 nO hsE
正午　 ő@ mo k0

夕方　 Hku hka
夜　　 n

˚tshE r3
夜中　 n

˚tshE r3
真夜中 n

˚tshE htsi
晦日　 ˚HnO ko w3

えと　 lo ri
ね　　 C@ lo
うし　 ˚HlA lo
とら　 ˚htA lo
う　　 jo lo
たつ　 ïã0 lo
み　　 Hri lo

うま　 ˚ht3 lo
ひつじ l0 lo
さる　 ˚hùi lo
とり　 C3 lo
いぬ　 tsh@ lo
ぶた　 phA lo
日　　 ői k3

１日　 tshe htCi
２日　 tshe Hői
月　　 Htse hp3

午前　 ˚hNa ro
午後　 Hku kh3
１月　 lo hsa tshe htCi
２月　 ˚Hői w3

上旬　 Htse Ngo
誕生日 ˚hCe le ői k3

年　　 lo
年齢　 lo
最近　 t3 lE
今年　 lo ői nA

去年　 nO ni
おとどし nO ni ˚hNa ro
来年　 lo C3 me
再来年 lo Ch3 mo
以前　 t3 Hgo
昔　　 ődýi hte ˚hNo m3
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今　　 n
˚tshe n3

未来　 Ch3 mo ti
春　　 hse kh3
夏　　 ˚HjA No
秋　　 ˚hte Hg3

冬　　 Hki No
新年　 lo hsa
祭り　 ői k3

数字

一　　 ˚htCi
二　　 ˚Hői
三　　 hs0
四　　 HG@

五　　 ˚HNo
六　　 ú0

七　　 Hti
八　　 Htse
九　　 HkW

十　　 ˚thO Hb3

十一　 tCe htCi
十二　 tC0 ői
十三　 tC0 hs0
十四　 tC0 G@

十五　 ˚tCe No
十六　 ˚tC0 r0
十七　 tC0 Hti

十八　 tCo Htse
十九　 tC0 HkW

二十　 ő@ thO Hb3

二十一 ő@ xhW ˚htCi
二十八 ő@ xhW ˚Htse
百　　 Hts3 htCi
百一　 Hts3 tCi Ho ˚htCi
百八　 Hts3 tCi Ho Htse
千　　 ˚hto htCi
万　　 ˚úh@ htCi
十万　 mbo
半分　 ˚k3 ýe
第１　 ˚hNa sho
第２　 ti ùi sho
両/２　 to / ˚Hői

数量詞

１人　 ˚htCi
１碗　 ˚hka ji ˚htCi
１腔　 ˚khu
１ページ xho ã3 ˚htCi
１本の草 ˚hts3 ˚htCi
１粒の米 ïão Hb3 ˚htCi
１つかみの野菜　˚hpa kwA

２つかみの米　˚hpa to

１杯　 ri Hbu ˚htCi
１桶の水 ˚tChW ˚so ˚htCi / kwA

１碗のごはん　˚hka ji kwA

１つかみの土　 tshe hp3 ˚htCi
１時間 ti tshe ˚htCi
１輪の花 me tu ˚htCi
１文　 C0 ri ˚htCi
１そろいの靴　 hA p0 ˚htCi
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１対のウサギ　 ru: to / ˚Hői
１群れの羊 l0 ri Hbu ˚htCi
１区画の道路　 lA th0 hp3 ˚htCi
１節　 th0 hp3 ˚htCi
１日の旅程 ő@ m3 ˚htCi
片方の靴 hA tC0 ˚htCi
１回の食事 s3 Hti ˚htCi
１枚の布 tshe hp3 ˚htCi
１かご ˚tsh3 htu kwA

１セット ˚hpa ˚htCi
１歳（の動物）　 ts@ ˚htCi
１個の荷物 khE ˚htCi
１袋　 kwA

１列の家 xhO mo hta ˚htCi
１串の玉 úhe: ˚htCi
１滴の油 th@ kh3 ˚htCi
２階　 htsA ˚htCi
１つの部屋 xhO mo ˚htCi
１包み pO ˚htCi
１瓶の酒 ˚k@ r0 kwA

１つの泥 mba kwA

１斤　 Htsa m3 ˚htCi
２両　 ˚ùO ˚Hői / to
１斗　 úe ˚htCi / kwA

１尋　 ndo mb3 kwA

１咫　 ˚n˚tho ˚htCi

１ [指の幅の単位]　 sho ˚htCi
１対の牛 nu to ˚htCi
１元　 Hgo mo ˚htCi
１角　 to ˚htCi
１分　 ˚hka m3 ˚htCi
少しの間 ˚th@ kh3 je
１日　 ői ˚htCi
１夜　 n

˚tshE ˚htCi
１か月 ˚HlA: ˚htCi
１年　 lo ˚htCi
１歳　 lo ˚htCi
一生　 n@ ze
１歩　 ko mb3 ˚htCi
１度　 Ve ˚htCi
１声あげる Ve ˚htCi ˚htO
１回打つ Htsa hpu ˚htCi
１噛みする ˚sho pu ˚htCi
いくらか ˚th@ kh3 je
いくつか ˚th@ kh3 je
毎日　 ő@ re ő@ re
それぞれ ki mO

１倍　 lA p3 ˚htCi
毎晩　 ő@ re ő@ re n

˚tshE r3
１すくい ˚hpa kwA

代名詞

私　　 ˚N3

私たち２人 ˚Ne ői N3

私たち ˚Ni He
あなた ˚tCh0
あなた（敬称）　˚tCh0
あなたたち２人　˚tshe ői N3

あなたたち ˚tshe:

彼（彼女） ˚te
彼ら２人 ˚te ői N3

彼ら　 ˚ti He
我々　 ˚Pi He
我々２人 ˚Po ő3

皆　　 ki mO

自分　 rO re
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他の人 ˚őe
これ　 n@

これら ni He
ここ　 nO

この辺 nO r@
この２つ ne ői N3

このような ˚n0:

あれ（近） ne
あれ（遠） ph3 r@
あれら ph3 ri He
あそこ ˚ph3 r@
あの辺 ˚ph3 r@
あのような t0:

誰　　 kO

誰ら　 ku He
何　　 kO

どこ　 kO

いつ　 kwO ti
どのように kwO me
どれくらい ˚NgW:

いくつ ˚NgW:

そのほか Hýo p3

おのおの rO rO
一切　 ki mO

すべて ki mO

今回　 t@ ri
いつか pA pA

形容詞

大きい ýe hti
小さい shW:

太い　 ˚Hro Hbo
細い　 ˚úh3 j0
高い　 ˚n˚tho Hbo
低い　 ˚Hma m3

凸の　 ts3 Hbi da lW
凹の　 ˚Hl0 s@ t3 / V@ Ho
でこぼこの Hba Hb0 / k3 t@ k@ t@
長い　 r@ tsha
短い　 th0 th0
遠い　 thA ri
近い　 thA ői
中間の ˚htsi mo htCi / to to htCi
幅広い xi tCa
狭い　 xi tC0

広々した ku tCa
狭窄の ku tC0

厚い　 ˚n˚thW ko

薄い　 ˚ùO j0
深い　 ˚n˚tho Hbo
浅い　 ˚ùO j0
満ちた ˚kh3 Hgi t@
空の　 ˚hto H3

多い　 ˚Hza Na htCi
少ない si wo
四角い ko Hdý0

丸い　 ˚Hlu Hlu / r@ HlW
平たい ˚li dýa
尖った ˚htso kE / ˚Hno bo
はげた she la / she tha
水平の Hte mo / ku ku
おもての ˚hNa sho
うらの ˚Ch@ sho
命中した úo Hi
偏った xe th@ ri / shA shA
歪んだ xe th@ ri / shA shA
横の　 ˚htsi tChA la
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縦の　 úO wo la
まっすぐな úO m3

曲がった ˚Ci go
曲がりくねった　˚Ci go Ca mo
黒い　 nA nA

真っ黒の nA tsh@ Ne
白い　 hkW hka
赤い　 ˚Hma Hma
真っ赤の ˚Hma Hma
黄色い she she
真っ黄色の she lW Ne
緑の　 HtC0 He si
青い　 ˚hNo hNo
真っ青の ˚hNo lW Ne
灰色の ˚hC3 hC3

明るい ˚hkA wu Ne
まぶしい ˚Hle Hi tsh@ Ne
暗い　 nA tsh@ Ne / nA nA

重い　 HtCi mo
軽い　 j0 He mo
速い　 ndzu hpo
ゆっくりの k3 li
早い　 ˚hNa Hi / xa ri
遅い　 ˚Ch@ li t@
鋭利な ˚Hno Hbo
鈍い　 m@ Hno GW / ˚Hno Hbo ma Hgi
澄んだ tO m3

濁った ő0 t@ le
太った ˚HVe l3
肥えた HtsA p3

やせた ˚HVe NE

乾いた ˚hkO Hbo
湿った ˚Hle Hb3

濃い　 ˚ka r3
希薄な ˚xhW r3
密な　 ˚n˚thW ko

疎な　 ˚ùO j0
硬い　 ˚ù3 Hde
軟らかい le m3

粘つく ndze t@ le
つるつるの ˚she l@ Ne
ざらざらの Hke po
滑る　 HtCE ji
きつい tA t@ le
ゆるい Hle Hl0
固い　 ˚ù3 Hde
乱れた la l@ Ne
めちゃくちゃの　˚HmE l@ Ne
正しい ˚ht0 Hgi
誤った ˚ht0 ma Hgi
真の　 Hde mba / ˚ht0 Hgi
にせの ˚ht0 ma Hgi
生の　 ˚Hle Hb3

新しい ˚hsE hp3

古い　 ˚Hői He
よい　 ˚HzO Ho
悪い　 Pa G3

弱い　 Pa G3

高い　 ˚ku ˚n˚tho Hbo
安い　 ˚ku ˚Hma m3

育ちすぎの ˚Hői He
年老いた Hke hpo / lo tCh@
若い　 lo ˚hs@ lW
美しい ndza m3 / ˚HzO Ho
醜い　 Pa G3

熱い　 tsh3 de
寒い　 hsi m3

暖かい úo mo úo wo
温暖な úo po
涼しい ˚hsi l@ Ne
難しい ˚hk3 mo
簡単な hl3 mo
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芳しい xi Hbo
くさい Pa G3 / NE mb3

酸っぱい ˚hC0 mo
甘い　 ˚HNE mo
にがい ˚kh3 Hde
辛い　 Ne po
塩辛い ˚kh3 Hde
淡白な ˚tsh3 hC3 hC3

渋い　 r@ khi
暇な　 ˚hto w3

忙しい Ve th0 khi
裕福な ChA xh0
貧しい Hwo tCe
清潔な ˚htsA m3

汚い　 Pa G3 ˚m0 hC@

生きている ˚hse Hbo
新鮮な she hp3

死んだ xh@ t@ lW
明確な tA hsi
おいしい xi Hbo
聞きよい ˚hőE mo
見よい ˚HzO / jA hp3

うるさい ˚hkE Hdýi the
つらい ˚hk3 m3

退屈な ˚Hd0 n
˚the

急ぎの Ve th0 / Ve th0 hka th0
色とりどりの　 tsh3 G@ / she Ge
賢い　 úo ke

愚かな V3 V0 / ˚Hle Hb3

正直な úO mo
ずる賢い úo ke
和やかな ˚kh3 Hdý0 m3

傲慢な ˚Hwo ői C0

適当な ˚ú@ kW

凶悪な ˚Hwo htCW NE mb3

厳しい NE mb3

遠慮深い tCha ői
けちな ˚htsi k0

まじめな HlE Hzo
怠惰な Hge ze
平凡な ˚Hb@ r@ b@ r@
行儀のよい ˚kh3 NE ő@

がんばった ˚htsi l3 l3
かわいそうな　˚hőA HtCi
うれしい ˚Hk3 te
幸せな ˚htC@ hpo
平和な Hte mo
悲しい N̊kho tChe
精通した N̊khi p3

親切な úh@ hke
嫌な　 m@ Hk3

単独の rO re htC0

崖の多い r@ NE úA NE

近所の ˚htCA t@ / sW kh3 r@
まあまあ Pa l3 p3 l3

動詞

愛する Hk3

好きだ Hk3

固定する ˚htCA

淹れる ˚hki
抜く　 pje

壊して開ける　 HkE / ˚htCA

整理する ˚xwA

振る　 Hj0
負ける úA ma s@ ji
拝む　 ˚ChA tshe
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引っ越す ˚hp8

移動させる khW sh0 / khW tso
助ける ro ka / ra ru
結ぶ　 ˚hkA / Hto
包む　 ˚pO tCi
秘密を守る ˚hsO
保護する ˚ù0

満腹になる ïãO

抱く　 ˚pO

掘る　 ˚hkO

むく　 ˚hxi
はぐ　 ˚hxi
剥げる ku
暗唱する ˚Hlo HGA

背負う HkE ku ˚kh0
断食する ˚hő0 nE ˚ù0

強制する ˚pO tCe Ha
閉ざす ˚hts0
編む　 ˚hlja / ˚hle
変える ˚Hlu s@
病気である ˚na
繕う　 ˚hE Hb3 Hts@
補修する ˚hE Hb3 Hts@
布施する Hke: ji
拭く　 Chi
拭き消す Chi Hbu
答えを当てる　˚xhi
裁断する ïãa
踏む　 Hto tCa li Ve / m˚ph0
参加する ti nA ˚shW
隠す　 ˚HVE

掻く　 Hta
はさみ込む nO hts0
検査する ˚hta
縫い目を解く　˚hxi
破壊する ˚hxi

粉砕する HdýE

手で支える ődýi te / ődýi ru
撒く　 ˚ùe / Hý0

混ぜる ˚xh3 ùe
ねじる ˚hCi tsw3

大食いする ˚kh3 she
味わう ˚hta
弁償する Ce HdýE

歌う　 le
騒ぎたてる VW ti Ci
炒める ˚hNe
けんかする ˚HVa ri
沈む　 l0 / Ht3
量る　 n

˚thi
ほめる ˚hto hp3 ji
支える ˚hC3 hts0 / ïã@ je ˚ht3
傘を開く ˚tshE Hbu
完成する ïã0

盛る　 ˚Hl0 Ci / ˚htCi Ci
持ちこたえる　 nO xho
認める khE lo ˚Hb3 tsh0
清める tO htC0

食べる s3
撒き散らす hxu
ほとばしる ˚hxE

すりつぶす Ht0
持ち出す ts@ Hu ˚húO
タバコを吸う　˚th3 p3 n

˚thi
鞭打つ ˚Hti
出る　 ˚Hts3 sh0
取り出す ˚Hts3 Hlo
日が昇る ő@ m3 Hts3
出てくる ˚Hts3 hpi
掘り起こす Hbe
召し上がる ˚kh3 gi
着る　 ke
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履く　 ke
穴に通す ˚khO Hdzi
穴が開く ˚kh0 m

˚phi
穴を開ける ˚kh0 m

˚phi
伝承する Ci
伝染する Nge
吹く　 Hpi
吹き飛ばす phi
打つ　 ˚Hti
殴る　 ˚hts0 / ˚Hti
完全に穴が開く　˚hte
刺し傷が痛む　˚tsh3
急ぐ　 Hý0

よじる N̊khE
間違う ˚ht0 ma Hgi
答える khi lA
ぶつ　 Ht0 / ˚Hti
身振りで表す　 lA hk3 ji
狩をする ˚xh3 Ht3
撃つ　 po: HtsA
当てる ˚phu
けんかする ˚Hti ri
散らかす tho
分ける ˚kh3 Hka
倒す　 ˚hto
引いてくる le
薪拾いをする　 n

˚thW
脱穀する Ht0
居眠りする ˚Hői lo
あくびする Pa thjo lW
おくびを出す　 ïãA t@
開ける ˚kh3 Chi
稲光がする ˚thu HtsA
雷が鳴る ïã0 HtsA
持ち歩く ˚kh0
戦争に行く HtsA ri

結び目を作る　˚ndW hp3 HtsA
いびきをかく　˚hNo hp3 ji
くしゃみする　 Pa thjo lW
世話をする ˚hpO

導く　 ˚tshi
（帽子を）かぶる　 ke
（布を）かぶる　˚hCi
（腕に）身につける　 Htsi
生まれる ˚hkW n

˚tsh0
遅れる Ngo
さえぎる ˚hko
倒れる Hze H3

倒す　 Hze H3

つき砕く Ht0
裏返す ˚Ch@ k3 tA
着く　 ˚hli
得る　 rA tChi
待つ　 Hk0

地が震える sh3 Hgi
頭を下げる ˚Ngo Hk0

うなずく ˚Ngo Hgi
点火する ˚sh0
燃える mbE

灯す　 ˚hkE

詰め物をする　˚HtE thi
しおれる ˚jE
ほおばる ndz0
落ちる ˚thA Hl0
吊るす HtE
釣る　 Hz0
転ぶ　 ˚HV3 xho
重ねる ˚htO
噛みつく ˚sho HtO
叩き入れる te Gi
なくす po
理解する ˚h3 ko
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凍る　 n
˚tshA

動く　 Ngi
ちょっと動く　 Ngi
読む　 nde
ふさぐ HtsA
渡る　 HkE

切れる ˚tChe
折れる ˚tChA
ちぎる ˚htCe
折る　 ˚htCA

隠れる HVa
切り分ける ˚htsu
印を押す ˚she htsA / Hte
飢える ˚hto
押しつける ˚HnE

怒る　 se hk3 se
誓う　 ˚Hn3 htCA

身震いする HdE

発酵する ˚hő3

熱がある ˚tsh3 lO
心配する Ht0
発芽する Hbi
罰する ˚tChE hp3 htCe
翻す　 ˚Hze lW ˚hko
振り返る ˚Hze lW ˚hko
反対する No Hlo
翻訳する lo ts3
反芻する ˚hx0

つむぐ N̊khE
放置する ˚HGA

入れる ˚htO
放牧する nu n

˚tsho
火をつける őe hs0 / ˚HGA

飛ぶ　 m
˚ph0

分かち合う Hke
分家する sh@ z3 Hke

分離する ˚kh3 Hke
分かれさせる　˚kh3 hto
狂う　 ˚hőo Hb3

縫う　 ïã@ khi
塗る　 ˚C0

孵る　 ˚nu
手を置く ˚tC0

適合する ˚htCi Hgi / n˚tho Ngi
適合させる ˚ht0 Hgi
腐る　 ri
かぶせる Hko
かぶる Hko
乾く　 ˚hkO Hbo
喉が渇く ˚hkO

働く　 lE Hgi
風邪を引く ˚Hno He C0

あえてする j0 Ve
言う　 ˚HlE
告訴する ˚HlE
切り分ける ˚htCe / ˚hxe
切断する ˚htCe
切ってしまう　˚htCe
刈る　 Hga hki
隔てる ˚htCe
靴擦れを起こす　˚HnE

与える Ca
ついて行く Ce Ce Hdzo
耕す　 Hmo
つるす Htsi kh0
いっぱいである　 HdO

計る　 ˚hA lO tCe
雇う　 ˚Hl3
剃る　 HGE

風が吹く HtsO
掛ける hkja
電気を消す se
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関心を持つ she khi
閉める m@ hte / m@ htC@

囲い込む rA htC0

管理する ˚hku Ha Hgi
灌漑する ˚tChW Hl0
跪く　 ko k0 HtCe
転がる HgA lu ht3
年越しする lo hsa
渡る　 HkE

経る　 ˚Ngo
恥ずかしがる　 No tsh3
怖がる ˚hCA

呼ぶ　 HGe Hde
叫ぶ　 mbe HGe
飲む　 n

˚th0
適切である ˚htC@ hk3 Hgi
閉じる ˚kh3 htC@

うらむ tsh@ kh3 so
火であぶる ˚hkO Hdý@ / ˚ù3

なだめる Ngo / jO jO Ci
悔いる ődýo hp3 tCe
描く　 ïã@

身ごもる őA Hőu hCi w3

疑う　 she NE Hdz0
払い戻す ˚hCi Hb3 HGW

返却する ˚hC@ G@ HGi
交換する HtCe
振る　 Hji
帰る　 ˚Ch@ hp0

思い出す úE

答える la Hte
破壊する ˚she / je / je she
破壊させる je HtC0

できる ˚xhe
混ぜる ˚x3 ùe
攪拌する ˚hőu

生きている she
支える ˚hse
手に入れる lA tCi
水で混ぜる ˚x3 ùe
集まる ő̊tChi
積もる ˚hsu
集まる ˚x3 Hdi
集める Hdi
搾り出す ˚htC0

搾る　 n
˚thi

はさむ ˚htC0

預ける ˚tCi HA

送る　 ˚HNA

うらやむ she NE

締めつける ˚htCe
はさむ la
選び出す la / ˚Hlo
減らす ő0 He ji
はさみで切る　 úE

語る　 ˚hxE

落ちる pO

交換する HtCe ri
交付する ˚htCA

交わる tChe ru ˚HjA
水を引く ˚tChW htsi
こげる ˚n˚tshi s@
噛む　 HtE
教える hlA Ci
鳥が鳴く Ci r0 Hts@
猫が鳴く ˚Pa lW le
ロバが鳴く po lW NE

馬が鳴く ˚ht3 NE

牛が鳴く nu NE

犬がほえる ˚tsh@ s0
ぶたが鳴く ˚phA HGe
山羊が鳴く r3 HbE
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綿羊が鳴く l0 HbE

虎がほえる V3 lW Hts@
狼がほえる ˚hCO HgW Hts@
呼ばれる mbe
剥く　 Che
実がなる ˚htA
結氷する ˚ő̊tChA
結婚する ˚Hz3 ji
ほどく ˚htsi
お金を借りる　 Hgo mo ˚HjE
ものを借りる　˚HjE
浸す　 HVu
禁じる je m@ tChu
浸す　 HVu
入る　 nO ndzi
びっくりさせる　 ïão htC0

びっくりする　 ïão
救う　 ra ro j0
住む　 HtE
挙げる ja htswA

のこぎりで切る　 HãA

完全にする ˚kh3 tshu
巻く　 ˚Hri
縮む　 ˚hk0

掘る　 ˚hko
邪魔する ˚tC0

邪魔させる tCi tC0

開ける ˚Chi
沸く　 Hlo htsu
開く　 kE

運転する ˚hko / HtE
始める ˚Ngo xhe
開墾する ˚sh3 hlu je / ˚sh3 xh3
切り倒す ˚htse
切る　 ˚htCA

見る　 ˚hta

見せる ˚htE
見える n

˚thu
医者に見せる　˚hta
かつぐ ja htswA

暖める ˚ùA

頼る　 ˚hNe
ぬかずく ˚hChA tshE
咳をする lW
渇く　 ˚hku
刻む　 ˚hki
賛成する Ca n

˚th0
かじる tho Hgi
ほじくる úO

ボタンをかける　 Hý0

暇である ˚hto / ˚hto w3 hnO

泣く　 NW

眠たい ˚hkW / ˚Hői l0
引く　 n

˚thi
排泄する ˚htsW: n˚thO
辛い　 HNe po
漏れる li
来る　 ju
引っ張りあげる　˚htso hC0 / ˚htso Hlo
年をとる HkE

手綱で制御する　˚htC0

疲れる ˚hk3

つなぐ xe n
˚thi

量る　 ˚tshE
乾かす ˚hku wa
おしゃべりする　 HGA Ci / C0 le
裂く　 ˚kh3 HgE

ずぶぬれにする　 po
流れる ndzo
とっておく ˚HGa
耳が聞こえない　˚Hn3 Ve
抱きしめる ˚pO
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漏らす sA
混乱する ˚xhi
濾す　 ˚tshA
乱す　 ˚Hme l3 x@ l3
順番になる ri
積み重ねる ˚htsi
日が沈む ő@ m3 ndze
しびれる ˚Hri
叱る　 ˚hts@ ki
埋める ˚sh3 khu ˚HVe
買う　 őo
売る　 n

˚tshu
満ちる ˚kh3 Hgi / ˚kh3 kO

ない　 m@ hnO

隠蔽する ˚hko
燃え尽きる ˚she
さえずる HtsA
唇を軽く閉じる　˚hts0
理解する h3 ko
触れる rA
研ぐ　 Hta
粉をひく n

˚thA
つかむ la
持っておく la tChA
掻く　 ï̊úh0

できる HVe
枯れる Hli
凝固する ˚hkA

絞る　 ˚htC0

嘔吐する ˚hC0

這う　 ndzA
這って歩く tChi
山に登る ndzA
木に登る ndzA
叩いて音を出す　 Hte
整列する ˚htCA Hãi

派遣する ˚HNA

弧を描く N̊kho
走る　 ˚Hts@
茶を入れる ˚HwO

賠償する ˚hCi Hb3 hú8

埋め合わせる　 m3 x@

身につける ˚htA
膨張する ˚hC0

衝突する Ht0
木を切る ˚hse
浮く　 N̊khe
ほとばしる htC0

裂ける ˚hxA

破れる ˚hxA

壊れる tjE / ˚tChA
傷つく ˚Hlo HkE

壊れる ˚tChA
壊す　 ˚htCA

解剖する ˚hxe
敷く　 Hte
手荒く扱う ˚NE No tCe
だます ˚Ngo ˚Hju
レンガで造る　˚htsi
乗る　 ˚Hj0
起きる ja lO
牽引する ˚tChi
負う　 HtCi
略奪する ˚̊ïúhu
叩く　 Ht0
振り上げる ja Hdzu
詮索する Hdýa lu
切り刻む ˚htso / ˚ht0
口づけする ˚p3 Ha ˚xi
軽んじる n

˚tho ő̊tCh0
要求する ˚kh3 úu
追い出す HtE
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取る　 ˚Hlo
娶る　 ˚Hlo
行く　 ˚hpi / ndzo
回復する n3 se / n3 úA

治癒する se / úA

欠ける ˚htCi m@ tO
完全である ˚kh3 tshO
染める ˚tshi
叫ぶ　 VW ti hC@

道を譲る pha húe
温める ˚ùo
知り合う No xhe
投げる ˚to / ˚htCi
溶ける xW

溶かす xW htC0

もむ　 ˚HmE

耐える ˚hùa hts0 ka
なめす ˚Hői / ˚Hne
撒く　 HtsA
小便する n

˚thO
播種する sha NE nde
解散する n

˚tho
ゆるめる n

˚tho
掃く　 ChA

殺す　 ˚hse
ふるいにかける　˚tshA
日にさらす ő@ mE tCA / ˚hku wa
日向ぼっこする　 ő@ m3 Hde
稲光が走る ˚Hlu
傷つける ˚HmE

相談する tse k3

上がる jE hpi
射る　 ˚htso
射止める ˚m˚phu
伸ばす ˚htsO / ˚ùO

伸びる ˚ùO

伸びきる n
˚thi

にじむ sA
成長する ˚hCe
さびる ˚hts3 tChA
腫れ物が大きくなる　˚Hm3 hC0 / ˚Hmo hC0

産む　 ˚hCe
腹を立てる ˚húo lO
残される Hli
昇る　 xha
させる jE htC0

釈放する ˚HnA

である Hgi
収穫する HãA

受け取る lA tCi
閉じる ˚kh3 htCA

防御する ˚tshA htu
守る　 ˚ù0

髪をとく ˚xhE
負ける ma Ve
顔見知りである　 No xhe
調理される n

˚tshe
熟れる ˚hői
やせる ˚Ve NE

数える úO k@

ゆすぐ hxE

衰える őE htC0 pi
転落する ˚thA tChe / se htso
投げる ˚Hj0 / ˚htso
かんぬきをする　˚htE
結びつける ˚htA
眠る　 őE

寝つく ˚Hői Hlo
吸う　 nW

話す　 hxE

裂く　 ˚hùi / ˚hxA

死ぬ　 ˚xh@
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計算する ˚hts@
粉砕する n

˚thO
傷つける ˚htCA

錠をする s3 htswA

崩壊する Hdi
踏みつける ˚she Hts@
持ち上げる ja htswA

涙を流す ˚Hői tChW ju
横になる őE

やけどする ˚ùA

逃げる ïãe
物乞いする hlO
着る　 ke / Pa htsA
頭痛がする khi
蹴る　 HýW htsA htsA
剃る　 úA / HGE

曇りである ˚HnO Ngo ˚nA

晴れる ˚HnO Ngo tO
夜が明ける ˚HnO Ngo ChE

暗くなる mi r0
なめる HtA
担ぐ　 úhA hto N̊khW / úhA lA Hu
選ぶ　 she
踊る　 ő̊tChO ő̊tChO
跳ねる n

˚thi
脈打つ Hti / Hgi
貼る　 ˚ndzE
聞く　 őE

聞こえる ko
止める ˚ùe
知らせる ˚hkE htswA

盗む　 ˚hkW

投げる ˚htsA
吐く　 ˚m˚phe htO
押す　 m

˚phi
口実を設けて断る　˚hCi ti

退く　 ˚Ch@ htsi
飲みこむ ˚Hői
引きずる n

˚thi
脱臼する m

˚pha
背負う HkE Nge
掘る　 ˚hko
切り出す HtCi
曲がる ˚k0

曲げる ˚Chi Hg0

終わる ˚tshE
遊ぶ　 ˚htse mo ˚htse
忘れる HtCe
餌をやる nW Hdýi
におう hn0

尋ねる ˚htsA htsi
握る　 ndzi
ふさぐ ˚hts0
吸い込む Hãa
慣れる NE HlA
洗う　 ˚htsW
好む　 Hk3

目が見えない　 lu
下りる ˚thO p0

産む　 HGA

卵を産む Hko N3 HGA

雨が降る ˚HnO mbO

怖がらせる t3 Hti Ci
陥没する Hti / l0
捧げる Hb0

慕う　 ˚hői m3

信じる je tChi / Chi thu HdzO
思う　 ˚hsO lo thi
思い出す úE

したいと思う　˚hsO
似る　 r@
消化する HGe / CW
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消える jE
下る　 ˚hxW

削る　 HGu
気をつける shi htC0 / k3 li
笑う　 Hke
書く　 ïã@

下痢する ˚hxE

鼻をかむ Chi
目覚める ˚Hői shE
恥ずかしがる　 No tsh3
休む　 mE ùi
刺繍する ïã@

学ぶ　 hlo
燻製にする tO: Ht0
探す　 n

˚tshe
押さえる ˚hnE

去勢する ˚hmE

粉にする ht0
より分ける ˚hCE

かゆい s3
育てる ˚hso
揺れる Hge
揺する ˚Ngo Hk3 Hki Ci
噛む　 ˚sho Hto
掬う　 ˚htCW

必要である Hko
引き入れる ˚tshi
頼る　 t0 htE
あふれる ˚me
秘密にする ˚hsO
勝つ　 úA pe
迎える ˚N3 hso
抱擁する ˚pO / ˚VE Hg0 tO
泳ぐ　 tChW őe ˚ht3
持っている ˚hnO

いる　 ˚hnO

存在する ˚hnO

出会う ˚kh3 th0
賛成する ˚kh3 jA
越える HkE

めまいがする　 Ngo j0 n
˚tshi

許可する ˚tChu
栽培する HdzW
いる　 ˚HdE

増える lA pW / kh3 hno
彫刻する ˚kho
刺す　 ˚htso
刺しこむ ˚hts0
瞬きする ˚hp3

抽出する Ht0 / ˚htsA
摘む　 ˚htsu / ˚htCe
糊づけする ˚ndzE
立つ　 ja lO
引っ張って開く　 HtO
大きくなる lA tChA
かさが増す ˚htCO

腹が張る ˚hko
火をつける xho
風邪を引く ˚shi tC0

召集する Hti
探し出す ˚Hői
刺す　 ˚nd0 HtsO
覆う　 ˚hkO

震える Ngi
奪い合う ï̊úhu ri
蒸す　 ˚htse
知っている ˚xhe
織る　 le ji / n˚thA
指す　 ndzW: Hdz0
種をまく ˚hts0 / ˚htO
腫れる ˚hC0

煮る　 ˚htse
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杖をつく ˚hts0
願う　 ˚hmo lA HtsA
ひっつかむ Hz0
振り返る ˚kh3 hko
角を曲がる ˚Chi Hgo lo
移動する ˚̊Nkho
移動させる N̊kho htC0

詰める nO Hti
追いかける ˚Ch@ Hte
準備する ˚tshA / ú3 Hãi
捉える Hz0
ついばむ n

˚thW

行く　 ndzo
呪う　 Hzo
中に入る Hdze
穴を開ける ˚hx0 hk0 / ph@
酔う　 Hz@
座る　 ˚thO Hte
する　 Hgi
夢を見る ˚Hői lA ˚Hői
商売する n

˚tshu je
連れる ru hp3 je
仕方　 Ngi tsh0

その他の品詞類

のみならず ˚te m@ tshE
～を除いて te Chi ma
ほとんど h3 lO htCi
もちろん ˚wO Hle
たった今 ma ht@ le
本来的に hkO htsE nE

そして r3
とても ˚xh@ / h3 htW k@

まだ　 ˚P0

今すぐ ˚hE ts@ mo
～か　 Hgi rO

一緒に ˚Hãu / ˚kh3 htCi
必ず　 ji n@ mE n@

～もまた C3 mO

それから ˚t@ lE
再び　 C3 mO

少なくとも ˚hkO mi ji l3
～まで ˚ht3 xhe
最後に C3 mO

突然　 ˚Hlo hts3 / ˚hE ts@ mo
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Sound correspondences of the ’Azha dialect of Thewo-smad Tibetan
with Literary Tibetan and a Japanese-’Azha word list:

With an introduction to Tibetic languages in Thewo County

Hiroyuki SUZUKI

Abstract
This article provides an exhaustive list of systematic sound correspondences between Literary Ti-

betan (LT) and the ’Azha dialect of Thewo-smad Tibetan. The ’Azha dialect belongs to the Thewo-
lho dialect group, spoken in Axia (’Azha) Township, Diebu (Thewo) County, Kanlho Tibetan Au-
tonomous Prefecture, Gansu Province, China. A Japanese-’Azha wordlist (ca. 1800 words) is
attached as an appendix at the end of the article.
The principal description of the sound correspondences is divided into three parts: initial [conso-

nants] (Section 3.1), rhyme [vowel + final consonants] (Section 3.2), and multi-syllabic phenomena
(Section 3.3). The article does not discuss suprasegmentals from the viewpoint of the sound corre-
spondence with LT.
Striking findings regarding the sound correspondences are the following:
• Multiple sound correspondences are attested for the LT combinations of Pr, Kr, Py, and Ky;
• The existence of LT finals does not lead to long vowels in ’Azha; and
• The ’Azha long vowels correspond to LT disyllabic words.

受理日 2022年 4月 8日
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セデック語トゥルク方言の次末音節における曖昧母音の後続母音への同化 *

落合 いずみ

帯広畜産大学

キーワード：セデック語、アタヤル語、曖昧母音、同化、再建

1 はじめに

本稿はオーストロネシア語族アタヤル語群に属するセデック語における曖昧母音の変化

を扱う。アタヤル語群に属するのは、セデック語とアタヤル語の 2言語である。両言語とも

に台湾で話される言語である。小川・浅井（1935：599）によるとセデック語にはセデック

語パラン方言とセデック語トゥルク方言の 2つの方言がある。本稿は両方言の形式を比較し、

曖昧母音にかかわる変化について議論する。本稿で曖昧母音と呼ぶのは əのことである。 
結論としては、セデック語トゥルク方言において、次末音節の歴史的曖昧母音―本稿で

は共時的には曖昧母音として現れないが曖昧母音に遡る母音の意味で用いている―がその

直接に後続する母音に同化することを、セデック語パラン方言の同源語との比較のもとに

示す。本稿の主眼はセデック語であるが、アタヤル語における同源語との比較にも言及す

る。ちなみにアタヤル語はスコレック方言とツオレ方言に大別される 1。これらアタヤル語

群の言語間、方言間の関係を図 1に示した。アタヤル語スコレック方言とアタヤル語ツオレ

方言から再建されるのがアタヤル祖語である。セデック語トゥルク方言とセデック語パラ

ン方言から再建されるのがセデック祖語である。アタヤル祖語とセデック祖語から再建さ

れるのがアタヤル語群祖語である。

図 1：アタヤル語群の系統樹

アタヤル語群祖語

アタヤル祖語 セデック祖語

スコレック方言 ツオレ方言 トゥルク方言 パラン方言

* 本稿は 2021 年 7 月 24 日に オンラインで開催された Phonological Association in Kansai の研究会に

おける研究発表を基にしている。本発表においてコメントをいただいた方々に感謝する。また、

本稿を読み合わせしていただいた野島本泰氏、セリック・ケナン氏にも感謝する。本稿における

不備はすべて筆者の責任である。
1  アタヤル語の方言区分は小川・浅井（1935：21）を参照した。 
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アタヤル語群祖語における母音体系を Li（1981）が再建している。それによるとアタヤ

ル祖語の母音には単母音として*a *i *u *ə の 4 つ、二重母音として*ay *aw *uy の 3 つが再建

されるとする。アタヤル語群祖語からアタヤル祖語とセデック祖語が分岐するが、これら

分岐した後のアタヤル祖語またはセデック祖語の母音体系については言及されていない。

というのも Li（1981）はアタヤル語諸方言とセデック語諸方言からアタヤル語群祖語を直

接導いたためで、アタヤル語諸方言からアタヤル祖語を再建する過程、セデック語諸方言

からセデック祖語を再建する過程、そしてアタヤル祖語とセデック祖語からアタヤル語群

祖語を再建する過程を省いている。しかしながら Li（1981）が再建したアタヤル語群祖語

の母音体系は、アタヤル祖語とセデック祖語の母音体系の骨格を成しているため、ほぼそ

のままアタヤル祖語とセデック祖語に適応できると言える。

また、Wolff（2010：111）が述べるように、アタヤル祖語（アタヤル語とセデック語）は

アクセントの置かれる次末音節よりも前の音節において母音が弱化するという音韻的変化

を持つことに特徴がある。このようにアクセントの置かれる次末音節より前の音節におい

て弱化した母音を本稿では弱化母音と呼ぶことにする。多くの場合弱化母音は曖昧母音で

現れる。アタヤル語群において前次末音節やそれより前の音節は弱化母音に変わるため、

本来の母音は次末音節と語末音節に保たれる。

上記の母音体系には以下の補足が必要である。まずセデック語において二重母音 uy は次

末音節には現れず、語末音節にのみ現れる（落合 2016a：19、月田 2009：60）。さらに、落

合（2016b）はセデック祖語において語末音節に現れる二重母音として*əy も再建している

が、この二重母音は現代のセデック語方言において uy に変わっている。これについて、Li
（1981：270）においてオーストロネシア祖語における語末音節の*ə がアタヤル語諸方言、

セデック語諸方言において uに変わったと述べている。つまり、アタヤル語群祖語において

語末音節の*ə は*u に変わったと言える。

母音について以上をまとめると、表 1に示したようにセデック祖語に再建される母音体系

は単母音が/a i u ə/の 4 つ、二重母音が/ay aw uy əy/の 4 つとなる 2。さらに二重母音のうち

/uy/と/əy/の 2 つは次末音節には現れず語末音節のみに現れる。

現代のセデック語方言の母音について言及すると、パラン方言の音素は母音/a e i o u/、二

重母音/uy/（語末音節のみに現れる）。落合（2015）によると母音/o/と/e/はそれぞれ二重母

音/aw/と/ay/に遡る。月田（2009: 56–62）によると、トゥルク方言は母音/a i u ə/、二重母音

/aw ay uy/を持つ（uy は語末音節のみに現れる）3。 

2  脚注 3 のセデック語の音素目録において y と w は子音としている。そして、これら二重母音は後

半の要素として便宜上 y と w の表記を用いているが、これら二重母音は前半の母音に子音の y ま

たは w が後続しているとは見なさず、全体として二重母音であると見なしている。 
3  セデック語パラン方言の子音は/p b t d ʦ k g q s x h m n ŋ l r w j/である。セデック語トゥルク方言の

子音は、月田（2009）を参照するとセデック語パラン方言とほぼ同じだが/ʦ/がない。本稿におい

て表記上、/j/は y を用い、/ʦ/は c を用いる。 
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表 2：セデック祖語、セデック語トゥルク方言、セデック語パラン方言の母音体系

単母音 二重母音

セデック祖語 *a *i *u *ə *ay *aw（次末音節と語末音節）

*uy *əy（語末音節のみ）

セデック語トゥルク方言 a i u ə ay aw（次末音節と語末音節） 
uy（語末音節のみ） 

セデック語パラン方言 a e i u o uy（語末音節のみ） 

本稿が採り上げる音韻変化は、曖昧母音の同化である。この同化が起きるのは、トゥル

ク方言において、次末音節の母音が曖昧母音であり直後に語末音節の母音が後続する場合

である。言い換えれば語末音節にオンセットが無い場合である。形式としては CəVCを持つ。

この形式には語頭子音と語末子音に挟まれた母音連続が見られる。この母音連続は曖昧母

音とその直後の母音から成るが、前半の曖昧母音が後半の母音に同化する音韻変化が起き

る。3 節ではこの同化をトゥルク方言とパラン方言における同源語を比較することによって

明らかにするが、その分析の準備段階として関連する音韻変化について 2 節で説明する。

その上で 4 節ではトゥルク方言において語末音節が母音 u で終り、その母音 u が歴史的に

曖昧母音に遡る語（形式としてはトゥルク方言で CVCu だが歴史的には*CVCə に遡る語）

に対し母音から始まる接尾辞-V などが付加し、CVCu-V となり 4、歴史的曖昧母音としての

u が次末音節に移動すると、3 節で述べるような語根内部における次末音節曖昧母音の後続

母音への同化と同じ変化が起きることも議論する（4 節）。最後にアタヤル語にかろうじて

見出した同源語との比較も試みる（5 節）。

2 音韻変化の補足

2.1 パラン方言における次末音節歴史的曖昧母音の eへの変化

パラン方言における次末音節の曖昧母音の変化について述べる。Ochiai（2018a：24）に

よるとパラン方言では次末音節の曖昧母音は e に変化したが、トゥルク方言は曖昧母音を保

存している。例えばトゥルク方言において「汁、スープ」を表す語は bəguであるが 5、パラ

ン方言においては begu である 6。

4  本稿では接辞として、接尾辞のほかに接中辞も登場する。接尾辞と接中辞が対になって接周辞を

成すものもある。本稿に登場する接辞の多くは態と時制、または態と法を表すものであるが、本

稿 4 節は形態音韻論に重きを置くものであるため、接辞の機能などについての詳述は省く。 
5  本稿におけるトゥルク方言の形式はその他の文献が参照されていない限り Rakaw 他（2006）から

の引用である。但し本稿では原典の表記に多少の修正を加えている。
6  本稿におけるパラン方言の形式は 2010 年代に行われた本稿筆者によるフィールド調査による。 
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2.2 パラン方言における次末音節二重母音 ayの eへの変化

パラン方言の次末音節において曖昧母音が e に変化したことを述べたが、落合（2015）に

よると同方言において二重母音 ay も e に変化した。トゥルク方言は二重母音を保存する。

落合（2015）では語末音節における重母音 ay の e への変化についてのみ言及しているが、

落合（2020：57–59）によるとパラン方言おけるこの二重母音 ay の単母音化は次末音節と語

末音節の両方で起きた。例えばトゥルク方言の bəgay「与える」という語があるが（Rakaw
他 2006：101）、セデック語パラン方言の同源語では bege である。トゥルク方言の baytaq
「刺す」は（Rakaw 他 2006：99）7、パラン方言では betaq である。 

2.3 共時的語末音節の uが曖昧母音に遡るかどうかの判定

語末音節の母音 u について説明する。語末音節の母音が u の場合は、u または əに遡るた

め、セデック祖語を再建するのにおいてどちらの母音が適切かは接尾辞を付けた形式で判

断される。Ochiai（2018a：26）によると接尾辞を付けることで、語末音節の母音が次末音

節に移動するが、語末音節母音が曖昧母音に遡る場合、次末音節に移動するとトゥルク方

言では曖昧母音で現れる（パラン方言では e で現れる）。 
上述のように歴史的曖昧母音が次末音節で曖昧母音として現れるのはトゥルク方言の場

合である。例えば表 2 に挙げたようにトゥルク方言において語根 hətur「阻止する」に接尾

辞の付いた形式は hətər-i「阻止しろ」である（Rakaw 他 2006：312–313）。セデック祖語は

*hətər となる 8。

パラン方言の場合は次末音節に移動した歴史的曖昧母音はさらに eに変化するため、hetun
（セデック祖語は*hətər の反映形）に対し、パラン方言において接尾辞の付いた形式は

huter-i となる。パラン方言の形式における語根の語末子音は n であるが、これについても接

尾辞が付加すると歴史的な分節音が現れるため r になっている。前次末音節が曖昧母音では

なくて uなのは、パラン方言において前次末音節より前の音節では母音が弱化するが、弱化

母音が u として現れるためである。

語末音節の母音が歴史的に u に遡る場合は、接尾辞を付けた際にも u で現れる。例えばト

ゥルク方言の səku「蓄える」に接尾辞が付いた形式は səku-an「蓄える場所」である

（Pecoraro 1977：259–260）。そのため語末音節は歴史的にも*u に遡ることがわかる。パラ

ン方言においても同様で、同源語は seku、接尾辞の付いた形式の 1 つは suku-i「蓄えろ」と

なる。ここまでの説明を表 2 にまとめた。

7  ただし、月田（2009：62–63）によるとセデック語トゥルク方言において次末音節の二重母音/ay/
は音声的に前部母音の舌の位置が上昇して[ey]となる。 

8  Ochiai（2018b：134）では早期のセデック語パラン方言における語末 r が現代セデック語パラン

方言では n に変わったと述べる。 
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表 2：語末音節の母音が*uまたは*ə に遡る場合における接尾辞の付いた形式の違い

パラン方言 トゥルク方言 セデック祖語

hetun 
huter-i 

hətur 
hətər-i *hətər「阻止する」

seku 
suku-i səku 

səku-an *səku「蓄える」

 次節ではこれらの音韻変化を踏まえて、トゥルク方言の次末音節における曖昧母音の後

続母音への同化について議論する。

3 次末音節*əと母音始まりの語末音節から成る母音連続の場合 
パラン方言の形式において、次末音節が e でありその直後に母音が続く場合がある。例え

ば表 3 の（vi）に挙げた leiŋ「隠れる」などであり、形式としては CeVC となる。ただし落

合（2016a：20–21）に述べられるように eVの母音連続において、eに後続する母音が aの場

合は渡り音として yが挿入され、音声的には eya [eja] になる 9。形式としてはCeyaCとなる。

例えば表 3 の（v）に挙げた seyaŋ「怒る」などがある。この構造 CeVC を持ったパラン方言

の語に対するトゥルク方言の同源語を特定した。表 3 の左列（パラン方言）と左から 2 番目

の列（トゥルク方言）に示した 9つのセットが得られた。右列に両方言の形式を基に再建し

たセデック祖語を示した。

語根の語末音節の母音に注目すると、全ての同源語セットにおいてパラン方言とトゥル

ク方言で一致が見られる。それらの語末音節母音は（i）から（v）までは a であり、（vi）
は i であり、（vii）から（ix）は u である。但し（vii）はパラン方言の語根に 2 つの交替形

leuŋ/looŋ が見られそのうちの前者のみ語末音節母音が u である。（viii）はトゥルク方言の

み語末音節母音が uである。（vii）ではパラン方言において語末音節母音が oで現れるが、

この音変化ついては後述する。（viii）ではパラン方言において語末音節母音が i で現れる

が、この音変化ついても後述する。

語末音節の母音が a または i の場合はそれらの母音がセデック祖語へ遡るが、1 節で述べ

たように語末音節の母音が u の場合は、u または əに遡るため、セデック祖語を再建する上

でどちらの母音が適切かは接尾辞を付けた形式で判断される。このためトゥルク方言を基

準にすると語根の語末音節の母音が u である（vii）から（ix）については、それぞれの語根

9  ただし落合（2016a：20–21）の説明では e に後続する母音が u の場合も渡り音 y が挿入されると

述べる。だとすれば表 3 の（vii）と（ix）における母音連続 eu の母音間でも半母音が挿入される

はずだが、実際にはこれらの語に半母音は挿入されない。今後、e に後続する母音が u の場合も渡

り音 y が挿入されるかどうかについては精査が必要である。 
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の形式の横に接尾辞（命令を表す-i または非動作主態場所主語を表す-an）のついた形式を

語根の横に挙げた 10。 
 

表 3：パラン方言で CeVCの構造を持つ語とトゥルク方言の同源語 11 

 
パラン方言  トゥルク方言  セデック祖語 注釈 

i ceyas /ceas/ saas *cəas 褐色の 

ii ceyax /ceax/ saax *cəax （薪を）割る 

iii geyak /geak/ gaak *gəak げっぷをする 

iv heyan /hean/ haal *həal 担ぐ 

v seyaŋ /seaŋ/ saaŋ  *səaŋ 怒る 

vi leiŋ liiŋ *ləiŋ 隠れる 

vii leuŋ/looŋ, looŋ-an luuŋ, ləəŋ-an *ləuŋ 座る 12 

viii doi, dooy-un duuy, diy-an13 *dəuy 握る 

ix reus, rees-i ruus, rəəs-an   *rəəs 埋める 

  
表 3 のセデック語パラン方言の列において渡り音 y が挿入されている語（i）から（v）に

ついては、渡り音の y を除いた音韻表記を/ /内に記した。表 3 における語はセデック語パラ

ン方言、トゥルク方言ともに語根が CVVC の音節構造を持つ。語中の母音連続について、

パラン方言では上から 5 つの語は ea を持つのに対し、トゥルク方言では aa である。（vi）
ではセデック語パラン方言が eiを持つのに対し、トゥルク方言では iiである。（vii）と（ix）
ではセデック語パラン方が eu を持つのに対し、トゥルク方言は uu である。（viii）につい

ては後述する。これらの対応関係から、セデック語では母音連続の前半の母音が e であるの

に対し、トゥルク方言では母音連続の前半の母音と後半の母音が同じ母音であることがわ

かる。 
 母音連続の前半の母音は次末音節にあたる。表 3のパラン方言の語例において母音連続の

前半の母音は e であるが、2.1 節と 2.2 節で述べたようにパラン方言の次末音節の e には二つ

10  命令を表す接尾辞-i は非動作主態をも表すものである。 
11  セデック祖語を再建に関し、セデック語パラン方言とセデック語トゥルク方言で子音が異なる場

合について以下で説明する。表 3の（i）と（ii）に見られるように、セデック語パラン方言の cが
セデック語トゥルク方言の s に対応する。この対応は Li（1981：260）においてすでに報告されて

おり、アタヤル語群祖語として*c が再建されている。そのためセデック祖語でも*c で再建した。 
4つ目の語に見られるようにセデック語パラン方言の語末 nがセデック語トゥルク方言の語末 lに

対応する。この対応について Ochiai（2016：319）は早期のセデック語パラン方言における語末 l
が現代セデック語パラン方言では n に変わったと述べる。 

12  正確に言えば、この形式には接頭辞 tu-/tə-（前者はパラン方言、後者はトゥルク方言）が付加す

ることで「座る」を表す。パラン方言の形式は tu-leuŋである。 
13  接尾辞の付いた形式は月田（2009：62）から引用した。 
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の由来がある。1つは曖昧母音でもう 1つは二重母音 ayである。母音連続の前半の母音が曖

昧母音だったとすれば、早期パラン方言の形式は 1 つ目の語を例に挙げれば cəas になる。

もし二重母音だったとすれば cayas になる。但し音素配列論から考えると、セデック語にお

いて次末音節の二重母音の直後に、語末音節の母音が直に続くという cay.asのような例は見

られない（音節の区切りをピリオドで示す）。通常、上述の baytaq「刺す」のように次末音

節二重母音 ayの後には、語末音節のオンセット tが続く。そのため、セデック語パラン方言

の語例における次末音節の e は二重母音 ay に遡る可能性よりも、曖昧母音に遡る可能性の

ほうが高い。さらに、トゥルク方言で対応する形式は saas である。もし次末音節が二重母

音 ay に遡るとしたら二重母音の要素の 1 つである y が含まれるはずだが、トゥルク方言の

形式にはそのような要素が見られない。この点からも、表 3 における語例の次末音節の母音

は曖昧母音に遡る可能性が高い。それゆえセデック祖語の次末音節には曖昧母音を再建し

た。

そうだとすれば、トゥルク方言において、次末音節の曖昧母音は別の母音に変化したこ

とになる。トゥルク方言の（i）saasに見られるように母音連続の後半の母音がaの場合は、

前半の母音が aで現れる。トゥルク方言の（vi）liiŋに見られるように、後半の母音が iの場

合は、前半の母音が i で現れる。トゥルク方言の（vii）luuŋに見られるように、後半の母音

が u の場合は、前半の母音が u で現れる。これらの語例からトゥルク方言では母音連続の前

半の母音が後半の母音に同化したのではないかと考えられる。つまり、本来曖昧母音であ

る前半の母音が後続する母音 a、i、uに同化し əaが aaに、əiが iiに、əuが uuになったと考

えられる。例えば saas の場合、セデック祖語*cəas から曖昧母音の同化を経て caas になり、

子音の変化を経て saas になったと考えられる。但し曖昧母音の同化と語頭子音の変化の順

番は逆の可能性もある。

母音連続の後半の母音は語末音節に当たるが、この音節は 1 節と 2 節で述べたように歴史

的曖昧母音が u に変化した位置である。母音連続の後半の母音が*Və のように歴史的曖昧母

音の場合も見られるのだろうか。その可能性がある語例は表 3 における（vii）と（viii）で

ある。（vii）におけるパラン方言 leuŋ とトゥルク方言 luuŋ から予想されるセデック祖語は

*ləuŋである。それぞれの方言形に接尾辞の付加した形式はパラン方言が looŋ-anである。期

待される形式は luuŋ-an なのであるが（前次末音節の u はパラン方言において弱化母音を表

す）、前次末と次末音節に移動した母音連続は期待される uu ではなく oo で現れる。ただこ

れには以下に述べるように（ix）に挙げた類例が見られるため、祖形の形式*ləuŋ は妥当だ

と考えられる。

（viii）について落合（2016b：302）がセデック語両方言の形式の比較によりセデック祖

語*dəuyを再建している 14。落合（2016b）では詳述されていないが、この語もトゥルク方言

14  ただし、正確に言えば落合（2016a）は母音連続の間に声門閉鎖音を再建しているが本稿では、

この声門閉鎖音の有無は取り上げず、セデック祖語に声門閉鎖音を挿入しないことにした。これ

については 5 節でも述べているように今後の課題としたい。 
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では曖昧母音の同化を経て duuy に変わったことになる。パラン方言において接尾辞の付い

た形式は dooy-un であり、期待される形式の duuy-un ではない。パラン方言において次末音

節と語末音節の母音連続*əu が、接尾辞の付加により 1 つ前の音節に移った場合期待される

uuではなくて、ooになる傾向があるらしい 15。これは母音連続の後半の母音の uがまず oに
変わったと考えられる。なぜならセデック語パラン方言には前次末音節・次末音節に母音

連続が起きる場合、2.3 節でも述べたように前次末音節に当たる前半の母音は弱化母音 u で

現れることが期待されるのだが、期待に反して後半の母音と同じ母音が現れる。例えばパ

ラン方言の seediq「人、他人」や saadux「硬い」がそうであり、期待される suediqや suadux
ではなくて弱化母音に当たる前次末音節の母音は後半の母音の e または a に同化している 16。

そのためより古い時代のパラン方言（早期パラン方言と呼ぶことにする）において ləuŋ-an
や dəuy-un（早期パラン方言における弱化母音は曖昧母音であったと想定している）だった

ものが ləoŋ-anや dəoy-unになり、さらに前次末・次末音節の母音連続における前半の母音の

同化を受けて looŋ-an や dooy-un になったのだろう。 
本稿の主眼はトゥルク方言の次末音節・語末音節における母音連続における前半の母音

の母音の同化であるが、類似の音変化はパラン方言にも見られることになる。ただし、パ

ラン方言の場合は前次末音節・次末音節の母音連続における前半の母音が同化するため、

方言間で同化の起こる環境が異なっている。 
さらに、次末音節と語末音節の母音連続*əu が接尾辞の付加による移動を受けなくても oo

に変わったと考えられるのがパラン方言の語根 doi である。この語に関しては、パラン方言

においてもトゥルク方言と同様に、次末音節・語末音節の母音連続において前半の母音の

同化が起こったと考えられる。この形式は恐らく*dəuy またはその後のパラン方言の形式と

推定される deuy から dəoy またはdeoy を経て母音連続の前半の母音が同化し dooy に変わり、

さらに重音脱落により doy となったと言いたいところだが、最小の語単位である二音節語を

作るために yを iに変えて doiとなったと考えられる 17。同様のことがパラン方言の leuŋ「座

る」の交替形として見られる looŋ についても言える。この交替形の語根は leuŋ もしくはよ

り古い形式の ləuŋから leoŋに一旦に変わり、さらに母音同化により looŋになったのだろう。

トゥルク方言において（vii）と（viii）の接尾辞の付いた形式はさらなる変化を経たが、こ

れについては後述する。 
 パラン方言の（vii）leuŋと（ix）reusを比べると母音連続は同じく euを示しているが、接

尾辞の付いた形式が異なる。（vii）looŋ-an と（ix）rees-un であり、接尾辞が付いて母音連

続が1つ前の音節に移動すると前次末・次末音節の母音連続がooと eeとして現れる。（ix）

15  同様の変化が見られる語の例をさらに挙げる。トゥルク方言の səura「うらやむ」（原住民族語

言研究發展基金會 2021）はパラン方言において期待される形式の suuraではなくて sooraである。 
16  これら 2つの語例は落合（2016a：30）から引用したが、そこでは母音調和と説明されている。本

稿では、トゥルク方言の考察などを踏まえてこれも同化の一種であると考えを改めた。 
17  類似した変化の流れは落合（2016b：303）でも述べられている。 
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rees-un においても、期待される形式 rues-un ではないのは、上述のように前次末・次末音節

の母音連続において前半の母音が後半の母音に同化するためである。 
パラン方言における前次末・次末音節の母音連続 ooについては*euに由来することを述べ

た。そうだとすれば（ix）の前次末・次末音節の母音連続 ee は別の母音連続に由来するは

ずである。パラン方言の語根において（ix）reus は次末音節が e であることから、母音連続

の前半の母音は曖昧母音に由来する。後半の母音は*u ではないということであれば、残る

母音は曖昧母音しかない。そのため次末音節・語末音節の母音連続は*əə であったと考えら

れ、セデック祖語に*rəəs を再建した。また、この語についてトゥルク方言の接尾辞の付い

た形式は、期待される通りの rəəs-an という形式を示している。ここまで議論した上で分か

るのは、トゥルク方言における次末音節曖昧母音の語末音節母音への同化は、語末音節の

歴史的曖昧母音*ə が u に変わった後で起きたということである。だからこそ（ix）における

トゥルク方言の語根は ruus である。つまり*rəəs から*rəus になった後にトゥルク方言では同

化によって ruus に変わった。 

 残る問題はトゥルク方言の（vii）と（viii）における接尾辞の付いた形式は期待される形

式である ləuŋ-an と dəuy-an を示さないことである。（vii）については次末音節に移動した u
が曖昧母音として現れ ləəŋ-an となっている。これについて、Ochiai（2018a：35）は本来語

末音節の母音に u を持つ場合、次末音節に移動しても u で現れるはずだが、トゥルク方言に

おいてそれが次末音節に移動すると過剰な曖昧母音化を受けて əで現れることがあると述べ

ている。恐らくこの変化は、表 2 に挙げたように共時的には u に変わった語末音節の歴史的

曖昧母音が、次末音節に移動すると本来の曖昧母音で現れることと関連がある。現代にお

ける語末音節の u が次末音節に移動した場合ある時は u で、ある時は əで現れるが、どちら

かに統一したいという動機が働き、ə で現れる場合は語末音節が歴史的に曖昧母音であった

との認識が薄れるにつれて語末音節の u を əに変える傾向にあるのかもしれない。 
 （viii）についてもトゥルク方言の接尾辞の付いた形式において突発的に過剰な曖昧母音

化が起きたのだろう。期待されるのは dəuy-an だが、過剰な曖昧母音化で dəəy-an になった

と考えられる。さらに、落合（2016b：304）ではセデック祖語の語末*əy に由来する語はト

ゥルク方言において接尾辞が付き、前部要素の曖昧母音が次末音節に移動した場合に当該

音連続は iyに変わると述べる。これは曖昧母音が次末音節に移動した場合に後部子音の yへ
同化したと見なせる 18。そのため dəəy-an はさらに dəiy-an になったと考えられ、次に前次末

音節の曖昧母音が後部母音 i の同化を受けて i になったのだろう。そして diiy-an となったあ

とで、重音脱落が起きて diy-an になったのだろう 19。 

18  月田（2009：115）のトゥルク方言の記述に類似の同化が見られる。前次末音節かそれ以前の音

節にある曖昧母音の前後に y がある場合、曖昧母音が i へ変化するということであり、変化の起こ

る環境が異なる。 
19  または dəəy-anの段階で重音脱落が起きて dəy-anとなり、曖昧母音の yの直前での iへの同化が起

きて diy-an が生じた可能性もある。 
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 ここまで表 3 の語例について*CeVC という型のセデック祖語を再建した。トゥルク方言

では次末音節と語末音節の母音連続において次末音節の曖昧母音が後続する語末音節の母

音に同化することが分かった。次節では母音終わりの語末音節が歴史的曖昧母音に由来し、

その直後に母音始まりの接尾辞が付く場合について、同様の同化が起きることを見る。 
 
4 語末音節*əに母音始まりの接尾辞が付いて母音連続が生じる場合 

 本研究は、トゥルク方言の語末音節における歴史的曖昧母音*ə に母音始まりの接尾辞が

付いて母音連続* ə-V が生じる場合、歴史的曖昧母音が後続母音に同化するのではないかと

観察したことに端を発する。この観察のきっかけを与えたのがトゥルク方言の語彙集であ

る Pecoraro（1977：52–53）において、彼がある語の接尾辞の付いた形式について括弧書き

で附け加えた所感である。トゥルク方言に dəŋu「乾く・乾かす」という語がある 20。これ

に接尾辞を付けた形式として Pecoraro（1977：53）は kədəŋaan「乾き」を挙げ、以下のよう

に述べる “Pourquoi n’est ce pas la forme: Kdngoan?” 接尾辞-an の付いた形式として期待される

のは kə-dəŋu-anであるのに、何故その形式ではなく dəŋuの語根末母音が uから aに変わった

kə-dəŋa-an という形式で現れるのかと疑問に思っているのである。 
 一方でパラン方言の同源語について見ると、語根は deŋu である。接尾辞の付いた形式と

して d<un>ŋey-an「燻されて乾かされたもの（通常は獣の肉の意）」がある 21。ただしここ

では過去を表す接中辞<un>と非動作主態場所主語を表す-an の 2 つの接辞が付いている。注

目されるのは語根末の u が、接尾辞の付いた形式では e に変わる点である。この e の直後に

見られる y は語根には見られないものだが、これは e と a の母音連続間に生じる渡り音とし

ての y と考えられる。そのため渡り音を省いた音韻表記 dunŋeanに、さらに形態分析を加え

た表記は d<un>ŋe-an となる。Ochiai（2018a：26）によると語末音節の母音が歴史的曖昧母

音である場合、パラン方言ではこの母音が次末音節に移動すると eで現れる。そのため deŋu
における語末音節の母音 u は*ə に遡る。セデック祖語は*dəŋə と再建される。ここまでの議

論は表 4 の（b）に示している。 
 トゥルク方言の dəŋu では接尾辞を付け歴史的曖昧母音に遡る語末母音 u が次末音節に移

動した場合に歴史的曖昧母音が後続母音に同化した。この変化は、表 3で見たようにトゥル

ク方言の語根内において、歴史的曖昧母音に遡る次末音節の母音と後続の母音から成る母

音連続が生じる場合、前半の歴史的曖昧母音が後半の母音に同化するのと同様の環境で起

きる変化である。トゥルク方言の dəŋu を含め、接尾辞を付けた場合に同様の同化が見られ

る語をいくつか特定した。それらを表 4に示す。右列はトゥルク方言の形式で、各項目につ

20  Pecoraro（1977：52）における正確な表記は dngo であるが、本稿では子音連続間に曖昧母音を加

える、o を u に変える（音声的に母音 o に近い音として認識されたのだろうが、トゥルク方言にお

いて母音 o は音素として建てられないため）、ng を ŋに変えるなどして表記に修正を加えた。 
21  本来なら d<un>uŋey-an というように前次末音節に弱化母音の u が現れるはずだが、落合

（2016a：124–125）に述べられるように接周辞<un>…-an の付加により前次末音節のオンセットが

鼻音から始まる場合は、この鼻音の直後の母音が脱落する。 
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き語根または語基を上に接尾辞の付いた形式を下に挙げた。（g）では接尾辞の付いた形式

を 2つ見つけることができた。中央の列はパラン方言で、各項目の上には左列のトゥルク方

言の語根または語幹に相当する語の同源語を示した。（g）にはパラン方言の同源語が得ら

れなかった。各項目の下にはパラン方言における接尾辞の付いた形式を示した。パラン方

言の（a）には接尾辞の付いた形式は得られなかった。トゥルク方言とパラン方言における

これら形式の比較をもとにセデック祖語における語根・語基も再建した。 
 
表 4：トゥルク方言において接尾辞を付けた場合に歴史的曖昧母音の同化が見られる例 

 
トゥルク方言 パラン方言  セデック祖語 

a bəsu「けちな」 
kə-bəsa-an「けちの極み」 

besu「好色な」 
--- 

*bəsə 
  

b 
dəŋu「乾く・乾かす」 

kə-dəŋa-an「乾き」 

  

dəŋu「乾く・乾かす」 
d<un>ŋey-an「燻されて乾か

されたもの」 

*dəŋə 
 

  

c 
kətu「嚙む」 
s<əŋ>e-kəta-an「石に圧し潰さ

れる」22 

tetu「嚙み切る」 
tute-i「嚙み切れ」 
 

*kətə/*tətə 
 
 

d paru「大きい」 
k<əm>ə-pəra-an「大きさ」23 

paru「大きい」 
k<un>-puruw-an「大きさ」 

*parə/*paru  

e səgəəgu「過度な」 
səgəgi-i 「過度に行え」 

egu「多い」 
k-uge-i「多くしろ」 

*(səgə-)əgə 
 

f səmalu「作る、修理する」 
səla-an「作る、修理する」 

sumalu「作る、修理する」 
sulume-i「作れ、修理しろ」 

*sə-malə 
 

g 
təbənu「土を盛る」 
təbənu-un「土を盛る」 
təbəni-i「土を盛れ」 

--- 
 
 

*təbənə 
 
 

 

 （b）に再建した祖形*dəŋə は上述したようにパラン方言との比較を基にセデック祖語を

再建した。（c）も（b）と同様のパターンを示すが、トゥルク方言の語根 kətuでは語頭子音

が k であり、パラン方言の語根 tetu では語頭子音が t である点が異なる。セデック祖語の語

頭子音にどちらを再建すればいいのか判断できないのでどちらも記した。この他（f）も同

様のパターンが見られる。パラン方言に su-malu「作る、修理する」という語基があり、こ

22  トゥルク方言の場合、過去を表す接中辞<un>が<əŋ>となってるが、鼻音 n がこれに後続する唇音

k の調音位置に同化し ŋになったためと考えられる。 
23  トゥルク方言の場合、過去を表す接中辞<un>が<əm>となってるが、鼻音 nがこれに後続する唇音

p の調音位置に同化し m になったためと考えられる。 
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れは語根 malu「よい」から派生されている。この語基に接尾辞を付けた形式は sulume-i「作

れ、修理しろ」である。これは、期待される形式は sumule-i なのだが、そこから l と m との

音位転換が起こったと考えられる 24。いずれにせよ次末音節に移動した語末音節の母音 u が

e で現れることから、これは歴史的曖昧母音に遡ることが分かる。 

（e）も同様のパターンを示す。パラン方言には egu「多い」（早期は əgu）という同源語

があり、トゥルク方言の形式ではこの語根に対し接頭辞 səgə-が付いている 25。パラン方言

で接尾辞の付いた形式は kuge-i「多くしろ」なので、語根末の u が次末音節に移動すると e
で現れる。このことから歴史的曖昧母音に遡ると分かる。 
 （d）についてパラン方言の同源語はトゥルク方言と同形の paru であるが、接尾辞の付い

た形式は k<un>-puruw-an「大きさ」という（接頭辞 k-と接中辞<un>の複合体 k<un>-も付い

ている）。本来の語末母音 u は接尾辞の付加で次末音節に移動しても u で現れている。ちな

みに次末音節の u の直後の w は ua という母音連続の間に挿入される渡り音である。渡り音

の w を省いた音韻表記は k<un>-puru-an となる。パラン方言を基準に考えれば、語末母音の

u が次末音節に移動しても u のままなので、*u に遡ると考えられる。その場合のセデック祖

語の形式は*paru となる。しかし、トゥルク方言を基準に考えれば語末母音は歴史的曖昧母

音であると考えられるのでセデック祖語に再建される形式は*parə となる。これについては、

パラン方言の方が不規則であり、歴史的曖昧母音が次末音節に移動しても期待される e では

なく u に変化させた可能性がある。一方で、表 3 の（vii）と（viii）についても述べたよう

にトゥルク方言の方が不規則であり、本来の語末母音 uが次末音節に移動した際、突発的に

過剰な曖昧母音化を受け、この次末音節の曖昧母音が後続母音に同化した可能性もある。

セデック祖語の形式は今のところどちらかに決められないので 2 つの候補を挙げた。 
 （a）については、パラン方言に同源語である besu があるが（ただし両方言において意味

が異なる）、これに接尾辞を付けた形式は得られなかった。トゥルク方言において歴史的

曖昧母音の同化が起きているので、セデック祖語の形式として*bəsə を再建した 26。（g）
については、パラン方言において同源語が得られなかったが、トゥルク方言において歴史

的曖昧母音の同化が起きているので、セデック祖語の形式として* təbənə を再建した 27。 
 
 

24  但し、筆者の知る限り l と m の音位転換が起こる例はこれのみである。 
25  月田（2009：261–262）によると sə-は動詞を作る接頭辞である。恐らく səgə-の前半はこの sə-だ

ろう。後半は子音 g が含まれるが、これは語根 əgu 中の子音を重複したものだろう。 
26  但しトゥルク方言 paru「大きい」について述べたように、語末母音は曖昧母音ではなく u であっ

たが、次末音節に移ったことでトゥルク方言に起こりがちな突発的な曖昧母音化を受けた可能性

もある。 
27  但し注 22でも述べたように、語末母音は曖昧母音ではなく uであったが、次末音節に移ったこと

でトゥルク方言に起こりがちな突発的な曖昧母音化を受けた可能性もある。またセデック祖語

təbənəは 3 音節あるが、典型的な語根は 2 音節である。そのためこの語には接頭辞 tə-が付いてい

ている可能性が高い（脚注 9 参照）。だとすれば語根は bənəである。 
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5 アタヤル語との対照 

 セデック祖語の*CəVC 型の語とアタヤル語の同源語との比較してみる。アタヤル語には

スコレック方言とツオレ方言の 2 方言がある。語根内に母音連続が生じる表 3 のセデック語

の語例において、アタヤル語の同源語を特定できたのは 1 例であった。表 3 の（v）におけ

るセデック祖語*səaŋ「怒る」に対するアタヤル語スコレック方言の同源語は sʔaŋ である 28。

スコレック方言の形式ではセデック祖語に見られる次末音節の曖昧母音が見られず、その

代わりに声門閉鎖音が表れている。アタヤル語ツオレ方言では、この方言に属する

Mayrinax 集落と Palungawan 集落の形式が masʔaŋと報告されている 29。語頭の ma-は静態動

詞を表す接頭辞であるため、語根は sʔaŋでスコレック方言と同形式である。 
 これに対しアタヤル語ツオレ方言に属する Mekarang 集落では məsaʔaŋ という形式が挙げ

られており、語根は saʔaŋである。この語根はスコレック方言やツオレ方言の Mayrinax集落

と Palungawan 集落の語根 sʔaŋと同様に声門閉鎖音が見られるが、声門閉鎖音の直前に次末

音節の母音が見られる点で異なる。この次末音節の母音は曖昧母音ではなく aで現れている。

このことからツオレ方言Mekarang集落の形式 saʔaŋではトゥルク方言の形式 saaŋと同様に、

次末音節の曖昧母音が後続する母音への同化を受けたと考えられる。但し Mekarang 集落の

形式では同化が声門閉鎖音を介して行われている。この声門閉鎖音に関して、音素的に本

来存在するものなのか、それとも音声的（恐らくは母音連続を回避するために）に挿入さ

れたものなのかは以下にも述べるように今後の研究の余地がある。 
ツオレ方言に属する Mekarang 集落の形式と同様の同化が見られるのが、同じくツオレ方

言に属する Skikun 集落の形式 səmaʔaŋである。これは静態動詞を表す接頭辞 mə-を使わずに

動作主態を表す接中辞<əm>を挿入していると解釈でき、s<əm>aʔaŋ と分析される。語根は

saʔaŋであり、Mekarang 集落の形式と同形式である 30。 
アタヤル語において、セデック語トゥルク方言に見られたような次末音節曖昧母音の後

続母音への同化が見られる形式は、ツオレ方言の一部の集落に確認された。ここまで述べ

たアタヤル語の 2 方言の「怒る」を表す形式とセデック語における同源形式を表 5 にまとめ

た。 
Li（1981：277）ではアタヤル語とセデック語の諸方言の形式からアタヤル語群祖語を

*masəʔaŋ と推定している。語頭の*ma-は接頭辞であるため、語根は*səʔaŋ と言うことにな

る。しかしながら、アタヤル語群祖語の形式として声門閉鎖音が間に入らない*səaŋ の他に、

曖昧母音が間に入らない*sʔaŋ も排除されないだろう。アタヤル語群祖語に*səʔaŋ（*CəʔVC

28  このアタヤル語スコレック方言の形式は小川（1931：23）から引用した。但し正確にはməsʔaŋと
表記されている。語頭の mə-は接頭辞であると考えられるため、本稿ではそれを省いた語根の形

式を挙げた。 
29  アタヤル語ツオレ方言の形式は原住民族委員會（2013）から引用した。 
30  または本来 məsaʔaŋという形式を持っていたが（Mekarang 集落と同形式）、m と s が突発的に音

位転換を起こして生じたとも考えられる。 
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型）を建てるべきか、*səaŋ（*CəVC型）を建てるべきか、*sʔaŋ（*CʔVC型）を建てるべき

かについては今後の課題としたい。 

 
表 5：セデック語とアタヤル語の「怒る」 

セデック語パラン方言 seyaŋ 

セデック語トゥルク方言 saaŋ 

セデック祖語 *səaŋ 

アタヤル語スコレック方言 sʔaŋ 

アタヤル語ツオレ方言 
Mayrinax 集落、Palungawan 集落 sʔaŋ 

アタヤル語ツオレ方言 
Mekarang 集落、Skikun 集落 saʔaŋ 

アタヤル祖語 *sʔaŋ, *səʔaŋ 

アタヤル語群祖語 *səaŋ, *sʔaŋ, *səʔaŋ 

 

 次に、Huang（2009：272）ではアタヤル語において歴史的曖昧母音に遡る語末母音のuが
接尾辞の付加により次末音節に移動した場合、曖昧母音に変化することが述べられている。

つまりセデック語と同じ変化が起きる。アタヤル語において語末が母音 uで終わり、さらに

この母音 uが曖昧母音に遡る語の場合、接尾辞がついたらどのような変化が起きるのか確か

めるため、表 4 に挙げたセデック語との同源語を探したところ（c）の同源語としてアタヤ

ル語スコレック方言に kətu「噛む」が見られ、これに接尾辞の付いた形式として kətə-un「噛

む」や kətə-ay「噛もう」が見られた 31。これら接尾辞の付いた形式では、歴史的曖昧母音に

遡る語末母音の uが接尾辞の付加により次末音節に移動すると曖昧母音になることがわかる。

アタヤル語では期待されるとおりの変化が起こっており、セデック語トゥルク方言に起き

るような次末音節に移動した歴史的曖昧母音の後続母音への同化は起こっていない。 
 
6 おわりに 

 3 節ではセデック祖語において次末音節と語末音節に跨る母音連続を持ち、前半の母音が

曖昧母音である型*CəVC を持つ語は、トゥルク方言において次末音節の曖昧母音が後続す

る母音に同化することを述べた。4 節では同様の変化がトゥルク方言において、歴史的曖昧

31  但しこれらの形式はアタヤル語スコレック方言のものである。アタヤル語ツオレ方言についても

同様のことが言えるかどうかは今後の課題としたい。これらの形式は原住民族語言研究發展基金

會（2021）から引用した。また小川（1931： 107）によるアタヤル語の語彙集には語頭子音が t の
形式 tetu が挙げられているが（セデック語の同源語については表 4 の（c）を参照）、この形式の

意味は「木を切る」となっている。 
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母音に遡る語末母音 uに母音から始まる接尾辞が付き、歴史的曖昧母音が次末音節に移動す

る場合にも起こることを述べた。僅かに見られたアタヤル語の同源語ではセデック祖語の

*CəVC型（例：*səaŋ「怒る」）は曖昧母音が声門閉鎖音に取り換えられた CʔVC（例：sʔaŋ）
という形式がスコレック方言と一部のツオレ方言集落に見られた。また、声門閉鎖音の直

前に母音現れるが、後続母音に同化した CV1ʔV1C（例：saʔaŋ）という形式が一部のツオレ

方言集落に見られた。後者はセデック語トゥルク方言と同様に次末音節において曖昧母音

が後続母音に同化したものと考えられる。 
また、アタヤル語（スコレック方言）において歴史的曖昧母音に遡る語末母音の uに接尾

辞が付いて次末音節に移動した場合、セデック語トゥルク方言に見られるような曖昧母音

の後続母音への同化は起こらず、歴史的曖昧母音は曖昧母音として現れる。 
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モンゴル語ホルチン方言の談話テキスト(2)

外賀 葵

内モンゴル大学・takenoko2451@gmai.com 

キーワード：ホルチン方言、自然談話

1 はじめに

本稿で取り扱うモンゴル語ホルチン方言のテキストは、2020 年 1 月 20 日に、中華人民共

和国内モンゴル自治区通遼市ホルチン(科尔沁)左旗のダリジ(代力吉)において、筆者が収

録したものである 1。モンゴル語ホルチン方言は、主に内モンゴル自治区通遼市などに居住

するモンゴル族によって話される、モンゴル語の一種の方言であり、内モンゴルにおいて

話者数最多の方言とされる（查干哈达1996:1）。モンゴル語の方言研究においては、他の方

言と比べると話者数が多いということもあり、查干哈达（1996）や白音朝克图(2002)など

をはじめとして、比較的研究が進められている方言の一つである。ホルチン方言は、恒常

的な漢語との接触により、語彙だけでなく統語構造においても漢語の影響を受けているこ

とが特徴の一つとして挙げられ、言語接触の観点からの研究もしばしば見られる。しかし

ながら、ホルチン方言にはいまだ統一の下位分類が定まっているわけではなく、地域ごと

に詳細な記述がなされているという段階には達していない。地域差や世代差などに注目す

る社会言語学的研究をさらに進めていくうえでも、各地域の自然談話資料を記述・保存し

ておくことには一定の価値が認められるが、むろんモンゴル語ホルチン方言も例外ではな

い。ホルチン方言の下位方言に着目し記述を試みている研究の一つに山越（2015）、

Yamakoshi (2021) が挙げられる。山越（2015）は先行記述とは異なる音素目録を有するとす

るマンハン下位方言についての基本文例集であり、Yamakoshi (2021) は同方言の基礎語彙リ

ストである。本稿では、収録した方言をホルチン方言の下位方言と位置づけ、調査地の地

名に基づき「ダリジ下位方言」と呼ぶこととする。 

本テキストの発話者は、表 1 にあるように、いずれも内モンゴル自治区通遼市ホルチン

(科尔沁)左旗のダリジ(代力吉)出身の 5名で、ダリジ下位方言の母語話者であると同時に漢

語も流暢に話すことができる。発話者 A と発話者 B は幼少期から近くに住んでいた幼馴染

であり、今回のテキストを収録するにあたり、発話者 Aの祖父（発話者C）と祖母（発話者

D）の住む家へ赴き、昔のことを尋ねている。発話者 E は発話者 Aの叔父であり、途中から

談話に参加している。

1 本稿で取り上げているテキストは、外賀（2020）に引き続き、今回の調査で収録したデータ（収

録時間合計約 90 分）の一部（収録時間約 8 分）を書き起こしたものである。 
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表 1：発話者の基本情報

発話者 性別 生年 居住歴

A 男性 1992 年 幼少時から 2014 年までダリジ、2014 年以降はフフホト。 
B 女性 1995 年 幼少時から 2013 年までダリジ、2013 年以降はフフホト。 
C 男性 1935 年 幼少時から調査時現在までダリジに居住。

D 女性 1942 年 幼少時から調査時現在までダリジに居住。

E 男性 1972 年 幼少時から調査時現在までダリジに居住。

2 テキスト 2 
(1) [C]  umən-nə  nɔjən […] xədii    sææn.  […] mɑʊ dʐuɕi χɑɑn-tee  ʤerəɡ ʊls-iin ʤɔʁɔs-ii 

前-GEN 役人 […] いくら よい  […] 毛  主席 王-COM  同時  人々-GEN お金-ACC 

id-əəd           banɡoŋʂi-əs-ən    dʊɾ-tæ     bɔl    ɢɑɾ-ʧ         iɾə-n. 

食べる-CVB.PFV  事務室-ABL-REFL  好み-PROP  COND  出る-CVB.IPFV 来る-PRS 

dʊɾ-ɡuə   bɔl    ɢɑɾ-ʧ         iɾə-x-uə.  banɡoŋdʐu̯ɔʣɨ  dəəɾ-ən 

好み-NEG COND  出る-CVB.IPFV 来る-VN.NPST-NEG  事務机 上-REFL 

sʊʊ-ʁ-ɑɑd,      tərə  ujə-s    nɔjən  sʊʊ-ʤ-n. ʊls-ɑd  iŋɡə-ʤ  

座る-E-CVB.PFV あれ 時代-PL 役人  座る-CVB.IPFV-PRS  人々-PL こうする-CVB.IPFV 

sʊʊ-ʤ        bɔl-l=i? ææl~ææl-əəɾ  χʊʊ   jɑβ-nɑ.    ɕiɑɕiɑŋ-lə-nə. 

座る-CVB.IPFV なる-PRS=Q  村~村-INS 全て 行く-PRS  農村へ行く-VBLZ-PRS 

ɕiɑɕiɑŋ-l-əəd  ɕiŋʂi-ji    dʑiɑŋ-lə-ʤ          uɣə-nə.  ɡoŋtʂʰandɑŋ-nə 

農村へ行く-VBLZ-CVB.PFV  情勢-ACC 話す-VBLZ-CVB.IPFV あげる-PRS  共産党-GEN 

dʐəŋtsʰə-ji dʑiɑŋ-lə-ʤ          uɣə-nə. 

政策-ACC 話す-VBLZ-CVB.IPFV あげる-PRS 

「前の役人［…］どれほどよい［…］毛主席と同じ時期（の役人）は、人々のお金を

むさぼって、事務室から、好きなら出てくるし、好きじゃないなら出てこないで、事

務机に座って、その時役人は座ってる。人々はこうやって座っていていいかね？（い

いわけがない）（役人は）村々に全て行く。農村へ行く。農村へ行って（農民に）情

勢を話してくれる。共産党の政策を話してくれる。」

(2) [A]  tərə  ujə-s    ta xədii? 

あれ 時代-PL 2.SG.HON  いくつ 

「その時、おじいちゃんは何歳？」

2 テキストの表記方法は、できる限り発話音声に忠実に記述することを目指し、音声表記を採っ

た。より精密な表記を試みたため、外賀（2020）の表記方針と異なる場合がある。 
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   (3) [C]  tərə  ujə-s    sɑj     ɑɾβɑn+tɑw=wɑ. 

          あれ 時代-PL 今し方 十五=PCL 

          「その時、15 になったばかりかな。」 

 

   (4) [A]  ɑɾβɑn+tɑw  ʤʊɾʁɑɑ. 

          十五      六 

          「15、6（歳）ね。」 

 

   (5) [B]  jəjə,        mɑnæ         ɡəɾ-nə  jəjə-tee          xədən   nɑs-tæ 

          おじいさん 1.PL.EXC.GEN  家-GEN おじいさん-COM いくつ 年齢-PROP   

          tæni-lts-s=ii? 

          知り合う-RCP-VN.PFV=Q 

  「おじいさん、うちのおじいさんと何歳で知り合ったんですか？」 

 

   (6) [C]  χɑɑ? 

          INTJ 

          「ええ？」 

 

   (7) [B]  mɑnæ        ɡəɾ-nə  jəjə-tee           xədən   nɑs-tæ     ujə-s-t-ən         dʑiu 

          1.PL.EXC.GEN 家-GEN おじいさん-COM  いくつ 年齢-PROP  時代-PL-DAT-REFL もう 

          tæni-j-aadə          βæ-s=æ? 

          知り合う-E-CVB.PFV  ある-VN.PFV=Q 

  「うちのおじいさんと何歳の時には知りあっていたんですか？」 

 

   (8) [C]  jeje=ʃin            sɑj     nɑjən+nəɡ,  tʊʊlæ-tæ, 

          おじいさん=2.POSS  今し方 八十一     兎-PROP 

          「あんたとこのおじいさんは 81 になったばかりで、卯年で、」 

 

   (9) [B]  biʃee, 

          NEG 

          「いいえ、」 

 

   (10) [C]  tɑnæ          təɾə  ɡəɾ-nə   jeje=ʃin, 

           2.SG.HON.GEN  あれ 家-GEN  おじいさん=2.POSS 

          「あんたのその家のおじいさんはね、」 
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   (11) [B]  ə,    ə! 

           INTJ  INTJ 

          「ええ、ええ」 

 

   (12) [C]  tʊʊlæ-tæ sɑj     nɑjən+nəɡ. bi        nɑjən+ɢʊɾəβ,  χɔjəɾ-ən  ɑχɑ. 

           兎-PROP  今し方 八十一    1.SG.NOM  八十三      二-DMN  兄 

          「卯年で、81 になったばかり。わしは 83、（彼より）2 歳年上だ。」 

 

   (13) [B]  tɑdɑnə   xədən   nɑs-tæ-d-əən         tæni-l-s=ii              ɡə-x 

           2.PL.GEN いくつ 年齢-PROP-DAT-REFL  知り合う-RCP-VN.PFV=Q  言う-VN.NPST 

           ɑsʊʊlt. 

           質問 

  「「あなた方は何歳で知り合ったんですか？」という質問です。」 

 

   (14) [A]  xeʤəə tæni-l-s=əə? 

           いつ  知り合う-RCP-VN.PFV=Q 

          「いつ知り合ったの？」 

 

   (15) [C]  ɑɾβɑn+xədii-tee-ɡ-əəs-əən     munee,  ɕʊʊ-ɡ-ʊʊs-əən,     tɑnæ          təɾə 

           十+いくつ-PROP-E-ABL-REFL  やはり 小さい-E-ABL-REFL 2.SG.HON.GEN  あれ 

           jəjə-tæ,          ɕɑʊ~ɕɑʊ-də-əs-əən             munee  bɑs  sʊʊ-ʤ 

           おじいさん-COM 小さい~小さい-NMLZ-ABL-REFL やはり も  居る-CVB.IPFV 

           bæ-ʤee. 

           ある-PST 

 「十何歳からだね、やっぱり、小さい時から、あんたとこのおじいさんと、本当に小

さい時から、やっぱり一緒に住んでたよ。」 

 

   (16) [B]  jəjə-ɡ-əəs          sɔns-χ-le          dəəd-nə   ujə=n        ɡɑʤɑɾ-nə  əʤən 

           おじいさん-E-ABL  聞く-VN.NPST-DAT  先祖-GEN 時代=3.POSS  土地-GEN 主 

           bæ-ʤ         bæ-sən       biʃee=dɑ? 

           ある-CVB.IPFV ある-VN.PFV  NEG=PCL 

  「おじいさんの話によると、昔の時代は土地の主だったんですよね？」 
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   (17) [A]  ɢɑʤɑɾ-nə  əʤən=uu? 

           土地-GEN 主=Q 

          「土地の主？」 

 

   (18) [C]  tuɡɑi     ujə-s-lə      bɑs  funuŋ  xuɑ-dɑɢ-ʤee.        mɑn-tæ       nəɡə=l 

           土地改革 時代-PL-DAT  も  富農  区分する-VN.HBT-PST 1.PL.EXC-PROP  一 =ただ 

           jɑŋzɑ,  ɡəɾ-ənə=ʃin     mɑl+ʊnɑɑ,    tɑɾjɑ~mɑɾjɑ-ji=ʃin     χʊʊ   moʂou-ʁ-ɑɑd 

           様子  家-GEN=2.POSS  家畜+乗り物 畑~など-ACC=2.POSS  全て 没収-E-CVB.PFV 

           ɑβʃiχə-n.          uɡuə   xun-də  χɔβɑɑ-ʤ        uɣə-nə. 

           取ってしまう-PRS  ない  人-DAT 分ける-CVB.IPFV あげる-PRS 

 「土地改革の時代にも富農として区分された。私たちの状況は、家も家畜も畑なんか

も全部没収して取られてしまう。（財産の）ない人に割り当ててあげる。」 

 

   (19) [E]  funoŋ=ʧin    ɔdɔɔ  təɾə  ujə-d-əən       didʐu=ʃidə, əʤən  bæ-sən=ʃidə. 

           富農=2.POSS  FIL   あれ 時代-DAT-REFL  地主=PCL  主    ある-VN.PFV=PCL 

          「富農というのは、えーと、その時の地主だね、（土地の）主だったんだね。」 

 

   (20) [C]  didʐu=n     ɢɑʤɑɾ-nə  əʤən 

           地主=3.POSS 土地-GEN 主 

          「地主は、土地の主だよ。」 

 

   (21) [A]  biʃee, ɢɑʤɑɾ-nə  əʤən.  təɾə  ujə-s-də      funoŋbæ-χ          didʐu-ɡ-əəs-ən 

           NEG  土地-GEN 主    あれ 時代-PL-DAT  富農 ある-VN.NPST  地主-E-ABL-REFL 

           bɑχɑn  nəɡə  bɑʁə    diidi      ɡə-sən      uɡə.  dɑŋʂi,   bɑs   bɑʁə    bɑjən=ɑɑ 

           やや  一   小さい 低い地位 言う-VN.PFV 言葉 しかし また 小さい 金持ち=REFL 

           ɡə-sən      uɡə.  dɑŋʂi,   funoŋ  χuɑ-dul            jəm-əə=ʧin     buɾ 

           言う-VN.PFV 言葉 しかし 富農  区分する-CVB.COND 物-REFL=2.POSS 全て  

           bʊlɑɑ-ʤ           […] χʊʊ   jɑʁə  ʤɔɔs-ɣuə-l-ən       uɣə-nə      ɡə-sən. 

           奪い取る-CVB.IPFV […] 全て 実に お金-NEG-DAT-REFL  あげる-PRS  言う-VN.PFV 

 「〈(19) [E] の発話に対して〉いや、（地主は）土地の主だよ。当時、富農であるこ

とは地主よりちょっと一つ低い地位ってことだよ。でも、ちょっと金持ちでもあった

ってことだよ。でも富農に区分されたら、物は全部奪われて［…］全て本当にお金の

ない人にあげるって言ったんだよ。」 
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   (22) [C]  [...] mɑl+ʊnɑɑ-ji=n           bɑs  butəəs,  ɢɑʤɑɾ tɑɾjɑ-ji=n       ʊʊdəm.  ɢɑʤɑɾ-nə 

           […] 家畜+乗り物-ACC=3.POSS  も  全て   土地  畑-ACC=3.POSS  広い   土地-GEN 

           əʤən ɡə-sən=ʃin          didʐu ɡə-sən      uɡ.   [...] funoŋ bɔl   təɾə-əs-ən 

           主   言う-VN.PFV=2.POSS 地主 言う-VN.PFV 言葉 […] 富農 TOP  あれ-ABL-REFL 

           nəɡə  bɑʁə    [...] 

           一   小さい […] 

 「［…］家畜も全部だ、土地や畑は広かった。土地の主っていうのが地主ってことだ

よ。［…］富農っていうのはそれより一つ小さい［…］」 

 

   (23) [A]  ədən-ə        bɑs  nəɡə  bɑʁə  ʤɔɔs-tee   bæ-ʤe    ɡə-sən       uɡ. 

           この人.PL-GEN も  一   少し お金-PROP  ある-PST  言う-VN.PFV  言葉 

          「この人たちの（家）もちょっとお金持ちだったってこと。」 

 

   (24) [C]  ədən-ə         bɑ nəɡə  bɑʁə  xədən   pɑŋɕəŋ  ɑβ-ʧ          βæ-ʤee. 

           この人.PL-GEN  も 一   少し いくつ 使用人 取る-CVB.IPFV ある-PST 

          「この人たちの（家）もちょっと何人か使用人を取ってたよ。」 

 

   (25) [B]  pʰɑŋɕəŋ? pʰɑŋɕəŋ ɡə-sən=ən          jɑmɑɾ       uɡ=əə?  xjɶtɶd  uɡ=mu? 

           使用人  使用人 言う-VN.PFV=3.POSS どのような 言葉=Q  漢     言葉=Q 

          「使用人？使用人というのはどんな言葉ですか？漢語ですか？」 

 

   (26) [C]  pʰɑŋɕəŋ ɡə-sən=ʃin          munuu-nən  ɡoŋxudʑiɑŋ-nɑɾ.  lɔɔwɑn-ə  dɔɾ  sɑɾ~sɑɾ ʤɔɔs 

           使用人 言う-VN.PFV=2.POSS 今-GEN    お手伝いさん-PL 上司-GEN 下  月~月  お金 

           ɔl-əəd         ɡɑn-ʤe-χ=ʃin.                mun=ʃin     ɑŋχɑn-ɑɑɾ  jæɾi-βəl 

           得る-CVB.PFV  働く-CVB.IPFV-VN.NPST=2.POSS 元々=2.POSS 当初-INS   話す-CVB.COND 

           pʰɑŋɕəŋ  ɡə-ʤə        xelə-nə.   munuu+ɔdɔɔ  dɑɡoŋ-ʃə-χ-ii 

           使用人  言う-CVB.IPFV 言う-PRS  今+今       アルバイトする-VBLZ-VN.NPST-ACC 

           ɡoŋxudʑiɑŋ    ɡə-ʤə        xelə-nə. 

           お手伝いさん 言う-CVB.IPFV 言う-PRS 

 「使用人というのは今のお手伝いさんのことだよ。上司の下で毎月お金を稼いで働い

てる人たちのことさ。元々の以前の言い方で言えば、使用人というんだ。今のアルバ

イトする人のことをお手伝いさんと言うんだよ。」 
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   (27) [E]  təɾə  ujə-lə     xjɶtɶd  xun  bɑʁə=ʃi.     mɑnæ        ene   ɔdɔɔ  xjɶtɶd  uɡ-ii 

           あれ 時代-DAT 漢     人  少ない=PCL 1.PL.EXC.GEN これ FIL   漢     言葉-ACC 

           xjɶtɶd-əəɾ  tuluul-əəd      bɔl-nɔ.    pʰɑŋɕəŋ ɡə-ʤe        xelə-ʤe-nə. 

           漢-INS     換える-CVB.PFV なる-PRS  使用人 言う-CVB.IPFV 言う-CVB.IPFV-PRS 

 「当時は漢人が少なかったんだよね。私たちの、この、えー、漢語を漢語で（そのま

ま）置き換えたらいい。（それで）使用人と言ってるんだね。」 

 

   (28) [C]  mɑnæ        en    ɢɑʤɑɾ ɔdɔɔ  tee   xjɶtɶd  uɡ   medə-x          xun  xədə=βæ? 

           1.PL.EXC.GEN これ 場所  FIL   そう 漢     言葉 分かる-VN.NPST  人  いくつ=Q 

           χʊʊ   mɔŋɢɔl    dɑɑtɢɑl. 

           全て モンゴル 慣習 

 「わしらのこの場所に、えー、そう、漢語がわかる人がどれくらいいたかね。全部モ

ンゴルの慣習だよ。」 

 

   (29) [A]  xjɶtɶd  xun  ɔɾ-ʧ          iɾ-əə         ujə-də    bæ-ʤe=də?        

           漢     人  入る-CVB.IPFV 来る-VN.IPFV 時代-DAT ある-CVB.IPFV=PCL  

           təɾə  ujə-də. 

           あれ 時代-DAT 

 「漢人が入って来ている時代だったでしょ？その時代は。」 

 

   (30) [C]  χɑɑ? 

           INTJ 

          「ええ？」 

 

   (31) [A]  təɾə  ujə-s-də      xjɶtɶd  xun  ɔɾ-ʧ          iɾ-əə=də?          ɡən=ʃi? 

           あれ 時代-PL-DAT  漢     人  入る-CVB.IPFV 来る-VN.IPFV=PCL  だ=PCL 

          「その時代に漢人が入って来てるでしょ？だよね？」 

 

   (32) [C]  xjɶtɶd  xun  uɡuə. udəɾ-ən ɔdɔ-lə   ædil3. 

           漢     人  NEG  日-GEN 星-ASS  同じ 

          「漢人はいないよ、昼間の星と同じだ。」 

 

 

 

3 日中に星が見えないのと同様に、その当時の漢人が非常に少なかったということを表している。 
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   (33) [C]  munuu-nə dʐuɑŋdʑiɑ xeʤee  ɑmɑɾ-χɑn, χʊʊ   dʑitɕʰixwɑ.  təɾə  ujə-s-də 

           今-GEN   畑仕事   いくら 簡単-DMN 全て 機械化    あれ 時代-PL-DAT 

           tɑɾjɑn-d-əən   bɑɑs  xii-ləə.    ʃɑʁɑɑn+sɑɾ  ɡə-səɾ         ædil  xii-ɣ-əd 

           畑-DAT-REFL  大便 する-MDL 白い+月    言う-CVB.DUR  仕事 する-E-CVB.PFV 

           əxilə-lə.     xuldu   bɑɑs-ii    [...] 

           始まる-PRS  凍った 大便-ACC […] 

 「今の畑仕事はどんなに簡単か。全部、機械化だ。あの時代は畑に大便をした。正月

といったらもう仕事が始まるんだ。凍った大便を［…］」 

 

   (34) [A]  təɾə  ujə-s-də      ɑdʊʊ jəxəd-əən   təʤəə-x=βə? 

           あれ 時代-PL-DAT  馬   など-REFL  飼育する-VN.NPST=Q 

          「当時は、馬とかを飼っていたの？」 

 

   (35) [C]  χʊʊ   dʑutʰi. 

           全て 集団体制 

          「全部、集団（農業）体制だよ。」 

 

   (36) [E]  dɑɡuofɑn      ɡə-sən=ʃin          mu-təɾə   ujə=n-əə         xelə-ʤ-n=ʃidə? 

           ダーグォハン 言う-VN.PFV=2.POSS EMP-あれ 時代=3.POSS-REFL 言う-CVB.IPFV=PCL 

          「ダーグォハン 4っていうのはまさにその時代のことを言ってるんだよね。」 

 

   (37) [C]  mu-təɾə.   dɑɡuofɑn      nəɡə  æl-əəɾ-ən    nəɡə  tɔʁɔɔ.  əŋə-əəl  

           EMP-あれ ダーグォハン 一   村-INS-REFL  一   鍋    こうする-CVB.PFV 

           dɑɡuofɑn.     nəɡə  æl-nə   ʂitɑŋ ɡə-ʤ          ɢɑɾʁɑ-ʤee. ʂitɑŋ-də   ædil  [...] 

           ダーグォハン 一   村-GEN 食堂 言う-CVB.IPFV 出す-PST   食堂-DAT 仕事 […] 

 「まさにその通り、ダーグォハンというのは一つの村に一つの鍋ということで、そう

いうわけでダーグォハンと言うんだよ。一つの村の食堂として出したんだ。食堂で仕

事「…」」 

 

   (38) [E]  ædilə-ən   ənɡə-x-də-n                 nɔmər-lə-ʤ         uɣə-nə.      mun 

           仕事 REFL こうする-VN.NPST-DAT-REFL  番号-VBLZ-CVB.IPFV あげる-PRS  つまり 

           dʑutʰi-in       dui-iin  dəəɾ-ən [...] bɑdɑɑ idə-nə. 

           集団体制-GEN 隊-GEN 上-REFL […] 食糧  食べる-PRS 

4 漢語で「大锅饭」。 
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 「仕事をこうすると、順番にもらうんだね。つまり集団体制の「隊」で［…］ご飯を

食べる。」 

 

   (39) [C]  ʃii.   ɢʊɾəβ-nə buɾ   ɢʊɾəβ-nə ənə   bɑdɑ-ʁɑn   [...] 

           そう 三-GEN  全て 三-GEN  これ 食糧-REFL  […]  

          「そうなんだよ。3 回の（食事の）うち 3 回とも、このごはんを［…］」 

 

   (40) [A]  təɾə,  təɾə  ujə-nə    bɑdɑɑ əmt-tæ=βɑə? 

           あれ あれ 時代-GEN 食糧  味-PROP=Q 

          「その、その時のごはんはおいしいのかな？」 

 

   (41) [E]  ɑmtə-tæ=βəə? mu-təɾə   bɔɾ   ənə=ʃin      χɑɾ-βɑn    ɢɑɾʁɑ-n,        mu-təɾə 

           味-PROP=Q   EMP-あれ 粗末 これ=2.POSS  黒い-REFL  出す-CVB.MOD  EMP-あれ 

           tɑl~tɑl      mu-təɾə   wowotʰou      ɡə-x=ʃin             mu-təɾ-iin=əə. 

           方面~方面  EMP-あれ ウォウォトウ 言う-VN.NPST=2.POSS EMP-あれ-GEN=PCL 

 「おいしいわけあるか、まさにそれは質素で、それは黒いのを出していて、その類で

言えば、その、ウォウォトウ 5というのもまさにそれのことだろう。」 

 

   (42) [C]  ɑɑn tendə   [...] 

           INTJ そこで […] 

          「ああ、そこで［…］」 

 

   (43) [D]  [...] munuu  ənə   xədii    sææn.  udəɾ-d-ən     dɑmi βæmiæn, [...] 

           […] 今     これ いくら よい  日-DAT-REFL  お米 小麦粉  […] 

          「［…］今、この、どんなにすばらしいか。毎日、お米と小麦粉［…］」 

 

   (44) [C]  ʊləs~ʊləs-nə  fɑdɑ-ʁɑ-n            jɑβ-əədə, 

           国~国-GEN   発達-VBLZ-CVB.MOD  行く-CVB.PFV 

          「各国が発達していって、」 

 

   (45) [A]  teɾə  ujə=nə       ɑjməɾ   juil-tæ     ɡə-sən       uɡ   ɡən=ʃi. 

           あれ 時代=3.POSS  本当に 苦労-PROP  言う-VN.PFV  言葉 だ=PCL 

          「その時は本当に大変だったってことだね。」 

 

 

5 漢語の「窝窝头」。具の入っていない、真ん中に穴のあいた質素な蒸しパン。 
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   (46) [C]  ɑŋχɑn-d-əən     nəɡə  dui-jəəɾ-ən   bɔl-ɔɔdə       umun-ə  nəɡə  æmɑɡ-nə      ʃinəə 

           当初-DAT-REFL  一   隊-INS-REFL  なる-CVB.PFV  前-GEN  一   アイマグ-GEN 財 

           bɑdɑɑ ɔŋʁɑ-ʤ         diilə-x-ui. 

           食糧  与える-CVB.IPFV できる-VN.NPST-NEG 

 「初めの頃は 1 隊に対して、以前の 1 アイマグ 6の頃の豪華なごはんを供給してくれ

なかった。」 

 

   (47) [B]  nəɡə  dui-jin  dəəɾ  xədii    æɾβən   uɾəx  bæ-ʤ         βææ-s=ææ? 

           一   隊-GEN 上   いくつ 多い   戸   ある-CVB.IPFV ある-VN.PFV=Q 

          「1 隊にどれくらい多くの戸があったんですか？」 

 

   (48) [C]  təɾə  ujə-s-də     mɑn          χɶɾɪ-əd      uɾəə nəɡə  dui  dəɾ. 

           あれ 時代-PL-DAT 1.PL.EXC.NOM  二十-ぐらい  戸  一   隊  上 

          「その時、わしらは、20 戸ぐらいだったな、1隊に。」 

 

   (49) [B]  ɑɑ,  nəɡə  dui  ɡə-sən=nə          χɶɾɪ-əd      uɾəx. nəɡə  ʣu  ɡə-sən-ən=nə? 

           INTJ 一   隊  言う-VN.PFV=3.POSS 二十-ぐらい  戸   一   組  言う-VN.PFV-REFL=Q 

          「へえ、1 隊には 20 戸ぐらい。1「組」っていうのは？」 

 

   (50) [D]  ɔdɔɔ  nəɡə  ʣu  ɡə-ʤ. 

           今   一   組  言う-CVB.IPFV 

          「〈発話者 C に対して〉いま、「1 組は？」って。」 

 

   (51) [C]  ən    dɔtɔɾ ʣu, dui-ɣ-iin   ædəl. χʊʊ   ʤɑlʊʊ-tæ-ʁɑn   təɾə=nə      xundə  ædil 

           これ 中   組  隊-E-GEN  同じ 全て 若者-PROP-REFL あれ=3.POSS  重い  仕事 

           xii-nə.         tɑɾjɑ   jɑŋsə-nə. 

           する-CVB.MOD  畑    耕す-CVB.MOD 

 「この中の「組」は「隊」と同じだよ。若者はみんな、重労働をして、畑を耕し

て、」 

 

   (52) [A]  təɾə  ujə-s-də      xən=ən    duidʐɑŋ=dɑ?  umun-ə xən-ə   jəjə         ɡən=dɑ? 

           あれ 時代-PL-DAT  誰=3.POSS  隊長=PCL    前-GEN 誰-GEN おじいさん だ=PCL 

          「その時は誰が「隊長」だったの？昔の何おじいさんだったの？」 

 

6 当時の行政区画名の一つ。 
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   (53) [C]  təɾə  ujə-nə     duidʐɑŋ=ʃin   ɔdɔɔ [...] mədə-x-ui=dɑ. 

           あれ 時代-GEN 隊長=2.POSS  今  […] 分かる-VN.NPST-NEG=PCL 

          「その時の隊長はなぁ、［…］わからないなあ。」 

 

   (54) [E]  nəɡə  æl-d-əən     xədən   ʣu  χʊβɑɑ-nə?   nəɡə  æl  ɢʊʧin  uɾəx=mu? 

           一   村-DAT-REFL  いくつ 組  分ける-PRS  一   村 三十  戸=Q 

           duʧin  uɾəx=mu? tæβin  uɾəx=mu? 

           四十  戸=Q     五十  戸=Q 

 「1 つの村にはいくつの「組」に分かれてたの？1 つの村は、30 戸？40 戸？50 戸？」 

 

   (55) [D]  xədən   xun  χʊβɑɑ-ləə    ɡə-d          jəə-n=də?         […]  χəβ-tæ     

           いくつ 人  分ける-MDL 言う-CVB.PFV  どうする-PRS=PCL  […]  讒言-PROP  

           uɡ-əə      xələ-ʤ        ʃɑdə-χ=ʃin             xuŋɡəŋ  ædil  xii-nə.    xundə  

           言葉-REFL  言う-CVB.IPFV できる-VN.NPST=2.POSS 軽い   仕事 する-PRS  重い 

           ædil-ɡui.  [...] nəɡə  bɑ  xələ-ʤ        jɔlɔ-χ-ui-ʁən             xundə  ædil 

           仕事-NEG […] 一   も  言う-CVB.IPFV できる-VN.NPST-NEG-REFL 重い  仕事 

           xii-nə.    [...] munuu  xədii    sææn=əə. 

           する-PRS  […] 今     いくら よい=PCL 

 「何人ごとに分かれてたっけねぇ。［…］（目上の人に気に入られようと）陰口の言

える人は軽い仕事をしてた。重い仕事はしなかった。［…］一つも（陰口を）言えな

い人は重労働をしてた。［…］今はどんなにすばらしいか。」 

 

   (56) [D]  mɑnæ        mun  ʤil-in   bʊʊlə-nə          ʊɾʁə-sən      

           1.PL.EXC.GEN 前   年-GEN トウモロコシ-GEN 収穫する-VN.PFV 

           eɾɣəə-βəl                mu-təɾə   [...] ʃinəə  ɔlə-ʤee.   əŋɡə-ʤ 

           大げさに言う-CVB.COND  EMP-あれ […] 財   得る-PST  こうする-CVB.IPFV 

           xelə-βəl        χʊβi-nə-ən      mɑʁdɑ-ʤ        xələ-ʤə-n          ʃiɡ.    [...] 

           言う-CVB.COND 個人-GEN-REFL  褒める-CVB.IPFV 言う-CVB.IPFV-PRS  ようだ […] 

           mu-təɾə   nəɡə  ʣu-nə  bɑdɑɑ-ʁii  xədə    xun  jɑŋsə-ʤ       tɑŋɡələ,   [...] 

           EMP-あれ 一   組-GEN 食糧-ACC いくつ 人  耕す-CVB.IPFV 畝を作る […]  

           xələ-ʤ         ʃɑdə-χ=n              χɑiʃi    xun-nə  nəɾ, 

           言う-CVB.IPFV  できる-VN.NPST=3.POSS やはり 人-GEN 名前 

 「私らの前の年のトウモロコシの収穫した量は、大げさに言えば、まさに［…］財を

得たんだ、こうやって言えば自分達のことを褒めて言ってるみたいだけどね。［…］
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まさにその 1 組の食糧を何人かで耕して、畝を作る、［…］（他に思い出して）言え

るのはやっぱり人の名前、」 

 

   (57) [C]  suul-də-ʤ        iɾə-əd         sɨbɑi  dʑin bɔl-ʤee.   χɑɾ+βɑdɑɑ  suul-də-ʤ 

           末-VBLZ-CVB.IPFV 来る-CVB.PFV  四百 斤  なる-PST  黒+米     末-VBLZ-CVB.IPFV 

           iɾə-əd         sɨbɑi  dʑin bɑs  ɔl-ʤ           jɔlɔɔ-χ-ui-lə.            ʊls-əd 

           来る-CVB.PFV  四百 斤  も  得る-CVB.IPFV できる-VN.NPST-NEG-MDL  人々-PL 

           fanɕɑʊljɑŋ idə-əd,         sɑnbɑibɑsɨ dʑin-ə   χɑɾ+βɑdɑɑ. ɔdɔɔ  ʃi-ɣin     kouljɑŋ-nə 

           配給食糧 食べる-CVB.PFV 三百八十 斤-GEN 黒+米     FIL   2.SG-GEN  一人前-REFL  

           ɔl-ʤ           βɑɾə-əd         ʊls-əd   fanɕɑʊljɑŋ  xuləə-nə.  uɡuə-lə   ʃɑmdə 

           得る-CVB.IPFV  終わる-CVB.PFV  人々-PL 配給食糧  待つ-PRS  NEG-MDL  2.SG.DAT 

           miin-əɾ    uɣə-nə.     [...] dʑiu  ʤɔɔs-ɡui,  ɑɾʁə-ɡui.  ʤɔɔs-əəs  uul  dʊtɑ-χ 

           無料-INS  あげる-PRS […] 実に お金-NEG 方法-NEG お金-ABL  他  不足する-VN.NPST 

           jəm  βæ-n=əə? 

           物  ある-PRS=Q 

 「（トウモロコシは）その後 400 斤 7になった。黒米はその後も 400 斤にならなかっ

た。人々は配給食糧 8を食べて、380 斤の黒米だった。それで、あんたの一人前 9を食

べ終わると、人々は配給食糧を待つ。なくなったら、あんたに無料でくれるというわ

けさ。［…］本当にお金がないのはどうしようもない。お金以外に不足するものがあ

るかね。」 

 

   (58) [A]  təɾə  ujə-s-də      bɑdɑɑ-d-ən     ʃɑdə-χ-də           bɑs  idə  ɔɾə-nə. 

           あれ 時代-PL-DAT  食糧-DAT-REFL  できる-VN.NPST-DAT も  力  入る-PRS 

          「その時代はごはんを食べるのにも苦労したんだね。」 

 

   (59) [D]  bɑdɑɑ-d-ən     bɑs  ʤuβ-ɡuə. 

           食糧-DAT-REFL  も  自活-NEG 

          「ごはんでさえも自力では無理だった。」 

 

   (60) [C]  ʊləs  tɕʰioŋ-də. 

           人々 貧しい-NMLZ 

          「人々は貧しかった。」 

 

7 重さの単位。1 斤は 500 グラム。 
8 漢語の「返销粮」。災害や不作の際に国家が民衆に配給する食糧を指す。 
9 漢語の「口粮」。1 人分の食糧を指す。 
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   (61) [D]  tɔɔ-tæ    bɑdɑɑ.  

           数-PROP  食糧 

          「限りのあるごはんだった。」 

 

   (62) [C]  ʊləs  tɕʰioŋ-də.     ɑɾd-ən    ɡədsə-ji   bɔɔ-ʁəd,       [...] 

           人々 貧しい-NMLZ 人々-GEN お腹-ACC 縛る-CVB.PFV  […] 

          「人々は貧しかった。人々のお腹を縛って、［…］」 
 
   (63) [D]  munuu  idə-səɾ          βæ-əd         dɑmi βæmiæn-ə-ʁən    bɑs  idə-x 

           今     食べる-CVB.DUR  ある-CVB.PFV  お米 小麦粉-ACC-REFL も  食べる-VN.NPST 

           dʊɾ-ɡui-ləə.    buu  xələ  ɑŋɡæ.     bɑjən=ʃin       bʊʊɾ-nəə    ɡə-ʤ. 

           好み NEG-MDL PROH 言う この野郎 金持ち=2.POSS  落とす-PRS  言う-CVB.IPFV 

           ʊɾdə-ən  dʑiɑŋ-lə-ʤ          uɣə-βəl           xun  itɡə-n=uu=də? 

           昔-REFL  話す-VBLZ-CVB.IPFV あげる-CVB.COND 人  信じる-PRS=Q=PCL 

 「今は（十分に）食べていて、お米や小麦粉も食べるのは嫌いになった。この野郎な

んて言っちゃあいけないよ。金持ちを落とすと言って。昔のことを話してあげても人

は信じるもんかね？」 

 
 

略号一覧 

-：接辞境界 =：接語境界 +：複合語の語境界 ~：重複 1：1 人称 
2：2 人称 3：3 人称 ABL：奪格 ACC：対格 ASS：連合格 
COM：共同格 CONC：譲歩 COND：条件 CVB：副動詞 DAT：与位格 
DMN：指小性 DUR：継続 E：介入音 EMP：強調 EXC：除外 
FIL：フィラー GEN：属格 HBT：習慣 HON：敬称 IMP：命令 
INC：包括 INS：造格 INTJ：間投詞 IPFV：未完了 MOD：非分離 
MDL：モダリティ NEG：否定 NMLZ：名詞化 NOM：主格 NPST：非過去 
PCL：助詞 PFV：完了 PL：複数 POSS：所属 PROH：禁止 
PROP：所有 PRS：現在 PST：過去 Q：疑問 RCP：相互   
REFL：再帰所有 SG：単数 TOP：主題 VBLZ：動詞化 VN：形動詞 
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マンデ語の身体部位名称

西田文信 

早稲田大学・fuminobu@waseda.jp 

キーワード：マンデ語、チベット・ビルマ諸語、音韻体系、基礎語彙、身体部位

1 はじめに 

本稿では、マンデ語ツァンカ方言を対象言語とし、その音声及び音韻について報告する。マン

デ語はブータン王国中部のトンサ県 (Trongsa) 及びワンディポジャン県 (Wangdi Phodrang) の

曾て英国人が the Black mountains と称した山岳部の東山麓地域、特にマンデチュ (Mang-sde-chu) 

の 流 域 に 分 布 す る 所 謂 Bumthang group の 言 語 で あ る 。 Mangdebikha, Mangdep, 

Mangdekha, ’Nyenkha, ’Ngenkha, Henkhaとも称される。古くは 14世紀に活躍した思想家ロンチェ

ン・ラプ ジャム（Kun-mkhyenklong-chenrab-ḥbyams）もこの言語について言及している。マンデ

語の分布地域は以下の如くである。 

図 1: マンデ語の分布地域 (高橋洋氏 p.c.) 
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2 調査 

 本稿の依拠するマンデ語のデータは、筆者が 2007 年 9 月以降にブータン王国トンサ県ツ

ァンカ村で収集したものである。調査協力者としてツァンカ方言の生え抜きである Yeshi 

Nedup 氏 (1972 年生まれ) にご協力頂いた。同氏は日常的にこの言語を使用しており、同氏

の第一言語であるツァンカ語の他にゾンカ語、ブムタン語、ケン語の会話能力を、ネパール

語の聴取能力を有する。調査はツァンカ村にて媒介言語としてはゾンカ語を用いて行われた。 

 

3 音素及び音節 

3.1 音素目録 

 以下に、マンデ語ツァンカ方言の子音、母音の各音素を示す。本言語は sonorantのみ高低

の別があるが、高ピッチは Hで示す。 

 

3.2 子音 

子音は以下の 32 個の音素が確認される。 

    
labial 

dental, 

alveolar 
retroflex palatal velar glottal 

stops unaspirated p [p] t [t] tr [ʈ] c [c] k [k]  

  aspirated ph [ph] th [th] thr [ʈh] ch [ch] kh [kh]   

  voiced b [bɦ]  d [dɦ] dr [ɖɦ]  j[ɟɦ] g [ɡɦ]   

affricates unaspirated   ts [ts]         

  aspirated   tsh [tsh]         

 voiced   dz [dzɦ]     

fricatives voiceless f [f] s [s], sh [ɕ]       h [h]  

  voiced  v [v] z [zɦ], zh [ʑɦ]         

nasals voiced m [m] n [n]   ny [ɲ] ng [ŋ]   

 voiceless  nh [n̥]     

laterals voiceless   lh [l̥]         

 voiced  l [l]     

approxi-

mant 
voiceless  rh [ɹ̥]        

  voiced w [w] r [ɹ]   y [j]    

 

3.3 単母音 

 単母音は以下の 8個の音素が確認される。鼻母音は以下の５つの音素が確認される 
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i[i] ü[y]                  u[u]         ĩ[ĩ] u ̈̃[ỹ]                 ũ[ũ] 

e[e] ø[ø]                o[o]              ẽ[ẽ]                 õ[õ] 

         ɛ[ɛ]     

                      a[a]                                    ɒ̈̃[ã] 

       表 1: 母音音素            表２: 鼻母音音素 

 

3.4 音節 

 マンデ語ツァンカ方言の音節構造は、C1C2VC3である。このうち Vが必須要素である。C2

は/y, r/、C3は/p, ph, t, th, c, ch, k, kh, m, n, ng, s, sh, h, l, r, w, y/が現れる。  

 

4. 基礎語彙 

本語彙集の配列及び番号付けは The Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus プロ

ジェクトの調査票 (https://stedt.berkeley.edu/questionnaires.html) に見える類語枠組みに基づい

ている。任意の項目についてマンデ語のデータが存在しない場合はその項目番号が欠番とな

っており、結果として番号は不連続となっていることに留意されたい。 

 

1 body (general)    

1.1 body  sũH.nge 

1.2 side (right)  yep 

1.3 side (left)  Hüm 

1.4 back  ket 

1.5 front  doH.nga 

1.6 torso / trunk  kü.de 

1.7 limbs / arms and legs  tau.la 

1.8 lap  Hbɛ.khɛ 

1.10 groin / loins (i.e. hips to thighs) dĩ.su 

1.11 flesh / meat  sha 

1.12 alive / be living  ma.seH.dɛ.zi 

1.13 die / be dead  se.thuH.na 

1.14 corpse / dead body  ro 

1.16 sleep /  be asleep  dü.ni.shi 

1.17 awake / be awake  lon.Hdu.shi 

1.18 dream (v.)  niH.lam 

2 head   

2.1 head  Hgu.Hlu 
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2.2 top of head / crown / pate  cok.Hma 

2.3 fontanel (soft spots in baby skull) phɛ 

2.4 skull  thüp 

2.5 brain (=  9.1  )  nep 

2.7 hair of head (=  8.1.1)  Hra 

2.8 scalp  po.ko 

2.9 comb (of rooster)   gu.sha 

2.10 horn (of animal)   rau 

2.11 antler (of deer)  ka.sha.rau 

3 face   

3.1 face  kham.do 

3.2 forehead / brow  phe 

3.3 temple  na.ze.trop 

3.4 eye  mii 

3.4.1 eyelid  me.ge.po.ko 

3.4.2 eyeball  me.ge.Hlha.dzyu 

3.4.2.1 iris  me.ge.miu 

3.4.2.2 pupil  me.ge.Hlha.dzyu 

3.4.2.3 white of eye  me.ge.Hlha.dzyu 

3.4.3 eyebrow  me.ge.miu 

3.4.5 blink (v.)  mi.thik.ne 

3.4.6 tear (n.)  mi.pre 

3.4.7 eye sand  teu.dze.shi 

3.4.8 cry / weep (v.)  ngo 

3.4.9 see / look (v.)  ta 

3.4.10 blind  me.dzau 

3.5 nose  Hna.Hba 

3.5.1 nose bridge  dzek.to 

3.5.2 nostril  Hna.Hba.ge.shop 

3.5.3 alae nasi (nose flaps)  Hna.Hba.ge.wõ 

3.5.4 nose hair  Hna.Hba.ge.pou 

3.5.5 snout (of pig, etc.)  Hngul 

3.5.6 liquid mucus  nap 

3.5.7 solid mucus  na.be.she.kom 

3.5.8 blow nose (v.)  nap.shi 

3.5.9 smell / sniff (v.)  trim.nan.ne 

3.6 ear  Hnül 

西田 文信（2022）『言語記述論集』14: 145-156

148



3.6.1 earlobe  nyul.la.to 

3.6.2 outer ear  nyul.le.get 

3.6.3 inner ear  nyul. Hnan 

3.6.4 ear canal  nyul.wã 

3.6.6 earwax  Hna.phem 

3.6.7 hear (v.)  nyel.ko 

3.6.8 deaf  dza.dü 

3.7 mouth  kha 

3.7.1 palate  kha.re.bal 

3.7.3 gums  Hnyi 

3.7.4 uvula  Hli.dzum 

3.7.5 saliva   kha.sha 

3.7.6 eat (v.)  zu 

3.7.7 drink (v.)  thõ 

3.7.8 be thirsty  khe.kom 

3.7.9 be hungry brom.na 

3.7.10 full / be satiated  phou.nou 

3.7.11 spit (v.)  thep 

3.7.12 vomit (n.)  kha.lo.ze 

3.7.14 hold in mouth (v.)  kha.nan.kyõ.bri 

3.7.15 gape / open mouth (v.)  kha.jã 

3.7.16 yawn (v.)  ra 

3.8 tongue  Hli 

3.8.1 speak (v.)  kha.mo 

3.8.2 stutter / stammer   kha.dip 

3.8.3 mute / dumb  Hlẽ.Hgo 

3.8.4 lick (v.)  li.prĩ 

3.9 lip  Hma.pshi 

3.9.1 upper lip  tĩ. Hge.Hma.pshi 

3.9.2 lower lip  gap.te.Hma.pshi 

3.9.3 beak / bill (of bird)  kha.cho.to 

3.9.4 smile (v.)  zum.sek.sek 

3.9.5 kiss (v.)  au 

3.10 tooth  Hwa. Hwa 

3.10.1 incisor  Hdũ.su 

3.10.2 molar  pruks 

3.10.4 wisdom tooth  Hwa.so.tso 
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3.10.5 baby tooth  Hwa 

3.10.6 tusk (of elephant, boar)  lam.she.tsheu 

3.10.7 bite (v.)  goa.tsi 

3.10.8 chew (v.)  Hmur 

3.11 cheek  zai.u 

3.11.1 cheekbone / malar bone  zai.u.ku.to 

3.12 chin  dram.la 

3.13 jaw (general)  mã.khe 

3.13.1 lower jaw / mandible  mã.khe 

3.13.2 upper jaw / maxilla  zai.u.ku.to 

4 neck / throat   

4.1 neck  tak.pa 

4.1.1 goiter  bau 

4.1.4 adam's apple / larynx  thü.dum 

4.2 throat / gullet / pharynx  thü.dum / ø.go 

4.2.1 windpipe / trachea  thü.dum 

4.2.2 esophagus  thü.dum 

4.2.3 swallow (v.)  thep.mi.dze 

5 torso   

5.1 chest  brã.ko 

5.1.1 rib cage  tep.Hlo 

5.1.2 rib  khe.be.tsi 

5.2 collar bone / clavicle  sop.pe.ro.to 

5.3 shoulder  sop 

5.4 breast  Hu. Hdzu / Hnum 

5.4.1 nipple  Hu. Hdzu.gu.lu / Hnum.gu.lu 

5.4.3 milk  gyu 

5.4.4 colostrum  kam 

5.4.5 suck (v.)  dzip.tse 

5.5 back  gyɛp.dzyu 

5.5.1 upper back  ten.gyɛp.dzyu 

5.5.2 lower back  wo.gyɛp.dzu 

5.5.4 spine / backbone  ke.be.tsik 

5.5.6 hunchback  kip.tsa.ku 

5.6 waist  kip 

5.7 belly / abdomen (external bulge) phou 

5.7.1 navel  tɛu 
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5.8 pelvis / pelvic girdle  dĩ.su 

5.8.1 hips  dĩ.su.rou 

5.8.2 hipbone  Hngap 

5.10 rump  dɛm 

5.10.1 buttocks  a.bu 

5.10.2 tailbone / coccyx  au.la.caks 

5.10.3 tail (of animal)  dzyu.Hma 

6 limbs   

6.1 arm  la 

6.1.1 underarm / armpit  ki.li.wa 

6.1.1.1 tickle (v.)  ga.gi.top 

6.1.2 upperarm  la.gi.pak.com 

6.1.4 elbow  drik.li 

6.1.6 wrist  la.gi.tshek 

6.1.7 hand  la 

6.1.7.1 palm  la.gi.te.ze 

6.1.7.2 back of hand  la.gi.gyap.ju 

6.1.7.3 fist  ku.dzi 

6.1.7.4 right hand  la.yep 

6.1.7.5 left hand  la. Hym 

6.1.8 fin (of fish)  jya.shop 

6.1.9 wing (of bird)  ka.we.shop 

6.2 leg  tau 

6.2.1 thigh  bɛh 

6.2.1.1 thigh bone / femur  bɛ.khe.ro.tho 

6.2.1.2 hamstring  bɛ.khe. Hnak.pe 

6.2.2 knee  pi.ku 

6.2.2.1 knee cap / patella  pi.ku.po.tsu 

6.2.2.2 knee hollow / popliteal region gi.bɛ.o.tap 

6.2.3 shin  nga.thok 

6.2.3.1 shin bone / tibia  nga.be.ru.tho 

6.2.4 calf  dzĩ.ta.bou 

6.2.5 ankle  ba.lɛ.tap 

6.2.5.1 ankle bone  tshek.to 

6.2.6 foot  ta.we.te.tse 

6.2.6.1 heel  tim.pha 

6.2.6.2 achilles tendon  tĩ.dza 
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6.2.6.3 arch  ta.we.na. Hze 

6.2.6.4 ball of the foot  tim.pha 

6.2.6.5 sole  na.ze 

6.2.6.7 footprint  jes 

7 digit 

7.1 finger  la.ge.tep 

7.1.1 index finger  tsu.mu 

7.1.4 little finger  tep.chũ 

7.1.5 thumb  the.bom 

7.1.6 fingerprint  la.ge.pa 

7.2 toe  ta.we.the.bam 

7.2.5 little toe  ta.we.tep.chũ 

7.4 nail  tsim 

7.4.1 fingernail  la.ge.tsim 

7.4.2 toenail  ta.we.tsim 

7.4.3 claw (of animal)  tsim 

7.4.4 talon (of bird)  tsim 

8 diffuse organs 

8.1 hair (general)  po 

8.1.1 hair of head (=  2.7  )  ra 

8.1.1.1 cowlick (flexure in hair)  no.re.po 

8.1.2 facial hair  gɛu 

8.1.2.1 beard  Hgɛu 

8.1.2.2 goatee  Hgɛu 

8.1.2.3 moustache  khaHgɛu 

8.1.3 body hair  zu.ge.po 

8.1.3.1 underarm hair  po 

8.1.3.2 chest hair  brõ.ko.lu.ge.po 

8.1.3.3 leg hair  ki.ta.lo.ge.jip 

8.1.4 fur (of animal)  po 

8.1.5 feather (of bird)  dro 

8.2 skin  pago 

8.2.1 sweat / perspiration  tshep 

8.2.2 pore  wã.tshing 

8.2.3.2 pimple  da.dzyum 

8.2.3.3 mole  Hmeu 

8.2.3.7 scar  Hmẽ.tha 
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8.2.3.8 wrinkle  a. Hri 

8.2.3.9 rash  bar 

8.2.3.10 itch (v.) / be itchy  gya.nɛ 

8.2.5 scales (of fish)  nya.sop 

8.2.6 hide / leather (dried animal skin) po.ko 

8.3 fat  kam.tshi 

8.3.1 fat around intestines / omentum kam.tshi 

8.3.2 oil / grease (for cooking)  mah 

8.4 bone  ro.tho 

8.4.3 marrow ( = 9.1.2)  tro 

8.4.4 cartilage / grist  troprom 

8.5 sinew / tendon (muscle to bone) tĩ.za 

8.6 ligament (bone to bone)  tsa 

8.7 blood  ka 

8.7.1 blood vessel / vein / artery  ka.gi.tsa 

8.7.2 bleed (v.)  ka.bdzyong 

8.8 muscle  nya 

8.9 joint  tshek.to 

8.10 nerve  tsa 

9 internal organs  

9.1 brain (= 2.5  )  lep 

9.1.1 spinal cord (= 5.5.5 )  ke.be.tsa 

9.2 lung  shau 

9.2.1 breathe (v.)  buk.ya.shu 

9.2.3 blow (mouth)  bi 

9.2.4 gill (of fish)  nyil 

9.3 heart   dü.hĩ 

9.3.1 heartbeat  nɛn.thuk.thuk 

9.3.2 pulse  shok.tsa 

9.5 liver  tshom 

9.5.1 bile  thip 

9.6 kidney  khɛm 

9.7 urinary bladder  kø.bi 

9.7.1 urine  khɛ 

9.7.2 urinate (v.)  khɛ.bri 

9.8 spleen  tshie.dzyum 

9.8.1 swollen spleen (illness)  tshie.dzyum.bɛ.nha 
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9.10 stomach   phou 

9.11 intestines / bowels  gyo.Hma 

9.11.1 large intestine  gyoHma.bom 

9.11.2 small intestine  gyoHma.tshing 

9.12 anus / rectum  tshe.u 

9.12.1 feces / shit  kyo.ko / kyok 

9.12.3 defecate (v.)  kyok.prɛ 

10 reproductive system   

10.1 genitalia / pudenda (general) pho.jum 

10.2 copulate (v.) / have intercourse nyo 

10.3 male:   

10.3.1 penis  lak.tcha 

10.3.2 glans / head of penis  nyek 

10.3.3 foreskin  po.ko 

10.3.4 scrotum  kong.ge 

10.3.5 testicle  trɛ 

10.3.6 male pubic hair  Hmo 

10.3.7 semen / sperm  dah 

10.3.8 ejaculate (v.)  tak.ta.ker 

10.3.9 castrate (v.)  lang.ge 

10.4 female:   

10.4.1 vagina  ga.tchu 

10.4.2 vulva / labia   zel 

10.4.3 hymen  khe.bdzyo.ma 

10.4.4 clitoris  zel 

10.4.5 female pubic hair  Hmo 

10.4.6 menstruate (v.)  ka 

10.4.7 menstrual blood  shing 

10.4.8 uterus / womb  u.be.tshã 

10.4.9 amniotic sac / bag of waters  le.lem 

10.4.10 amniotic fluid  go.tchü 

10.4.11 placenta / afterbirth  khem.la 

10.4.12 umbilical cord  teu.we.tak.pa 

10.4.13 caul (membrane on newborn head) re.rem 

10.4.14 be pregnant  op.tshak 

10.4.15 give birth   op.kɛ 

10.4.16 egg (of animal)  tɛ 
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11 somatophonics   

11.1 cough   lo.bɛ 

11.2 hiccup   hik.thum 

11.3 sneeze  nap.tshe 

11.4 snore  hom.bu 

11.5 whistle  hom.bu 

11.8 clear throat  i.go.sel 

11.9 laugh  ga.lo 

12 injury and infection   

12.1 tremble / shiver / shudder  sik.mi 

12.2 be sick / be ill / hurt  na.ni 

12.3 be numb /  be paralyzed  rang.nga.tang.nga 

12.4 to swell /  be swollen  bø.nha 

12.5 pus  Hno 

12.6 abscess / ulcer / open wound tsü.ne.ka 

13 body part measurement    

13.1 phalanx (knuckle length)  la.ge.thep.tchu 

13.2 hand span  tho 

13.3 cubit (elbow to fingers)  tshõ.brĩ 

13.4 cord / fathom (outstretched arms) la.brĩ 

13.4.1 nose to fingertip  dzyam.pshi 

13.4.2 left fingertip to right fingertip sham.brĩ 

14 body part abstractions   

14.1 mind / locus of thought  sem 

14.2 heart / locus of emotions  dü.hĩ 

14.3 heart / locus of personality  nga.dü.hi 
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宮古語砂川方言の語彙集∗

セリック・ケナン
国立国語研究所 (kcelik@ninjal.ac.jp)
キーワード：宮古語、砂川方言、語彙

本稿では南琉球宮古語
う る か
砂川方言の語彙集を提示する。砂川方言は沖縄県宮古島市砂川集落で

伝統的に話されている宮古語の方言である（砂川方言の系統については Pellard (2009)とセリ
ック (2020)を参照されたい）。個別の文法テーマを扱った坂井美日 (2019)や 800語弱を報告
した城辺町教育委員会 (2003)以外、砂川方言を主な対象として取り上げた先行研究はなく、そ
の結果、砂川方言の言語的特徴については殆ど未記述である。砂川方言の言語記述に貢献でき
るよう、ここでは現地調査の結果をもとにこの方言の 2829項目を報告する。

1 データ
砂川集落出身の浜川慶子（昭和 20年生）の協力を得て、2016年の 1月より 3月までの間に

宮古島で砂川方言の語彙調査を行った。その後、調査結果をもとに語彙集を作成した上で、同
浜川氏と一緒に 2021年 12月に語彙集の原稿を詳細にチェックした。

2 凡例
見出し語は仮名表記、IPA（国際音声記号）表記、品詞名、活用類、意味記述（相当語および

解説）から構成されている。品詞（または範疇）は表 1 の通りである。活用類は動詞の活用類
を示しており、I 類は日本語の四段動詞対応動詞、II 類は一段・二段動詞対応動詞、変則型は
変則的な活用体系を持つ動詞である。今回アクセントの対立は確認することができなかったた
め、アクセント情報は掲載していない。もっともこれまでの調査の結果によると、少なくとも
浜川氏の発音においてはアクセントの対立は保持されていないと考えられる。仮名表記は富浜
(2013)を踏襲しながら、文字のよりよい視覚的識別のために数点の改変を施した渡久山・セリ
ック (2020)の表記法に従う（また、IPA表記において音節境界が曖昧になる場合、音節境界を
「.」で示したこともある）。表記一覧を表 2に示す。

∗ 本研究は JSPS科研費 19K13174、20H01259、21H00353の助成を受けたものです。本語彙集の作成にあたり、
長時間の調査に協力してくださった浜川慶子に心より感謝を申し上げます。また、原稿を丁寧にご確認になり、
数多くの有益なコメントをくださった千田俊太郎にも深く感謝を申し上げます。
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表1: 品詞と範疇

品詞／範疇 略号 語数

名詞 名 1732
動詞 動 829
形容詞 形 51
副詞 副 58
擬態語・擬声語 擬 25
重複形 重複 2
連体詞 連体 3
助数詞 助数 6
文法的要素 文 60
接続詞 接 1
感動詞 感 23
連語 連語 38
未確認 未 1
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表2: 仮名・発音記号一覧

あ [a] い [i] イ゚ [ɿ] う [u] え [e] お [o]
か [ka] き [ki] キ゚ [kɿ] く [ku] け [ke] こ [ko]
が [ga] ぎ [gi] ギ [gɿ] ぐ [gu] げ [ge] ご [go]
きゃ [kja] きゅ [kju] きょ [kjo]
ぎゃ [gja] ぎゅ [gju] ぎょ [gjo]
さ [sa] すぃ [si] す [sɿ] すぅ [su] せ [se] そ [so]
ざ [dza] ず [dzɿ] ずぅ [dzu] ぜ [dze] ぞ [dzo]
しゃ [ɕa] し [ɕi] しゅ [ɕu] しぇ [ɕe] しょ [ɕo]
じゃ [dʑa] じ [dʑi] じゅ [dʑu] じぇ [dʑe] じょ [dʑo]
ジゃ [ʑa] ジ [ʑi] ジゅ [ʑu] ジぇ [ʑe] ジょ [ʑo]
ズぁ [za] ズぃ [zi] ズぅ [zu] ズぇ [ze] ズぉ [zo]
た [ta] てぃ [ti] とぅ [tu] て [te] と [to]
だ [da] でぃ [di] どぅ [du] で [de] ど [do]
ちゃ [tɕa] ち [tɕi] つ [tsɿ] ちゅ [tɕu] ちぇ [tɕe] ちょ [tɕo]
つぁ [tsa] つぅ [tsu] つぇ [tse] つぉ [tso]
てゃ [tja] てゅ [tju] てょ [tjo]
でゃ [dja] でゅ [dju] でょ [djo]
な [na] に [ni] ぬ [nu] ね [ne] の [no]
にゃ [nja] にゅ [nju] にょ [njo]
は [ha] ひ [hi] ほぅ [hu] へ [he] ほ [ho]
ば [ba] び [bi] ビ [bɿ] ぶ [bu] べ [be] ぼ [bo]
ぱ [pa] ぴ [pi] ピ [pɿ] ぷ [pu] ぺ [pe] ぽ [po]
ひゃ [hja] ひゅ [hju] ひょ [hjo]
びゃ [bja] びゅ [bju] びょ [bjo]
ぴゃ [pja] ぴゅ [pju] ぴょ [pjo]
ふぁ [fa] ふぃ [fi] ふ [fu] ふぇ [fe] ふぉ [fo]
ヴぁ [va] ヴぃ [vi] ヴぅ [vu] ヴぇ [ve] ヴぉ [vo]
ま [ma] み [mi] ミ゚ [mɿ] む [mu] め [me] も [mo]
みゃ [mja] みゅ [mju] みょ [mjo]
や [ja] ゆ [ju] いぇ [je] よ [jo]
ら [ra] り [ri] る [ru] れ [re] ろ [ro]
りゃ [rja] りゅ [rju] りょ [rjo]
わ [ʋa] を [ʋo]
ん　　 [n]　　んー　　 [nn]　　ム　　 [m]　　ムー　 [mm]　　ヴ　　 [v]　　ヴヴ　　 [vv]
ー　　 [ː]　　っ （文字を重ねる）
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3 語彙集

あ [a]［文］～を。～が。非活格の助詞。主に
従属節に出現し、他動詞の目的語や一部の自
動詞の主語をマークする。
あー [aː]［名］粟。
あーい [aːi]［感］いいえ。
あーぐ [aːgu]［名］歌。歌謡。
あーさ [aːsa]［名］

あ お さ
石蓴。

あーす [aːsɿ]［動 I類］喧嘩させる。
あーす [aːsɿ]［動 I類］会わせる。
あーす [aːsɿ]［動 I類］合わせる。
あーだーら [aːdaːra]［名］粟俵。
あーつ [aːtsɿ]［名］（口元に出る）泡。たくさ
んしゃべるときなどに口元に出る白い泡。
あーぶーイ゚ [aːbuːɿ]［名］粟の豊年祭。
あーんキ゚ [aːnkɿ]［名］粟の神酒。粟を原料と
した神酒。
あい [ai]［動 II類］和える。
あい [ai]［動 II類］（果物が）落ちる。
あい [ai]［動 II類］（乳が）もれる。（乳が）た
れる。分泌される液体がもれる。
あイ゚ [aɿ]［動変則型］ 1⃝ 有る。存在する。 2⃝
～ある。動詞の接続形に続き、結果状態を表
わす。
あイ゚ [aɿ]［動 I類］言う。
あイ゚ [aɿ]［名］

あい
藍。

あイ゚かす [aɿkasɿ]［動 I類］歩かせる。
あイ゚がら [aɿgara]［名］蟻。
あイ゚キ゚ [aɿkɿ]［動 I類］ 1⃝ 歩く。 2⃝ （車が）
動く。進む。
あいずぅー [aidzuː]［名］野菜の和え物。
あイ゚ふっつ [aɿfuttsɿ]［動 I類］（口で）ひどく
叱る。いじめる。言ってこまらせる。
あイ゚ぽーキ゚ [aɿpoːkɿ]［動 I類］言い切る。
あう [au]［動 I類］喧嘩する。
あヴ [av]［動 I類］炙る。

あヴヴぁ [avva]［名］ 1⃝ 油。脂。 2⃝ 燃料。
あヴヴぁヴちゃ [avvavtɕa]［名］おしゃべり
な人。
あヴヴぁヴつ [avvavtsɿ]［名］おしゃべり。
あうギ [augɿ]［名］扇。
あうく [auku]［名］

おうご
朸。天秤棒。

あヴす [avsɿ]［名］畦。畦道。
あヴだ [avda]［名］もっこ。草などを入れる
容器の一種。
あうなば [aunaba]［名］苔。
あうばイ゚ [aubaɿ]［名］

ぎんばえ
銀蝿。

あうみ [aumi]［動 II類］臆病だ。怖がる。
あうみざか [aumidzaka]［名］臆病者。怖がる
人。
あうみゃー [aumjaː]［名］喧嘩。
あうム [aum]［動 I 類］未熟だ。熟する前の
状態を指す。
あうむぬ [aumunu]［形］ 1⃝ 青い。 2⃝ 未熟。
あうムびゃーり [aumbjaːri]［動 II類］青ざめ
る。栄養が足りなくて顔色が青ざめる。
あうやー [aujaː]［名］喧嘩。
あかイ゚ [akaɿ]［動 I類］晴れる。
あかイ゚ [akaɿ]［名］明り。照明。光。
あがイ゚ [agaɿ]［動 I類］ 1⃝ 上がる。 2⃝ 緊張す
る。
あがイ゚ [agaɿ]［名］東。東方。
あがい [agai]［感］あら。いらつき、驚きな
ど、様々な感情を表す。
あがイ゚かじ [agaɿkadʑi]［名］東風。
あがイ゚かた [agaɿkata]［名］東方。東の方向。
あかヴヴぁ [akavva]［名］赤ちゃん。
あかがり [akagari]［名］生枯れ。枯れかけて
いること。復活可能な状態。
あかさ [akasa]［名］私生児。
あかさっふぁ [akasaffa]［名］私生児。
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あかすーさ [akasɿːsa]［名］斑点。
あがた [agata]［名］遠い。遠方。
あかたヴきゃー [akatavkjaː]［名］たった一人。
あがたまーイ゚ [agatamaːɿ]［名］遠回り。迂回。
あかつ [akatsɿ]［名］血。
あかつく [akatsɿku]［名］黄身。
あがにゃー [aganjaː]［名］東隣の家。
あかべーる [akabeːru]［感］無理だ。そんなの
ありえない。相手が述べた内容を否定すると
きに使う。
あかまイ゚ [akamaɿ]［名］赤飯。
あがみ [agami]［動 II類］崇める。尊敬する。
あかみーだか [akamiːdaka]［名］目の赤いサ
シバ。
あかむイ゚とぅ [akamuɿtu]［副］ちっとも。
あかんなま [akannama]［名］たった今。
あき [aki]［動 II類］開ける。
あキ゚ [akɿ]［動 I類］開く。
あぎ [agi]［動 II類］上げる。
あギ [agɿ]［名］口蓋。
あぎ [agi]［名］陸。
あキ゚なイ゚ [akɿnaɿ]［名］商い。商売。
あきゃーだ [akjaːda]［名］仲買人。商売人。
あぐ [agu]［名］

あご
顎。

あぐ [agu]［名］同級生。男性も女性も指す。
また、呼称名詞としても使われる。
あぐずき [agudzɿki]［名］入れ歯。
あこーん [akoːn]［名］雲丹の一種。
あさ [asa]［名］父。
あざ [adza]［名］ 1⃝ 兄。 2⃝ 年上の男性。目
上の男性。先輩。
あざ [adza]［名］

ほ く ろ
黒子。

あさむぬ [asamunu]［名］朝食。
あさムま [asamma]［名］親。両親。父母。
あざんキ゚ [adzankɿ]［動 I類］なだめる。
あし [aɕi]［名］汗。
あし [aɕi]［名］昼食。昼ご飯。

あしイ゚ [aɕiɿ]［動 I類］焦る。
あず [adzɿ]［名］味。
あずかイ゚ [adzɿkaɿ]［動 I類］預かる。
あずき [adzɿki]［動 II類］ 1⃝ 預ける。 2⃝（家
畜にえさを）やる。
あすてぃ [asɿti]［名］明後日。
あすのーす [asɿnoːsɿ]［動 I類］成功する。よ
くやる。
あすばす [asɿbasɿ]［動 I類］遊ばせる。
あすピ [asɿpɿ]［動 I類］遊ぶ。
あたイ゚ [ataɿ]［動 I類］ 1⃝ 当たる。 2⃝ 合う。
正解だ。
あだなす [adanasɿ]［名］阿檀の気根。
あたばかーイ゚ [atabakaːɿ]［副］ 1⃝ 急に。突然。

2⃝ しばらくの間。
あたまん [ataman]［副］急に。突然。
あだムば [adamba]［名］

あ だ ん
阿檀の木の葉っぱ。

あだムばさば [adambasaba]［名］阿檀の葉っ
ぱでできた草履。
あだムぶら [adambura]［名］

あ だ ん
阿檀の木の枯れ

た木材。役に立たない人のたとえにも使う。
あたらか [ataraka]［副］大切。大事。もった
いない。
あだん [adan]［名］

あ だ ん
阿檀。

あつぁ [atsa]［名］明日。
あつぁぬすとぅむてぃ [atsanu sɿtumuti]［名］
明日の朝。
あつぁぬピーま [atsanu pɿːma]［名］明日の
昼。
あつぁぬゆー [atsanu juː]［名］明日の夜。
あつぁぬ ゆない [atsanu junai]［名］明日の
夜。
あつかーり [atsɿkaːri]［動 II 類］こき使われ
る。指示されてやらされる。
あつこーこー [atsɿkoːkoː]［連語］（湯気が立
つ程度に）熱い。
あつさ [atsɿsa]［名］暑さ。
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あっしゃヴ [aɕɕav]［動 I類］失敗する。
あイ゚っズぅ [aɿzzu]［名］魚の一種。アイゴ。
あっつ [attsɿ]［動 I類］温まる。
あっつぁ [attsa]［名］下駄。
あっつぁ [attsa]［名］端。わき。

きわ
際。

あっつぁす [attsasɿ]［動 I類］温める。
あっつぅっす [attsu ssɿ]［連語］味見する。
あつぷムぷム [atsɿpumpum]［連語］（体が）熱
い。
あつまイ゚ [atsɿmaɿ]［動 I類］集まる。
あつまらす [atsɿmarasɿ]［動 I類］集める。動
員する。物ではなくて、人について言う。
あつみ [atsɿmi]［動 II類］集める。
あてぃ [ati]［副］あまりにも。非常に。
あてぃ [ati]［動 II類］当てる。
あてぃーてぃ [atiːti]［副］あまり...ない。
あてぃからー [atikaraː]［接］それでは。
あてゃーだ [atjaːda]［副］あまり。
あてゃーにゃーん [atjaː njːn]［連語］思いが
けなく。予想外。
あとぅ [atu]［名］ 1⃝ 後。 2⃝ 跡。
あどぅ [adu]［名］

かかと
踵。

あとぅどぅみ [atudumi]［名］後添い。後妻。
後夫。
あとぅみどぅム [atumidum]［名］後妻。後添
いの妻。
あな [ana]［名］穴。
あなみ [anami]［動 II類］請求する。要求す
る。
あにみどぅムヴヴぁ [animidumvva]［名］（他
人から見た）長女。
あはー [ahaː]［感］なるほど。わかった。納得
するときに使う。
あばさ [abasa]［名］1⃝ ハリセンボン。2⃝（比
喩的に）口達者。絶えず余計なことをしゃべ
る人。
あぱなかす [apanakasɿ]［動 I類］仰向ける。

あぱなキ゚ [apanakɿ]［動 I類］仰向く。
あぱらぎむぬ [aparagimunu]［名］美人。
あぱらぎむぬ [aparagimunu]［形］美しい。
あばり [abari]［動 II類］ 1⃝ 暴れる。 2⃝（屋
敷が）荒れる。
あびイ゚ [abiɿ]［動 I類］呼ぶ。
あびキ゚ [abikɿ]［動 I類］息切れになる。
あひゃーわー [ahjaːʋaː]［名］繁殖用の雌の豚。
あふ [afu]［名］ケーキの一種。蒸したお菓子。
小麦粉と黒糖と卵でできている。お盆や十六
日などの行事の時に作る。
あぶ [abu]［名］洞窟。自然にできた、深い洞
窟。
あふキ゚ [afukɿ]［名］

あ く び
欠伸。

あぶく [abuku]［名］泡。ぶくぶくの泡。物を
煮るときに泡、豆腐作りのときの泡。
あふた [afuta]［名］（収穫後の）ゴミ。枯れた
葉っぱなど刈った後に残る草や植物。
あふらす [afurasɿ]［動 I類］溢れさせる。こ
ぼす。
あふり [afuri]［動 II類］溢れる。こぼれる。
あまイ゚ [amaɿ]［動 I類］余る。
あまイ゚ [amaɿ]［名］余り。
あまイ゚なんギ [amaɿnangɿ]［名］余計な苦労。
あまいのー [amainoː]［名］竜巻。
あます [amasɿ]［動 I類］浴びせる。
あまみ [amami]［名］味見。
あまみム [amamim]［名］乾性耳垢。耳垢が
カラカラであること。
あまム [amam]［名］

やどかり
宿借。

あまむぬ [amamunu]［形］ 1⃝ 味が薄い。塩気
がない。 2⃝ 疎ら。密でない。
あまムぶに [amambuni]［名］

くるぶし
踝骨。

あまらす [amarasɿ]［動 I類］余らせる。余分
に作る。
あみ [ami]［動 II類］浴びる。
あみ [ami]［名］飴。
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あみ [ami]［名］雨。
あみすみ [amisɿmi]［動 II類］浴びせる。
あみばた [amibata]［名］雨が近いこと。雨が
降りそうだ。雨がやがて降る。
あム [am]［動 I類］編む。
あム [am]［名］網。
あムでぃら [amdira]［名］編み籠。
あムむ [ammu]［名］（凧の）糸。
あや [aja]［名］綾。模様。
あやかイ゚ [ajakaɿ]［連語］

あやか
肖る。

あやピだりゃ [ajapɿdarja]［名］両手利き。
あら [ara]［副］それでは。
あらー [araː]［名］外。
あらーす [araːsɿ]［動 I類］洗わせる。
あらう [arau]［動 I類］洗う。
あらがん [aragan]［名］蟹の一種。
あらす [arasɿ]［動 I類］荒らせる。
あらす [arasɿ]［動 I類］誘惑する。
あららがま [araragama]［名］なにくそ。宮古
島の独特の精神。
あらん [aran]［連語］違う。否定するときに
使う。
あらんゆー [aranjuː]［連語］違うよ。否定す
るときに使う。
あり [ari]［動 II類］荒れる。
あわたす [aʋatasɿ]［動 I類］急がせる。慌て
させる。
あわてぃ [aʋati]［動 II類］急ぐ。慌てる。
あん [an]［名］餡。餡子。
あんが [anga]［名］ 1⃝ 姉。お姉さん。 2⃝ 年
上の女性。目上の女性。先輩。
あんだき [andaki]［副］そんなのに。
あんちー [antɕiː]［副］そのように。そうして。
さよう。
あんな [anna]［名］母。
あんなうや [annauja]［名］親。両親。
あんなずみ [annadzɿmi]［名］母による散髪。

またはその髪型。
あんのーい [annoːi]［感］ごめんください。昔、
人の家に入るときの挨拶。挨拶を聞いて出て
くる家の人は〈たるが〉「どなたですか」と
答える。
あんばい [anbai]［名］食べてみること。味を
確かめること。
あんむつ [anmutsɿ]［名］餡餅。
いー [iː]［名］柄。
いー [iː]［名］

えい
鱏。

いー [iː]［名］絵。
いー [iː]［文］ 1⃝ ～ね。 2⃝ ～かね。
イ゚ー [ɿː]［動 I類］叱る。
イ゚ー [ɿː]［動 I類］要る。必要である。
イ゚ー [ɿː]［名］錐。
イ゚ー [ɿː]［名］西。
イ゚ーかじ [ɿːkadʑi]［名］西風。
イ゚ーかた [ɿːkata]［名］西方。西の方向。
イ゚ーキ゚ [ɿːkɿ]［動 I類］煎る。炒める。
イ゚ーキ゚ [ɿːkɿ]［名］ 1⃝ 鱗。 2⃝ ふけ。
イ゚ーさ [ɿːsa]［名］

おし
唖。

イ゚ーにゃー [ɿːnjaː]［名］西隣の家。
イ゚ーぬ てぃん [ɿːnu tin]［名］西の空。
いーばー [iːbaː]［副］よかった。
イ゚ーび [ɿːbi]［名］（雲丹の棘による）皮膚の
傷の一種。
イ゚ーふっつ [ɿːfuttsɿ]［動 I類］ひどく叱る。
イ゚ーぽーキ゚ [ɿːpoːkɿ]［動 I類］（かげで）悪口
を言う。
イ゚ーむく [ɿːmuku]［名］入り婿。
いイ゚ [iɿ]［動 I類］射る。
いヴヴぁす [ivvasɿ]［動 I類］怖がらす。
いヴヴぃ [ivvi]［動 II類］怖がる。
いヴさ [ivsa]［名］争い。戦争。
いかき [ikaki]［名］絵描き。
いき [iki]［動 II類］生きる。
いき [iki]［文］（何かをするために）～に行
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って。
いキ゚ [ikɿ]［動 I類］行く。
いキ゚ [ikɿ]［名］息。呼吸。
いギ [igɿ]［名］元気。語源は「意地」で、〈い
ず〉が〈いギ〉になっている。
いキ゚ぐム [ikɿgum]［名］窒息。
いギしゃー [igɿɕaː]［名］元気者。
いキ゚だす [ikɿdasɿ]［動 I類］生かせる。生き
返らせる。復活させる。
いキ゚でぃ [ikɿdi]［動 II類］生きる。生き返る。
復活する。
いキ゚むす [ikɿmusɿ]［名］動物。
いきゃ [ikja]［名］

い か
烏賊。

いきゃーす [ikjaːsɿ]［動 I類］届かせる。
いきゃう [ikjau]［動 I類］届く。
いきゃヴし [ikjavɕi]［動 II 類］（液体を）ぶ
っかける。
いきゃま [ikjama]［名］池間。池間島。
いきゃまずま [ikjamadzɿma]［名］池間島。
いきゃまピとぅ [ikjamapɿtu]［名］池間出身の
人。
いきゃまふつ [ikjamafutsɿ]［名］池間方言。
いぎゃん [igjan]［名］感心。納得。
いくヴ [ikuv]［名］ゲップ。
いくり [ikuri]［動 II類］怖がる。恐れる。
いざイ゚ [idzaɿ]［名］夜釣り。夜松明などを以
って魚を獲ること。
いさく [isaku]［名］咳。
いしゃぬやー [iɕanu jaː]［名］病院。
いす [isɿ]［名］石。岩。
いすぅギ [isugɿ]［動 I類］急ぐ。
いすぅだき [isudaki]［名］大漁。大漁するこ
と。
いすぅでぃき [isudiki]［名］大漁。
いすぅぱぎ [isupagi]［名］不漁。漁から手ぶ
らに帰ること。
いすかキ゚ [isɿkakɿ]［名］石垣。

いすぐーずー [isɿguːdzɿː]［名］石だらけの土
地。石だらけの畑。
いすざやふ [isɿdzajafu]［名］石大工。
いすつム [isɿtsɿm]［名］石積み。石垣。
いすぬみーばり [isɿnumiːbari]［名］石だらけ
の畑。
いすぶに [isɿbuni]［名］石のデコボコ状態。
いすぶにムつ [isɿbunimtsɿ]［名］石がデコボ
コの状態にある道。
いた [ita]［名］板。
いだす [idasɿ]［動 I類］出す。
いたてぃ [itati]［動 II類］（液体を）こぼす。
いたム [itam]［名］（女性用の）下着。
いつ [itsɿ]［名］

い つ
何時。

いつつ [itsɿtsɿ]［名］五つ。五歳。
いつぬピとぅ [itsɿnu pɿtu]［名］五人。五名。
いつばん [itsɿban]［名］一番。第一。
いつばんざー [itsɿbandzaː]［名］一番座。伝統
的な間取りで上座の部屋。家の中で最も（民
族方位の）東の方にあり、床の間が置かれて
いる。そこにお客さんをもてなす。また、そ
の家の最も年上の人（例えば祖父や祖母）が
寝る部屋でもある。
いつふ [itsɿfu]［名］

い と こ
従兄弟。

いでぃ [idi]［動 II類］出る。
いでぃばー [idibaː]［名］出っ歯。
いでぃふつ [idifutsɿ]［名］出口。
いでゃーす [idjaːsɿ]［動 I類］会わせる。出会
わせる。紹介する。
いでゃう [idjau]［動 I類］会う。出会う。
いとぅ [itu]［名］糸。
いのー [inoː]［名］内海。
いばイ゚ [ibaɿ]［動 I類］威張る。
いばキ゚ [ibakɿ]［動 I類］嘔吐する。
いび [ibi]［動 II類］植える。
いび [ibi]［名］（崇拝所に）線香を置く所。
イ゚ビ [ɿbɿ]［名］伊勢海老。
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いふうに [ifu.uni]［名］幾つの畝。
いふか [ifuka]［名］何日。何日間。
いふから [ifukara]［名］何匹。
いふきヴ [ifukiv]［名］何軒。
いふくー [ifukuː]［名］何個。
いふすず [ifusɿdzɿ]［名］何個。何粒。
いふたーイ゚ [ifutaːɿ]［名］何人。何名。
いふつ [ifutsɿ]［名］幾つ。何個。何歳。
いふてぃ [ifuti]［名］何年。何年間。
いふます [ifumasɿ]［名］幾つの区画。
いふまに [ifumani]［名］幾つの畝。
いふん [ifun]［名］何回。
いみ [imi]［名］夢。
いみさみー [imisa miː]［連語］見くびる。馬
鹿にする。
いみしょーがつ [imiɕoːgatsɿ]［名］少正月。冬
至の日。
いみむぬ [imimunu]［形］小さい。
いム [im]［名］海。
いムーぎー [immgiː]［名］

ぐん
軍

ばい
配

ひる
昼

がお
顔。

いムざにつ [imdzanitsɿ]［名］海神祭。村の漁
師が魚を取ってきて砂川神社に配っていた。
いムしゃー [imɕaː]［名］漁師。
いムぬふさ [imnu fusa]［名］藻。
いムばた [imbata]［名］海辺。
いムぼー [imboː]［名］漁師。
いムまらだに [immaradani]［名］（腿の付け
根にある）リンパ腺。
いら [ira]［名］

えら
鰓。

いら [ira]［文］～ね。
いらい [irai]［形］偉い。〈かりゃーいらい〉
「彼は偉い」のように、そのままの叙述用法
がある。また、重複形はない。
いらヴ [irav]［名］伊良部。伊良部島。
いらヴずま [iravdzɿma]［名］伊良部島。
いらヴつ [iravtsɿ]［名］魚の一種。ベラ。
いらヴピとぅ [iravpɿtu]［名］伊良部島出身の

人。
いらヴふつ [iravfutsɿ]［名］伊良部方言。
いらばす [irabasɿ]［動 I類］選ばせる。
いらビ [irabɿ]［動 I類］選ぶ。
いりゆー [irijuː]［名］要り用。必要な物。
いる [iru]［名］色。
いん [in]［名］犬。
いんくるしゃ [inkuruɕa]［名］犬肉専門の肉
屋。犬を捕獲、屠殺することを仕事とする
人。
いんずぅー [indzuː]［名］犬汁。
いんぬ ぱーぬム [innu paːnum]［連語］まぐ
れ。直訳は「犬の歯の蚤」で、まれなことの
例え。
う [u]［文］～を。
うー [uː]［動 I類］追う。
ヴー [vː]［動 I類］売る。
うーがす [uːgasɿ]［動 I類］泳がせる。
うーギ [uːgɿ]［動 I類］泳ぐ。
うーす [uːsɿ]［動 I類］運ぶ。
うーっふぃ [uːffi]［動 II類］追い掛ける。
うい [ui]［動 II類］1⃝ 生える。2⃝ 勃起する。
うイ゚ [uɿ]［動 I類］ 1⃝ 居る。 2⃝ ～いる。動詞
の接続形に続き、進行形や結果状態を表す。
うい [ui]［名］それ。
うイ゚ [uɿ]［名］瓜。

きゅうり
胡瓜。ウリ科に属するも

のを指す。
ういかい [uikai]［連語］かれこれ。
ういかじ [uikadʑi]［名］風の一種。
ういキ゚す [uikɿsɿ]［動 I類］追いかける。
ういくす [uikusɿ]［動 I類］追い越す。
ういさ [uisa]［名］噂。
ういたヴヴぁす [uitavvasɿ]［動 I類］追いか
ける。
ういだす [uidasɿ]［動 I類］追い出す。
ういなうイ゚ [uinauɿ]［動 I類］（作物が）よく
できる。農作物がよく育つ。
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ういビ [uibɿ]［名］指。
ういビがに [uibɿgani]［名］指輪。
ういピとぅ [uipɿtu]［名］老人。
ういやヴ [uijav]［動 I類］生え損なう。
ヴヴぁ [vva]［名］君。お前。
ヴヴぁたー [vvataː]［名］君たち。お前たち。
うか [uka]［名］借金。
うがなーイ゚ [uganaːɿ]［動 I 類］（人が）集ま
る。〈うぐなーイ 〉゚に比べ、遠いところに集
まるという意味合いがあるようだ。
うがなーらす [uganaːrasɿ]［動 I類］（人を）集
める。動員する。〈うぐなーらす〉に比べ、遠
いところに集めるという意味合いがあるよ
うだ。
うがない [uganai]［動 II 類］（薪などを）集
める。
うかび [ukabi]［動 II類］受け取る。
うかま [ukama]［名］釡。かまど。
うかまがム [ukamagam]［名］火の神。
うがム [ugam]［動 I類］ 1⃝ 拝む。崇拝する。

2⃝ 挨拶する。お辞儀をする。
うき [uki]［動 II類］起きる。
うき [uki]［動 II類］受ける。
うキ゚ [ukɿ]［動 I類］置く。
うキ゚ [ukɿ]［動 I類］浮く。
うキ゚ [ukɿ]［名］炭。残り火。
うキ゚ [ukɿ]［文］ 1⃝ ～しておく。 2⃝ ～したの
に。反事実的な事柄を表す。 3⃝ ～しただろ
う。間接的証拠を表わす。
うきとぅイ゚ [ukituɿ]［動 I類］受け取る。
うキ゚とぅイ゚ [ukɿtuɿ]［名］（灰の中に燃える）
火。それで煙管を点ける。
うキ゚なー [ukɿnaː]［名］沖縄。沖縄本島。
うキ゚なーピとぅ [ukɿnaːpɿtu]［名］沖縄出身の
人。
うキ゚なーふつ [ukɿnaːfutsɿ]［名］沖縄方言。沖
縄語。

うきゃがイ゚ [ukjagaɿ]［動 I類］浮く。浮き上
がる。
うきゃム [ukjam]［名］

と あ み
投網。

うぎゃム [ugjam]［名］銛の一種。
うきゃん [ukjan]［名］

ウ コ ン
鬱金。

うくイ゚ [ukuɿ]［動 I類］送る。
うぐかす [ugukasɿ]［動 I類］動かす。
うぐキ゚ [ugukɿ]［動 I類］動く。
うくす [ukusɿ]［動 I類］起す。
うくたイ゚ [ukutaɿ]［動 I類］怠る。
うぐなーイ゚ [ugunaːɿ]［動 I類］集まる。
うぐなーイ゚ざー [ugunaːɿdzaː]［名］集会場。
うぐなーらす [ugunaːrasɿ]［動 I類］（人を）集
める。
うぐない [ugunai]［動 II類］（薪などを）集
める。
うぐらす [ugurasɿ]［動 I類］怒らせる。
うくり [ukuri]［動 II類］遅れる。
うぐり [uguri]［動 II類］怒る。
うさい [usai]［動 II類］いじめる。金持ちの
子が貧困の子をいじめるなど、階級格差によ
るいじめという意味合いがある。
うさい [usai]［名］肴。（お酒の）つまみ。
うさき [usaki]［名］そんなにたくさん。
うさぎ [usagi]［動 II類］ 1⃝（神を）見送る。
お盆などの終わりに供えてあるものを下げ
て外に持っていって、来年もいらっしゃるよ
うに手を合わせて神を見送る。 2⃝ 進呈する。
献上する。差し上げる。目上の人に物をあげ
る。
うさまイ゚ [usamaɿ]［動 I類］納まる。
うさみ [usami]［動 II類］納める。
うし [uɕi]［動 II類］失せる。
うす [usɿ]［動 I類］押す。
うす [usɿ]［名］臼。
うす [usɿ]［名］牛。
うず [udzɿ]［名］ウツボ。
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うすぅー [usuː]［動 I類］襲う。
うすぅー [usuː]［動 I類］覆う。
うすぅム [usum]［動 I類］俯く。しゃがむ。
うずぅム [udzum]［動 I類］夜目が覚めてト
イレに行く。
うすぅり [usuri]［動 II類］恐れる。
うすぬやー [usɿnu jaː]［名］牛小屋。
うずム [udzɿm]［動 I類］埋める。
うずムばらやー [udzɿmbarajaː]［名］掘立柱建
物。柱を土中に埋めて建てた家。
ヴだい [vdai]［動 II類］太る。
うたう [utau]［動 I類］命令する。指示する。
うたき [utaki]［名］

ウ タ キ
御嶽。（沖縄の伝統的な）

拝所。
うだき [udaki]［名］そんなに高い。
ヴだぐー [vdaguː]［名］デブ。太った人。
ヴだまんく [vdamanku]［名］太っていて小さ
い人。
うつ [utsɿ]［名］奥。
ヴつ [vtsɿ]［動 I類］打つ。
うつキ゚ [utsɿkɿ]［動 I類］置く。
うっすぅ [ussu]［名］後頭部。
ヴっつ [vttsɿ]［動 I類］移る。
うっつぁ [uttsa]［名］

うずら
鶉。

ヴっつぁす [vttsasɿ]［動 I類］移す。
うつふーイ゚ [utsɿfuːɿ]［動 I類］（激しく）振る
う。
うっふぁうっふぁ [uffauffa]［擬］大事な様。
大切な様。
うてぃ [uti]［動 II類］落ちる。
うでぃ [udi]［名］腕。
うてぃつキ゚ [utitsɿkɿ]［動 I類］落ち着く。
うでゃーな [udjaːna]［名］そんなに遠く。
うとぅ [utu]［名］音。
うとぅーイ゚ [utuːɿ]［名］お通り。回し酒。
うとぅがま [utugama]［名］最年少の弟妹。最
年少の弟。最年少の妹。

うとぅざ [utudza]［名］親戚。
うどぅす [udusɿ]［動 I類］脅す。
うとぅとぅ [ututu]［名］ 1⃝ 年下のきょうだ
い。弟妹。弟。妹。 2⃝ 年下の人。目下の人。
後輩。
うとぅむ [utumu]［名］同伴。
うどぅるかす [udurukasɿ]［動 I類］驚かせる。
うどぅるキ゚ [udurukɿ]［動 I類］驚く。
うなーがぶんぶん [unaːga bunbun]［連語］そ
れぞれ。
うながい [unagai]［名］そんなに永らく。
うなぎ [unagi]［名］そんなに長く。
うなギ [unagɿ]［名］

うなぎ
鰻。

うぬ [unu]［感］そのぉ。
うぬ [unu]［連体］その。
うぬすく [unusɿku]［副］そんなに。それほど。
うぱーさ [upaːsa]［副］たくさん。
うぱーざ [upaːdza]［名］長男。
うぱーんが [upaːnga]［名］長女。
うばいがーうばい [ubaigaːubai]［連語］すご
い。
うぷーや [upuːja]［名］伯父。親より年上のお
じ。
うぷあんな [upu.anna]［名］最年配のおば。
うぶい [ubui]［動 II類］覚える。
うぷが [upuga]［名］そんなに大きい。
うぷかじふキ゚ [upukadʑifukɿ]［名］（規模の大
きい）台風。
うぷがなまりゃ [upuganamarja]［名］1⃝ 頭が
大きい人。 2⃝ （転じて）考えの浅い人。
うぷぎ [upugi]［名］そんなに大きい。
うぷしゅー [upuɕuː]［名］実家の祖父。
うぷすぅ [upusu]［名］海水。
うぷない [upunai]［名］大地震。
うぷに [upuni]［名］大根。
うぷぬすとぅ [upunusɿtu]［名］大泥棒。憎し
みの感情をこめてなど〈ぬすとぅ〉の強調し
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た言い方。
うぷばーぎー [upubaːgiː]［名］大きい葉っぱ
の木。
うぷまんじゅー [upumandʑuː]［名］巨乳。〈ま
んじゅー〉は「パパイヤ」。
うぷみー [upumiː]［名］大きな目。大きな目
を持つこと。またその人。
うぷむぬ [upumunu]［形］大きい。
うぷやー [upujaː]［名］母屋。
うぷゆっぱる [upujupparu]［名］大きくなっ
た人がおしっこをもらすこと。
うぶり [uburi]［動 II類］溺れる。
うぷんとぅ [upuntu]［名］体が大きくて機敏
性の欠ける人。
うま [uma]［名］そこ。
うまーす [umaːsɿ]［動 I類］思わせる。
うまかま [umakama]［連語］あちこち。
うまつ [umatsɿ]［名］火。
うみゃす [umjasɿ]［名］箸。
うむー [umuː]［動 I類］思う。
うむやすむぬ [umujasɿmunu]［名］安心。
うや [uja]［名］父。
うやがなす [ujaganasɿ]［名］ 1⃝（敬称の）先
生。村長、区長など身分の高い人を敬って言
う。 2⃝ お母様。母を敬った言い方。 3⃝ お父
様。父を敬った言い方。
うやき [ujaki]［形］金持ち。富裕。
うやきむぬ [ujakimunu]［名］金持ち。富裕な
人。
うやっふぁ [ujaffa]［名］親子。
うやムま [ujamma]［名］ 1⃝ 奥様。士族や役
人など、偉い人のの妻。妻を敬って言う。 2⃝
女性器。
うやムま [ujamma]［名］両親。
うらかいイ゚ [urakaiɿ]［動 I類］ひっくり返る。
うらかいす [urakaisɿ]［動 I 類］ひっくり返
す。

うらかいらす [urakairasɿ]［動 I類］ひっくり
返す。
うり [uri]［動 II類］1⃝ おりる。下乗する。2⃝
（井戸に）行く。 3⃝（海に）行く。（海に）入
る。
うりがー [urigaː]［名］（洞窟にある）井戸。
泉。
うりずム [uridzɿm]［名］春。初夏。旧暦の二
月から四月ごろまで。
うりずムぶー [uridzɿmbuː]［名］春の

ちょ
苧

ま
麻。〈う

りずム〉「旧暦の二月～四月ごろ」の時期に
伸びて収穫した苧麻。
うるイ゚ [uruɿ]［名］料理の一種。
うるか [uruka]［名］

う る か
砂川。砂川の集落。

うるかずま [urukadzɿma]［名］
う る か
砂川村。

う る か
砂川

集落。
うるかピとぅ [urukapɿtu]［名］

う る か
砂川出身の人。

うるかふつ [urukafutsɿ]［名］
う る か
砂川方言。

うるす [urusɿ]［動 I類］おろす。
うん [un]［名］その時。当時。
うん [un]［名］

う に
雲丹。

うん [un]［名］鬼。顔の怖いもの。
うんギ [ungɿ]［名］恩。恩義。
うんギばり [ungɿbari]［名］恩返し。［備］直
訳「恩義晴れ」。
うんじゅ [undʑu]［名］そちら。二人称の敬
称。沖縄方言からの借用語。
うんじゅたー [undʑutaː]［名］そちら。〈うん
じゅ〉の複数形。
うんとぅら [untura]［名］（獅子など）顔の怖
いもの。転じて、怖い人。
えげー [egeː]［感］感動詞。抑揚により様々な
感情を表す。
おーらい [oːrai]［感］オーライ。「進んでもよ
い」と運転手に言う言葉。
おんのーい [onnoːi]［感］ごめんください。昔、
人の家に入るときの挨拶。挨拶を聞いて出て
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くる家の人は〈たるが〉「どなたですか」と
答える。
が [ga]［文］ 1⃝ ～が。主格の助詞。 2⃝ ～の。
属格の助詞。
が [ga]［文］～しに。
かー [kaː]［名］ 1⃝ 井戸。 2⃝ 川。沼。
かー [kaː]［名］皮。
がー [gaː]［名］言い合い。論争。口喧嘩。お
互いの意見を負けじと言い合うこと。
かーイ゚ [kaːɿ]［動 I類］変る。
がーイ゚ [gaːɿ]［動 I類］自慢する。［備］自動
詞で、〈がーらす〉「（何かについて）自慢す
る」と自他のペアを成す。
がーイ゚ [gaːɿ]［動 I類］着飾る。
かーき [kaːki]［動 II類］（喉が）渇く。
かーき [kaːki]［名］渇き。
かーぎ [kaːgi]［名］容貌。
かーきずん [kaːkidzɿn]［名］餓死。飢え死に。
かーす [kaːsɿ]［動 I類］買わせる。購入させ
る。
がーずぅー [gaːdzuː]［形］強情。自己主張が
激しい。
かーすぷギ [kaːsɿpugɿ]［名］革のベルト。
かーつー [kaːtsɿː]［名］夏至。六月ごろ。
かーつーばい [kaːtsɿːbai]［名］風の一種。夏
至の時に吹く南風。
がーな [gaːna]［名］

あ ひ る
家鴨。

かーぱイ゚ [kaːpaɿ]［動 I類］動きが鈍い。
がーぱイ゚ [gaːpaɿ]［動 I類］我を張る。口論す
る。
かーぱりゃ [kaːparja]［名］動きが鈍い人。
かーふなた [kaːfunata]［名］蛙の一種。
かーら [kaːra]［名］瓦。
がーら [gaːra]［名］蝉。
かーらかす [kaːrakasɿ]［動 I類］乾かせる。乾
燥する。
かーらキ゚ [kaːrakɿ]［動 I類］乾く。

がーらす [gaːrasɿ]［動 I類］着飾らせる。
がーらす [gaːrasɿ]［動 I類］自慢する。［備］他
動詞で、自慢する対象が目的語となる。〈ど
ぅーがっふぁうどぅがーらしうイ゚〉「自分
の子供について自慢する」等。〈がーイ゚〉「自
慢する」と自他のペアを成す。
かい [kai]［動 II類］変える。
かい [kai]［名］あれ。
かイ゚ [kaɿ]［動 I類］刈る。
かイ゚ [kaɿ]［動 I類］借りる。
かイ゚ [kaɿ]［文］～かる。形容的動詞化接辞。
形容詞、または形容的な概念を表わす語に付
き、様々な活用形を作る。古典日本語の「か
る」活用に通じる。
かいイ゚ [kaiɿ]［動 I類］ 1⃝ ひっくり返る。倒
れる。2⃝ 強調語。自動詞の接続形に続き、そ
の意味を強調する。
かいす [kaisɿ]［動 I類］ 1⃝（借りた物を）返
す。 2⃝ 返答する。 3⃝ ひっくり返す。
かいすま [kaisɿma]［名］裏。
かいらす [kairasɿ]［動 I類］ひっくり返す。倒
す。
かう [kau]［動 I類］買う。購入する。
かヴ [kav]［動 I類］被る。
かヴヴぁす [kavvasɿ]［動 I類］被せる。
かヴし [kavɕi]［動 II類］被せる。
かうず [kaudzɿ]［名］ 1⃝ 麹。 2⃝

かび
黴。

かヴす [kavsɿ]［名］（頭上運搬用の環状の）当
て物。材料は決まっているわけではなく、タ
オルを使ったり、茅、黍の葉っぱや蔓性の植
物などで作ったりしていた。野外作業をする
ときに、その場で作る。
かうむぬ [kaumunu]［形］痒い。
がうら [gaura]［名］苦瓜。ゴーヤ。
かかー [kakaː]［擬］せっかち。
かかイ゚ [kakaɿ]［動 I類］かかる。
かかかか [kakakaka]［擬］落ち着きがない様。
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かかっつ [kakattsɿ]［動 I類］引っ掻く。
かがみ [kagami]［動 II類］急がせる。
かかみキ゚ [kakamikɿ]［動 I類］落ち付きがな
い。
かがム [kagam]［名］鏡。
かがらう [kagarau]［名］ちょっと触ること。
ががり [gagari]［動 II類］悩む。
ががりむぬ [gagarimunu]［名］ケチ。
かき [kaki]［動 II類］掛ける。
かキ゚ [kakɿ]［動 I類］書く。
かキ゚ [kakɿ]［動 I類］（葉っぱを）取る。
かキ゚ [kakɿ]［動 I類］搔く。
かキ゚ [kakɿ]［名］垣。塀。
かぎ [kagi]［名］蔭。影。
がキ゚ [gakɿ]［名］ 1⃝ 食いしん坊。 2⃝ このやろ
う。罵り言葉。
がキ゚ [gakɿ]［形］食いしん坊だ。
がギ [gagɿ]［名］ 1⃝ 鉤。 2⃝ ケチ。ケチな人。
かぎずぅるー [kagidzuruː]［名］めでたい集
会。〈すぅるー〉「集会」の美化表現。
がギな [gagɿna]［名］草の一種。

め
雌

ひ
日

しば
芝。

かぎむぬ [kagimunu]［形］きれい。めでたい。
がキ゚むぬ [gakɿmunu]［名］食いしん坊。
かきゃーす [kakjaːsɿ]［動 I類］間に合わせる。
かきゃう [kakjau]［動 I類］間に合う。
かぐ [kagu]［名］

かご
籠。

がぐまがイ゚ [gagumagaɿ]［動 I類］縮こまる。
かくみ [kakumi]［動 II類］（フックなどで）ひ
っかける。
かざ [kadza]［名］匂い。香り。
かざイ゚ [kadzaɿ]［動 I類］ 1⃝ 飾る。 2⃝（仏壇
に）供える。
かざイ゚ [kadzaɿ]［名］飾り。
かさき [kasaki]［名］こんなにたくさん。
かさばー [kasabaː]［名］枯れた葉っぱ。
がざム [gadzam]［名］蚊。
かし [kaɕi]［名］蜘蛛の巣。

かじ [kadʑi]［動 II類］ 1⃝（土を）掘る。（芋
を）掘り起こす。 2⃝ 耕す。
かじ [kadʑi]［名］風。
かしー [kaɕiː]［名］手伝い。
かじかたか [kadʑikataka]［名］風除け。
かじふキ゚ [kadʑifukɿ]［名］台風。嵐。
がじゃヴヴぁす [gadʑavvasɿ]［動 I 類］複雑
にする。
がじゃがじゃ [gadʑagadʑa]［擬］ごちゃごちゃ。
かじわーら [kadʑiʋaːra]［名］風上。麦のゴミ
を飛ばすときに、子どもが風の吹く方向に
立って風を遮断してしまうと〈かじわーら
んなたつな〉「風上に立つな」と叱られてい
た。
かす [kasɿ]［名］粕。
かず [kadzɿ]［名］ 1⃝ 数。 2⃝ ～ごと。～たん
びに。
かずヴヴぁい [kadzɿvvai]［名］

もと
元

ごえ
肥。家畜小

屋の中の汚物交じりの草。それを畑の肥料と
して使っていた。
かすき [kasɿki]［名］こんなにたくさん。
かずキ゚ [kadzɿkɿ]［名］ウニの一種。
がずま [gadzɿma]［名］ガジュマル。
がずまぎー [gadzɿmagiː]［名］ガジュマルの
木。
かた [kata]［名］形。
かた [kata]［名］

ば っ た
飛蝗。

かた [kata]［名］方向。方角。
かたヴかす [katavkasɿ]［動 I類］傾ける。
かたヴキ゚ [katavkɿ]［動 I類］傾く。
かたか [kataka]［名］（雨や風の）よけ。遮蔽
物。
かだか [kadaka]［名］こんなに遠く。
かたかす [katakasɿ]［名］魚の一種。おじさ
ん。
かだき [kadaki]［名］こんなに高く。
かたぐー [kataguː]［名］（一対をなすものの）
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片一方のもの。
かたす [katasɿ]［動 I類］勝たせる。
かたな [katana]［名］包丁。
かたぱ [katapa]［名］障害。罵り言葉。
かたふイ゚ [katafuɿ]［名］片降り。一様ではな
く、あちこち降る雨。
かたふす [katafusɿ]［名］すき櫛。虱取り用な
ど、歯の細かい櫛。
かたぶつ [katabutsɿ]［名］堅物。きまじめな
人。几帳面な人。
かたぶり [kataburi]［名］片思い。
かたまた [katamata]［名］横。側。
かたみ [katami]［動 II類］担ぐ。
かたむた [katamuta]［名］傍ら。側。
かたむるす [katamurusɿ]［名］肩。首の後ろ。
かつ [katsɿ]［動 I類］勝つ。
かつぅー [katsuː]［名］

カツオ
鰹。

かつぅーがな [katsuːgana]［名］（鰹節用の）
鉋。
かつぅーだす [katsuːdasɿ]［名］

かつお
鰹出汁。

かつぅーぶす [katsuːbusɿ]［名］
かつお
鰹節。

がっこーぬ なー [gakkoːnu naː]［名］学校の
名前。戸籍上の名前。
がっぱがっぱ [gappagappa]［名］下駄のひび
く音。
かっふぃ [kaffi]［動 II類］隠れる。隠す。
かっふぃみゃー [kaffimjaː]［名］隠れん坊。
かつみ [katsɿmi]［動 II類］掴む。
かどぅ [kadu]［名］

かど
角。隅。

かな [kana]［名］カナ。伝統的な名前。戸籍上
の日本語の名前に対して、宮古語での伝統的
な名前。命名は生まれて数日後に籤で行う。
かなーがい [kanaːgai]［名］ 1⃝ 先日。前。 2⃝
昔。
かなう [kanau]［動 I類］叶う。匹敵する。
かなかな [kanakana]［感］猫を呼ぶ言葉。
かなぐる [kanaguru]［名］麦わら。

かなすむぬ [kanasɿmunu]［形］愛おしい。
かなっさっす [kanassa ssɿ]［連語］大事にす
る。可愛がる。
かなまイ゚ [kanamaɿ]［名］頭。
かなむぬ [kanamunu]［名］金属製品。
かに [kani]［名］ 1⃝

かね
金。金属。 2⃝ 鉄。

かに [kani]［名］カニ。伝統的な名前。
かに [kani]［名］鐘。
かにふギ [kanifugɿ]［名］

かなくぎ
金釘。

かぬ [kanu]［感］あのぉ。
かぬ [kanu]［連体］あの。
がばイ゚ [gabaɿ]［動 I類］年を取る。
がばしゅー [gabaɕuː]［名］ 1⃝

そ う そ ふ
曾祖父。 2⃝ 老

人の男性。
がばぬすとぅ [gabanusɿtu]［名］大泥棒。昔か
ら窃盗癖のある人。いい年してなお物を盗む
人。
がばぬよーイ゚ [gabanu joːɿ]［名］還暦祝い。
がばふさり [gabafusari]［名］加齢臭。
がばムま [gabamma]［名］ 1⃝

そ う そ ぼ
曾祖母。 2⃝ 老

人の女性。
かび [kabi]［名］壁。
かビ [kabɿ]［動 I類］嗅ぐ。
かビ [kabɿ]［名］紙。
かビ [kabɿ]［名］

かび
黴。

かビとぅイ゚ [kabɿtuɿ]［名］凧。
がびょーまんた [gabjoːmanta]［名］非常に痩
せている人。
がふ [gafu]［擬］ちょうど。みっしり。
かぷが [kapuga]［名］あんなに大きい。巨大。
手で示しながら使う。
かぷぎ [kapugi]［名］あんなに大きい。巨大。
かふつ [kafutsɿ]［名］（屋敷内の）菜園。
かま [kama]［名］あそこ。
かま [kama]［名］カマ。伝統的な名前。
がま [gama]［文］指小接辞。
かまー [kamaː]［名］遠く。遠い所。
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かまイ゚ [kamaɿ]［動 I類］飽きる。
がまた [gamata]［文］未来接辞。未来におけ
る予定のあるや、確実に起こると思われる出
来事を表す。
かまつ [kamatsɿ]［名］頬。
かまつぶに [kamatsɿbuni]［名］

きょうこつ
頬骨。

かまどぅ [kamadu]［名］カマドゥ。伝統的な
名前。
かみ [kami]［動 II類］頭に載せる。
かみ [kami]［名］亀。
かみ [kami]［名］瓶。壷。
がみ [gami]［文］ 1⃝ ～は。格助詞に続き、対
比を表す。 2⃝ ～まで。
かム [kam]［動 I類］噛む。
かム [kam]［名］神。
かムかかりゃ [kamkakarja]［名］神役。
かムがなす [kamganasɿ]［名］神の敬称。
かムぎ [kamgi]［名］1⃝（馬の）たてがみ。2⃝
と さ か
鶏冠。
かムだイ゚ [kamdaɿ]［動 I類］噛み砕く。
かムたな [kamtana]［名］仏壇。伝統的な間
取りでは二番座に置かれている。位牌を安置
し、この家の先祖を祀る。毎朝茶湯をして、
夜は酒を供える。旧暦の一日と十五日に食事
を供える。基本的に長男が受け継ぐ。直訳は
「神棚」だが、本州の「仏壇」に該当する。

宮古の〈かムたな〉「仏壇」

かムとぅゆム [kamtujum]［名］雷。
かムなイ゚ [kamnaɿ]［名］雷。
かムなイ゚ [kam naɿ]［連語］逝去する。
かムにがイ゚ [kamnigaɿ]［名］神願い。祈祷。祈
願。
かムにごーしゅー [kamnigoːɕuː]［名］神役の
おじいさん。
かムにごームま [kamnigoːmma]［名］神役の
おばあさん。
かムぬなー [kamnu naː]［名］神の名前。伝
統的な名前。先祖の名前から籤で選ばれた伝
統的な名前。
かムばく [kambaku]［名］

かまぼこ
蒲鉾。

かムぷー [kampuː]［名］髪型の一種。昔の女
性の髪の結び。
かムぼー [kamboː]［名］風邪。
がムまり [gammari]［名］悪戯。
がムまりゃ [gammarja]［名］悪戯っ子。悪戯
をする人。
かや [kaja]［名］茅。
かやー [kajaː]［感］ほら。
がやヴヴぁ [gajavva]［名］蜂の一種。
がやちん [gajatɕin]［名］

ひ ば り
雲雀。

かややー [kajajaː]［名］茅葺きの家。
かよいちょー [kajoitɕoː]［名］通い帳。掛け買
いの詳細を記入する帳簿。
から [kara]［助数］匹。頭。
から [kara]［文］ 1⃝ ～から。 2⃝ 先に～。格
助詞に続く。
がら [gara]［文］～のか。疑問文を埋め込む
働きを持つ。
からいす [karaisɿ]［名］軽石。昔、海に行っ
て拾ってきて、それで足を研いでいた。
からかう [karakau]［動 I類］介護する。
からぎ [karagi]［動 II類］めくる。
からす [karasɿ]［動 I類］貸す。
からず [karadzɿ]［名］髪の毛。
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からすぅに [karasuni]［名］脛。
からた [karata]［名］体。
からぱイ゚ [karapaɿ]［名］灰。
がらみかす [garamikasɿ]［動 I類］（物の）音
をたてる。動きや振動を与えることにやって
音をたてる。
がらみキ゚ [garamikɿ]［動 I類］（物の）音がす
る。洗濯機など、動きや振動によって物の音
がする。鼠の音の走っているなど。
かり [kari]［動 II類］枯れる。
かりー [kariː]［名］嘉例。幸運をもたらすも
の。
かるい [karui]［動 II類］連れていくのに手伝
う。酒につぶれた人を手伝って自分の家に連
れていく。
かん [kan]［名］蟹。
かんがい [kangai]［動 II類］考える。
がんずぅー [gandzuː]［形］健康。健在。
がんずぅーさ [gandzuːsa]［名］健康。
かんちー [kantɕiː]［副］このように。こうし
て。かよう。
かんつキ゚ [kantsɿkɿ]［動 I類］気づく。
ぎ [gi]［文］～そうだ。～ように見える。
きー [kiː]［名］木。木材。
キ゚ー [kɿː]［動 I類］着る。
キ゚ー [kɿː]［動変則型］来る。
キ゚ー [kɿː]［名］霧。
キ゚ー [kɿː]［名］気。気力。
ぎー [giː]［名］ 1⃝ 卑しい。 2⃝ ビリ。一番後
ろ。最後の。
ぎーった [giːtta]［名］卑しい人。最低な人。最
後の人。
きーぬすぅら [kiːnu sura]［名］梢。
きーぬぱな [kiːnu pana]［名］梢。
キ゚ーば [kɿːba]［名］牙。犬歯。
ギーぱ [gɿːpa]［名］

かんざし
簪 。

きーふギ [kiːfugɿ]［名］木釘。

きイ゚ [kiɿ]［動 I類］蹴る。
きヴ [kiv]［助数］軒。家、世帯、家庭を数え
る。
きヴす [kivsɿ]［名］ 1⃝ 煙。 2⃝ 湯気。
きヴすぶら [kivsɿbura]［名］煙突。
キ゚かす [kɿkasɿ]［動 I類］聞かせる。
キ゚キ゚ [kɿkɿ]［動 I類］聞く。
きギ [kigɿ]［動 I類］騒ぐ。
きぎゃーイ゚ [kigjaːɿ]［動 I類］混ざる。
きぎゃーす [kigjaːsɿ]［動 I類］混ぜる。
キ゚さー [kɿsaː]［副］さっき。とっくに。
キ゚さす [kɿsasɿ]［動 I類］切る。
キ゚さす [kɿsasɿ]［動 I類］着せる。
きし [kiɕi]［動 II類］切れる。
きしイ゚ [kiɕiɿ]［名］

き せ る
煙管。

キ゚す [kɿsɿ]［動 I類］切る。
きず [kidzɿ]［名］傷。怪我。
ぎすキ゚ [gisɿkɿ]［名］

すすき
薄。

きた [kita]［名］桁。
きだむる [kidamuru]［名］薪。
きちぎむぬ [kitɕigimunu]［形］美しい。
きっず [kiddzɿ]［動 I類］梳く。
きっず [kiddzɿ]［動 I類］削る。
きな [kina]［名］お玉杓子。
きない [kinai]［名］家庭。
キ゚ぬー [kɿnuː]［名］昨日。
キ゚ぬー つき [kɿnuː tsɿki]［連語］注意深く。
キ゚ぬーばた [kɿnuːbata]［名］昨日あたり。
キ゚ばイ゚ [kɿbaɿ]［動 I類］頑張る。
ギビた [gɿbɿta]［名］人の言うことを聞かない
人。
きまイ゚ [kimaɿ]［動 I類］決まる。
きみ [kimi]［動 II類］決める。
キ゚ム [kɿm]［名］

ひえ
稗。

キ゚む [kɿmu]［名］ 1⃝ 肝。肝臓。 2⃝ 心。
キ゚むいでぃ [kɿmuidi]［動 II類］怒る。
キ゚むぐくる [kɿmugukuru]［名］心。思いやり。
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キ゚むふく [kɿmufuku]［名］思いやり。〈キ む゚〉
「肝。心」と〈ふく〉「肺」からの複合語。
キ゚むやム [kɿmujam]［名］悩み。後悔。心を痛
めること。
きゃーす [kjaːsɿ]［動 I類］消す。
きゃーり [kjaːri]［動 II類］消える。
きゅー [kjuː]［名］今日。
きゅーがゆー [kjuːga juː]［名］今日の夜。今
晩。〈きゅーがゆー〉において属格助詞の〈～
が〉が使われうるが、他の表現（「今日の朝」
「今日の昼」など」においては〈～ぬ〉のみが
許容されある。
きゅーぬすとぅむてぃ [kjuːnu sɿtumuti]［名］
今日の朝。今朝。
きゅーぬ ピーま [kjuːnu pɿːma]［名］今日の
昼。
きゅーぬゆー [kjuːnu juː]［名］今日の夜。今
晩。
きゅーぬ ゆさらび [kjuːnu jusarabi]［名］今
日の夕方。
きゅーぬゆない [kjuːnu junai]［名］今日の夜。
今晩。
きょーだい [kjoːdai]［名］兄弟。
キ゚ん [kɿn]［名］ 1⃝ 着物。 2⃝ 服。
きんだてぃ [kindati]［名］地鎮祭。家を建て
る前の行事。〈かムにごームま〉「神役のお
ばあ」を呼んで、日取りを行ってお祓いを行
う。
キ゚んぬ ふギー [kɿnnu fugɿː]［名］襟。
くー [kuː]［助数］個。西瓜など大きめのもの
を数える。
くー [kuː]［動 I類］乞う。求婚する。
くー [kuː]［名］殻。卵や貝の空っぽになった
もの。
くー [kuː]［名］甲羅。
くー [kuː]［名］繕い。空いているものを埋め
ること。

くー [kuː]［名］粉。
ぐー [guː]［名］（海中の）岩。岩盤。
ぐー [guː]［名］ 1⃝

つい
対。 2⃝ 同じ。同じである

こと。 3⃝ 一緒。
くーイ゚ [kuːɿ]［名］部屋。
くーヴ [kuːv]［動 I類］（料理を）準備する。
くーごーす [kuːgoːsɿ]［名］粉のお菓子。
くーすぅ [kuːsu]［名］唐辛子。
くーむや [kuːmuja]［名］ゴキブリ。
くーる [kuːru]［名］輪。車輪。
くーるギー [kuːrugɿː]［名］ 1⃝ 輪切り。 2⃝ 砂
糖黍の苗のカットされたもの。砂糖黍を植え
るときカットして節と節の間の芽のない部
分。
くい [kui]［動 II類］越える。
くい [kui]［名］これ。
くい [kui]［名］声。
くいたー [kuitaː]［名］これら。
くヴヴぁ [kuvva]［名］ふくらはぎ。
くがに [kugani]［名］ 1⃝ 宝。 2⃝（大切な）子
供。子供の愛称。
くがにがま [kuganigama]［名］（大切な）子
供。子供の愛称。
くがにだから [kuganidakara]［名］ 1⃝ 宝。 2⃝
（大切な）子供。子供の愛称。
くがにっふぁ [kuganiffa]［名］（大切な）子供。
子供の愛称。
くがになんざ [kuganinandza]［名］ 1⃝

きんぎん
金銀。

2⃝ （大切な）子供。子供の愛称。
くギ [kugɿ]［動 I類］漕ぐ。（子供を）揺らせ
る。
くくぬつ [kukunutsɿ]［名］ 1⃝ 九つ。九個。 2⃝
九歳。
くさき [kusaki]［名］こんなにたくさん。
くさムみ [kusammi]［名］背中。
ぐしゃん [guɕan]［名］杖。
ぐしゃんぶーギ [guɕanbuːgɿ]［名］砂糖黍の
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杖。お盆の供え物の一つ。お盆のとき、砂糖
黍を 2本長く切って仏壇の両側に供える。こ
れは訪れてくる神のために用意される杖で
ある。
ぐしん [guɕin]［名］女性器。
くす [kusɿ]［動 I類］運ぶ。
くす [kusɿ]［名］ 1⃝ 腰。背中。 2⃝ 後ろ。 3⃝ 後
押し。後援者。後ろで支えてくれる人々。
ぐす [gusɿ]［名］節間。砂糖黍などの節と節
の間の部分。
くずぅ [kudzu]［名］去年。
くすぶに [kusɿbuni]［名］背骨。脊椎。
くだか [kudaka]［名］こんなに高く。
くだき [kudaki]［名］こんなに高く。
くたんぎ [kutangi]［動 II類］草臥れる。
くっつ [kuttsɿ]［動 I類］苦労する。
くつぱぎ [kutsɿpagi]［名］靴擦れ。
くとぅ [kutu]［名］こと。
ぐどぅヴ [guduv]［動 I類］

くすぐ
擽る。

ぐどぅぐどぅ [gudugudu]［擬］擽る状態。
くとぅす [kutusɿ]［名］今年。
くとぅば [kutuba]［名］言葉。
ぐどぅん [gudun]［名］愚鈍。頭が悪い人。馬
鹿。
ぐな [guna]［名］～する人。係。担当。
くなす [kunasɿ]［動 I類］我がままを言う。
くぬ [kunu]［感］このぉ。
くぬ [kunu]［連体］この。
くぬイ゚ [kunuɿ]［名］最近。今年。
くぬがキ゚さ [kunu gakɿsa]［連語］この野郎。
怒るときの罵り言葉。目上の人が年下の人に
使う。
くぬさキ゚ [kunu sakɿ]［連語］この前。こない
だ。先日。
くば [kuba]［名］

び ろ う
枇榔。

くぱイ゚ [kupaɿ]［動 I類］ 1⃝ 固くなる。固ま
る。 2⃝ （肩などが）凝る。 3⃝ （寒さで）凍

える。 4⃝（言葉が）滑らかでない。（言葉が）
流暢でない。どもる。
くぱイ゚ピとぅ [kupaɿpɿtu]［名］仕事が不器用
な人。
くばず [kubadzɿ]［名］釣瓶。
くぱらす [kuparasɿ]［動 I類］固くさせる。固
まらせる。
くぱりゃ [kuparja]［名］どもり。どもる人。
くび [kubi]［名］（ススキで編まれた）壁。コ
ンクリート家の壁は指さない。
くぴん [kupin]［名］

びん
瓶。

くぶ [kubu]［名］たんこぶ。瘤。
くぷぎ [kupugi]［副］こんなに大きい。
くま [kuma]［名］ここ。
ぐま [guma]［名］胡麻。
ぐまあヴヴぁ [guma.avva]［名］胡麻油。
くまイ゚ [kumaɿ]［動 I類］

こも
籠る。

ぐまじん [gumadʑin]［名］小銭。
くまたー [kumataː]［名］ここら全体。村全体
など、話し手がいる広い地域の全体を指す。
くまたなぎ [kumatanagi]［名］ここら辺。
くまなぎ [kumanagi]［名］ここあたり。
ぐまむぬ [gumamunu]［形］小さい。細かい。
ぐみ [gumi]［名］ゴミ。
くむ [kumu]［名］蜘蛛。
くやー [kujaː]［感］ほら。
くゆム [kujum]［名］暦。
くり [kuri]［動 II類］（お金を）細かくする。
ぐり [guri]［名］

おり
澱。沈殿物。

くんがす [kungasɿ]［動 I類］背負わせる。
くんキ゚ [kunkɿ]［名］根気。体力。気力。
くんぎ [kungi]［動 II類］背負う。
こーイ゚ [koːɿ]［動 I類］ 1⃝ （植物が食べごろ
が過ぎるほど）成長する。 2⃝ （身長が）成
長しきる。成長が終わる。
こーす [koːsɿ]［名］菓子。
こーすやー [koːsɿjaː]［名］菓子屋。
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こーむぬ [koːmunu]［形］ 1⃝ きつい。苦しい。
2⃝ 貧しい。 3⃝ ～しづらい。
こーんから [koːnkara]［副］充分。
さ [sa]［文］～さ。形容詞に付き名詞を派生
させる。
さ [sa]［文］～よ。話し手の気持ちを強調す
る「本当に…だよ」。
さーイ゚ [saːɿ]［動 I類］ 1⃝ 連れる。 2⃝ 子守を
する。
さーい [saːi]［文］～よ。問いの答えによく使
われる。
さーいら [saːira]［文］～よね。
さーてぃ [saːti]［副］うんと。
さーぱがうむぬ [saːpagaumunu]［形］恐い。鳥
肌が立つ気持ち。身震いするような気持ち。
さーる [saːru]［名］

かまきり
蟷螂。

さイ゚ [saɿ]［名］
え び
海老。

さいが [saiga]［文］～じゃないか。
さイ゚ぬぱ [saɿnupa]［名］申の方向。
ざイ゚ムみ [dzaɿmmi]［動 II類］ずぶ濡れにな
る。
さう [sau]［名］竿。
さヴ [sav]［動 I類］ 1⃝ （刃物などで）刺す。

2⃝ （
へら
箆などで草を）取り除く。

ざう [dzau]［名］門。
ざうヴつ [dzauvtsɿ]［名］（屋敷の）入口。
さうき [sauki]［名］籠の一種。野菜や芋など
を入れる。
さうさう [sausau]［擬］生い茂っている様子。
さうず [saudzɿ]［名］1⃝ 掃除。清掃。2⃝ 清め。
さうずがら [saudzɿgara]［名］掃除のゴミ。掃
除してできたゴミ。
さうずばり [saudzɿbari]［名］（死後の）忌明
け。（出産後の）床上げ。忌中期間（死後四十
九日）が終了すること。出産後の忌明け、す
なわち赤ちゃんが生まれてから十日間目。
さうみキ゚ [saumikɿ]［動 I類］生い茂る。

さか [saka]［名］坂。
ざか [dzaka]［名］

じゃこう
麝香

ねずみ
鼠。人を罵る言葉と

しても使う。
さかイ゚ [sakaɿ]［名］境。
さがイ゚ [sagaɿ]［動 I類］ 1⃝ 下る。 2⃝ 掛け買
いで買う。
さがイ゚ビー [sagaɿbɿː]［名］足を垂らした座り
方。
さかす [sakasɿ]［動 I類］咲かせる。
さかま [sakama]［名］坂。
さかまムつ [sakamamtsɿ]［名］坂道。
さかムつ [sakamtsɿ]［名］坂道。
さき [saki]［名］酒。アルコール類。
さキ゚ [sakɿ]［動 I類］咲く。
さキ゚ [sakɿ]［名］先。
さぎ [sagi]［動 II類］下げる。
さきぐぴん [sakigupin]［名］酒の瓶。
さきだい [sakidai]［名］酒代。酒の代金。酒
を買うための金。酒を売った金。
さきたりやー [sakitarijaː]［名］酒造所。酒蔵。
酒を酒造する家。
さきちゃばん [sakitɕaban]［名］酒用の湯飲
み。
さきちゅーぶ [sakitɕuːbu]［名］アルコール中
毒。
さキ゚どぅみ [sakɿdumi]［名］先妻や先夫。
さきぬみゃ [sakinumja]［名］大酒飲み。酒を
たくさん飲む人。［備］〈さきふぁや〉「酒浸
り」と比べ中立的な言い方。
さきふぁや [sakifaja]［名］酒浸り。酒浸りの
人。毎日酒を（過剰に）飲む人。アルコール
依存者。酒を飲んで暴れる人のニュアンスも
ある。
さきふし [sakifuɕi]［名］酒癖。
さきやな [sakijana]［名］酒を飲んで暴れる
人。普段は優しい性格をしているが、酒を飲
むと豹変して暴力をふるう人。その人が酒を

セリック ケナン（2022）『言語記述論集』14: 157-209

176



飲むと、身を守るため嫁が子供を連れて別の
家に移動するのもあった。
さきやぱ [sakijapa]［名］ 1⃝ 酒を飲んですぐ
眠る人。普段はお喋りなのに、酒を飲むとす
ぐ寝て静かにしている人。 2⃝ 酒を飲むと周
りを楽しくさせる人。普段はあまり喋らない
人で、酒を飲むと、周りの人々に楽しく話し
かける。
ささぎ [sasagi]［名］結婚。結婚式。
さざキ゚ [sadzakɿ]［動 I類］尋ねる。（何回も）
聞く。白状させる。
ささぎよーイ゚ [sasagijoːɿ]［名］結婚祝い。
ささビ [sasabɿ]［名］しゃっくり。
さす [sasɿ]［動 I類］刺す。
さず [sadzɿ]［名］タオル。
さた [sata]［名］砂糖。
さだイ゚ [sadaɿ]［動 I類］先立つ。先に行く。
さただる [satadaru]［名］砂糖樽。
さだらす [sadarasɿ]［動 I類］先立てる。先に
行かせる。
さたんに [satanni]［名］製糖。砂糖を煮るこ
と。
さとぅ [satu]［名］里。
さどぅイ゚ [saduɿ]［動 I類］手探りする。
さな [sana]［名］傘。
さなか [sanaka]［名］朝十時ごろ。
さなかちゃー [sanakatɕaː]［名］朝十時ごろの
お茶。三時ごろの休憩に飲むお茶。
さなかむぬ [sanakamunu]［名］朝十時ごろの
おやつ。三時ごろの休憩に食べるおやつ。
さなかゆくー [sanakajukuː]［名］朝十時の休
憩。
さなギ [sanagɿ]［名］褌。
さに [sani]［名］ 1⃝ 種。 2⃝ 血統。
さにつ [sanitsɿ]［名］宮古島の祭りの一つ。旧
暦三月三日に行われる。
さにム [sanim]［名］月桃。

さにムむつ [sanimmutsɿ]［名］月桃餅。月桃
の葉っぱで包まれている餅。
さにわー [saniʋaː]［名］種付け用の雄豚。
さば [saba]［名］

さめ
鮫。

さば [saba]［名］草履。
さばキ゚ [sabakɿ]［動 I類］尋ねる。訊く。
さばに [sabani]［名］くり船。
さビー [sabɿː]［擬］けろっとした。
さピキ゚ [sapɿkɿ]［動 I類］引きずる。
さふな [safuna]［名］

ぼたんぼうふう
牡丹防風。

さぽーイ゚ [sapoːɿ]［動 I類］ 1⃝ 朽ちる。木の
中が朽ちる。 2⃝ （足腰が）弱い。
さまイ゚ [samaɿ]［動 I類］冷める。
さまらす [samarasɿ]［動 I類］冷ます。
さみ [sami]［名］

かいせん
疥癬。

さみがー [samigaː]［名］さめ肌。疥癬に患っ
ている皮膚。
さむい [samui]［名］遊びの一種。
さムみん [sammin]［名］1⃝ 計算。2⃝ 判断。思
考。
さや [saja]［名］

さや
莢。

さやふ [sajafu]［名］大工。
さら [sara]［名］皿。
ざらーき [dzaraːki]［名］同士。
さらーす [saraːsɿ]［動 I類］移転させる。
さらう [sarau]［動 I類］移転する。
さらさら [sarasara]［擬］涙が出る様。悲しみ
で涙を出すのではなく、興奮して涙を出す、
または、風に当たって涙を出すことに言う。
さらす [sarasɿ]［動 I類］乾燥させる。
さらたてぃ [saratati]［名］三歳のお祝い。
さらみかす [saramikasɿ]［動 I 類］乾燥させ
る。
さらみかす [saramikasɿ]［動 I類］涙を出す。
ざらみかす [dzaramikasɿ]［動 I類］がたがた
させる。動きによって音をたてる。
さらみキ゚ [saramikɿ]［動 I類］乾燥する。
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ざらみキ゚ [dzaramikɿ]［動 I類］がたがたする。
動きによって音がする。
さらみぐとぅ [saramigutu]［名］最高。
さり [sari]［動 II 類］ 1⃝ 乾燥する。 2⃝ 枯れ
る。
さりうぷに [sariupuni]［名］干し大根。
さりっズぅ [sarizzu]［名］干魚。
さるか [saruka]［名］サルカケミカン。
さるまた [sarumata]［名］

さるまた
猿股。下着の一種。

さんじちゃー [sandʑitɕaː]［名］午後三時ごろ
の休憩に出すお茶。
さんしム [sanɕim]［名］三味線。
さんじゆくー [sandʑijukuː]［名］午後三時ご
ろの休憩。
さんぱ [sanpa]［名］産婆。お産を手伝う人。
しー [ɕiː]［名］（海にある）岩。珊瑚礁。
しー [ɕiː]［名］浅瀬。
しー [ɕiː]［文］～で。
しーさ [ɕiːsa]［名］獅子。
しーとー [ɕiːtoː]［名］製糖。
しーな [ɕiːna]［名］ふるい。
しーにん [ɕiːnin]［名］青年。若い男性。
しーむぬ [ɕiːmunu]［名］吸物。
しーら [ɕiːra]［名］仕事による痛み。
しか [ɕika]［文］～しか。
しがり [ɕigari]［動 II類］心配する。
しず [ɕidzɿ]［名］運命。神様が決めた人の命
運。
しな [ɕina]［名］貝。貝の総称。
しばな [ɕibana]［名］（海辺の）岩。
しまい [ɕimai]［動 II類］終わる。
しみ [ɕimi]［動 II類］締める。
しみゃー [ɕimjaː]［名］1⃝（月の）末。2⃝

かど
角。

しゃーか [ɕaːka]［名］未明。あかつき。
じゃーな [dʑaːna]［副］もっとも。一番。
じゃーな [dʑaːna]［名］同士。
しゃーぱイ゚ [ɕaːpaɿ]［動 I類］のろのろだ。早

くならない。
しゃーら [ɕaːra]［名］ 1⃝ 畑の中にある石のと
ころ。 2⃝（畑と畑の）境界。（畑の）区切り。
しゃく [ɕaku]［名］～如く。～のように。～
ほど。～程度。
じゃった [dʑatta]［擬］すぐ。
じゃムみかす [dʑammikasɿ]［動 I類］スピー
ドを出す。
じゃムみキ゚ [dʑammikɿ]［動 I類］スピードが
出る。
しゅー [ɕuː]［名］ 1⃝ 祖父。お祖父さん。 2⃝
老人の男性。
じゅーぐにつずキ゚ [dʑuːgunitsɿdzɿkɿ]［名］十
五日の月。満月。
じゅーぐや [dʑuːguja]［名］十五夜の祭り。旧
暦八月十五日に満月の夜に行われる祭り。村
の人が集まって神社に舞台を立てて、踊や歌
などをする。また〈ふきゃぎ〉「お萩」を作
って子供たちに食べさせる。
じゅーぐやつキ゚ [dʑuːgujatsɿkɿ]［名］十五夜の
月。旧暦八月十五日の満月の月。
じゅーしゃ [dʑuːɕa]［名］雑炊。
しゅーやー [ɕuːjaː]［名］父側の家。父側の親
戚。
しゅきゃつ [ɕukjatsɿ]［名］

ソ テ ツ
蘇鉄。

しゅくぱぎ [ɕukupagi]［名］無職。
しゅやー [ɕujaː]［名］心配。
しょーぬ どぅす [ɕoːnu dusɿ]［名］親しい友
達。
しょーぬむぬ [ɕoːnu munu]［名］まともな物。
じょーぶん [dʑoːbun]［形］大丈夫。
しょじょ [ɕodʑo]［名］未婚の女性。若い女性。
しょじょあんが [ɕodʑoanga]［名］未婚の女
性。若い女性。
しる [ɕiru]［名］汁。
じん [dʑin]［名］お金。貨幣。
じん [dʑin]［名］膳。
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じんふくる [dʑinfukuru]［名］財布。
じんむちゃ [dʑinmutɕa]［名］お金持ち。
すー [sɿː]［動変則型］する。
すー [sɿː]［名］酢。
すー [sɿː]［名］巣。
すー [sɿː]［名］お酢。
すー [sɿː]［名］巣。
ずー [dzɿː]［名］土地。
ずー [dzɿː]［名］文字。
ずーぐーる [dzɿːguːru]［名］独楽。
すーさ [sɿːsa]［名］斑点。
すーす [sɿːsɿ]［名］（油と対照的に）肉。赤身。
すーすわー [sɿːsɿʋaː]［名］油の少ない豚。脂
の少ない豚肉。
ずーだみ [dzɿːdami]［名］畑を祈る行事。
ずーならう [dzɿːnarau]［名］勉強。
すーふっつ [sɿːfuttsɿ]［動 I類］擦る。
ずーふない [dzɿːfunai]［名］陸酔い。船から
降りてからも船酔いが続く状態。〈ずー〉は
「地面」。
ずーゆー [dzɿːjuː]［名］

い ろ り
囲炉裏。

すヴ [sɿv]［動 I類］打つ。
すヴ [sɿv]［名］

とうがん
冬瓜。

すぅー [suː]［名］ 1⃝ 野菜。 2⃝（複合語で）料
理の一品。 3⃝ （複合語で）肉。
すぅー [suː]［名］潮。
ずぅー [dzuː]［名］尾。尻尾。
ずぅー [dzuː]［感］さあ。
ずぅーきしむぬ [dzuːkiɕimunu]［名］最後ま
でものをやらない人。
すぅーざ [suːdza]［名］

うらや
羨ましい。

すぅーず [suːdzɿ]［名］小路。
すぅーずがま [suːdzɿgama]［名］小路。
すぅーぷすきなり [suːpusɿki nari]［連語］物
欲しそうに。
すぅい [sui]［動 II類］添える。加える。
すぅイ゚ [suɿ]［動 I類］ 1⃝ 剃る。 2⃝（草を）切

る。
すぅいすぅい [suisui]［副］一緒に。
すぅいすぅいがーら [suisuigaːra]［名］蝉の一
種。クマゼミ。
すぅいやー [suijaː]［名］物置。
すぅが [suga]［文］～が。～けれども。逆接
を表す。
すぅがイ゚ [sugaɿ]［動 I類］身なりをきれいに
する。
すぅがイ゚ [sugaɿ]［名］身なり。
すぅからむぬ [sukaramunu]［形］塩辛い。
すぅく [suku]［名］底。
すぅくつな [sukutsɿna]［名］粗末。粗末に扱
うこと。
すぅざ [sudza]［名］年上の男性。先輩。
すぅざーに [sudzaːni]［名］年上。
すぅざわーぐ [sudzaʋaːgu]［名］年上。
すぅす [susɿ]［動 I類］攣る。
すぅすぅイ゚ [susuɿ]［動 I類］拭く。
すぅすぱイ゚ [susɿpaɿ]［動 I類］痙攣する。
すぅだつ [sudatsɿ]［動 I類］育つ。
すぅだてぃ [sudati]［動 II類］育てる。
すぅでぃ [sudi]［名］袖。
すぅなまイ゚ [sunamaɿ]［動 I類］揃う。
すぅば [suba]［名］側。
すぅば [suba]［名］

そ ば
蕎麦。日本の蕎麦と違っ

て小麦粉で作る。
すぅふー [sufuː]［動 I類］掬う。
すぅムぱイ゚ [sumpaɿ]［動 I類］背伸びする。
すぅムばす [sumbasɿ]［動 I 類］真直ぐにす
る。
すぅムビ [sumbɿ]［動 I類］真直ぐである。
すぅら [sura]［名］先。（茎や枝の）先端。木
のてっぺん。梢。
すぅらーす [suraːsɿ]［動 I類］集める。動員す
る。
すぅるー [suruː]［動 I類］集まる。
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すぅるー [suruː]［名］集まり。集会。
すぅるすぅる [surusuru]［擬］清潔。清潔な状
態。
すぅるみかす [surumikasɿ]［動 I類］清潔にす
る。
すぅるみキ゚ [surumikɿ]［動 I類］清潔だ。
すぅん [sun]［名］損。
ずが [dzɿga]［名］図画。絵。
すがイ゚だく [sɿgaɿdaku]［名］蛸の一種。
ずがかきゃ [dzɿgakakja]［名］画家。
すかす [sɿkasɿ]［動 I類］騙す。皺ができてい
る顔についても言う。
すかたイ゚ [sɿkataɿ]［未］汚い。
すかたむぬ [sɿkatamunu]［形］汚い。
すかま [sɿkama]［名］仕事。
すき [sɿki]［動 II類］供える。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類］（鋤を入れて）耕す。
すキ゚ [sɿkɿ]［名］鋤。
すキ゚ [sɿkɿ]［名］

な ま こ
海鼠。

すきもーき [sɿkimoːki]［動 II類］供える。
すきゃーす [sɿkjaːsɿ]［動 I類］散らかす。
すきゃーり [sɿkjaːri]［動 II類］散らかる。
すきゃき [sɿkjaki]［動 II類］始める。
すぐ [sɿgu]［副］すぐ。
すぐとぅ [sɿgutu]［名］仕事。
すぐとぅギん [sɿgutugɿn]［名］作業着。
すぐとぅくぱりゃ [sɿgutukuparja]［名］仕事
が器用でない人。
すぐりむぬ [sɿgurimunu]［名］優秀な人。よ
くできる人。
すこーイ゚ [sɿkoːɿ]［動 I類］（料理を）準備す
る。
すす [sɿsɿ]［名］

すす
煤。

すず [sɿdzɿ]［助数］個。粒。粒状や小さめの
丸いものを数える。
すず [sɿdzɿ]［名］茎。
すず [sɿdzɿ]［名］粒。

すずがに [sɿdzɿgani]［名］針金。番線。
すずます [sɿdzɿmasɿ]［動 I類］沈める。
すずみ [sɿdzɿmi]［動 II 類］片付けて収納す
る。
すずム [sɿdzɿm]［動 I類］沈む。
すた [sɿta]［名］下。
すだ [sɿda]［名］舌。
すたーら [sɿtaːra]［名］下。
すたさ [sɿtasa]［名］

しゅうと
舅 。

すたさうや [sɿtasauja]［名］
しゅうと
舅 。

すだす [sɿdasɿ]［動 I類］孵化させる。脱皮さ
せる。
すたム [sɿtam]［動 I類］（液体を）捨てる。
すてぃ [sɿti]［動 II類］捨てる。
すでぃ [sɿdi]［動 II 類］ 1⃝ 孵化する。 2⃝ 脱
皮する。
すでぃがー [sɿdigaː]［名］脱皮した皮。
すでぃがら [sɿdigara]［名］抜け殻。
すでぃぐー [sɿdiguː]［名］（貝の）抜け殻。
すでぃぐー [sɿdiguː]［名］（貝などの）抜け殻。
すでぃぐる [sɿdiguru]［名］（蛇や蝉の）抜け
殻。
すてぃざム [sɿtidzam]［名］放置。放棄。
すでぃムー [sɿdimm]［名］芽が出た芋。
すとぅイ゚ [sɿtuɿ]［動 I類］湿る。
すとぅに [sɿtuni]［動 II類］叩きつける。
すとぅま [sɿtuma]［名］

しゅうとめ
姑 。

すとぅまあんな [sɿtuma.anna]［名］
しゅうとめ
姑 。

すとぅまムま [sɿtumamma]［名］
しゅうとめ
姑 。

すとぅむてぃ [sɿtumuti]［名］朝。
すな [sɿna]［名］仕草。品格。気立て。
すなーかす [sɿnaːkasɿ]［動 I類］黙る。
すなーす [sɿnaːsɿ]［動 I類］揃える。
すなす [sɿnasɿ]［動 I類］殺す。
ずなん [dzɿnan]［名］次男。
すぬイ゚ [sɿnuɿ]［名］もずく。
すば [sɿba]［名］唇。
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すばだり [sɿbadari]［名］唇が垂れること。
すばだる [sɿbadaru]［名］唇が垂れる人。
すビ [sɿbɿ]［動 I類］（鼻を）かむ。
すピー [sɿpɿː]［動 I類］耳が遠くなる。
すびイ゚ [sɿbiɿ]［動 I類］滑る。
すぴしゃ [sɿpiɕa]［名］耳が遠い人。
すピたイ゚ [sɿpɿtaɿ]［動 I類］締りがない。
すぶイ゚ [sɿbuɿ]［動 I類］

し ぼ る
搾る。

すぷギ [sɿpugɿ]［名］帯。
すぷたイ゚ [sɿputaɿ]［動 I類］湿る。
すぶム [sɿbum]［動 I類］萎む。
すま [sɿma]［名］ 1⃝ 島。 2⃝ 村。集落。 3⃝ 国。
すま [sɿma]［名］相撲。
すまーとぅ [sɿmaːtu]［名］腹の下の方。腰。
すまイ゚ [sɿmaɿ]［動 I類］縛る。
すまキ゚ [sɿmakɿ]［動 I類］打つ。
すまとぅイ゚ [sɿmatuɿ]［名］相撲取り。
すまとぅりゃ [sɿmaturja]［名］相撲取り。力
士。
ずまみ [dzɿmami]［名］落花生。
すまムーな [sɿmammna]［連語］村こぞって。
すみ [sɿmi]［動 II類］（顔などを）洗う。洗顔
する。
すみ [sɿmi]［動 II類］させる。
ずみ [dzɿmi]［形］素晴らしい。最高。
すム [sɿm]［動 I類］済む。終わる。
すム [sɿm]［名］ 1⃝ 墨。 2⃝ 勉強。学問。
すム [sɿm]［名］上澄み。お粥などの上澄み。
離乳食として赤ちゃんに食べさせる。
すむイ゚ [sɿmuɿ]［動 I類］（孵化する前に）腐
る。
すムな [sɿmna]［名］

ねぎ
葱。

するす [sɿrusɿ]［名］
しるし
印。

すん [sɿn]［動変則型］死ぬ。
すんいヴヴぃ [sɿnivvi]［動 II類］死ぬほど怖
がる。
すんぱっつぁか [sɿnpattsaka]［名］死に損な

い。
ぞー [dzoː]［感］さぁ。行動を促す。
そーき [soːki]［名］

ざる
笊。

そーきぶに [soːkibuni]［名］肋骨。
ぞーぎむぬ [dzoːgimunu]［形］外見がいい。綺
麗。
そーみ [soːmi]［名］斜視。
ぞーむぬ [dzoːmunu]［形］良い。
そーめん [soːmen]［名］素麺。
そーめんぶっとぅる [soːmenbutturu]［名］素
麺チャンプルー。
た [ta]［文］～達。複数接辞。
たー [taː]［名］田。田んぼ。
たーイ゚ [taːɿ]［助数］～人。～名。人を数える
助数詞。
たーら [taːra]［名］俵。
たーり [taːri]［動 II類］熟睡する。
たーんな [taːnna]［名］蝸牛の一種。小さくて
平たい蝸牛。
たイ゚ [taɿ]［名］

たいまつ
松明。

たイ゚ [taɿ]［文］～た。過去接辞。
だい [dai]［名］代金。金額。
たイ゚つき [taɿtsɿki]［動 II類］叩きつける。
だヴ [dav]［副］たくさん。多い。
たヴきゃー [tavkjaː]［名］一人。独り。
たヴきゃーヴヴぁ [tavkjaːvva]［名］一人っ子。
たヴきゃーむぬ [tavkjaːmunu]［名］独り者。
独身。
だヴみキ゚ [davmikɿ]［動 I類］多い。
たか [taka]［名］

さしば
鸇。

たかさっす [takasa ssɿ]［連語］大切にする。
たかび [takabi]［動 II類］崇拝する。
たかむぬ [takamunu]［形］ 1⃝ 高い。 2⃝ 親愛。
大事。
たから [takara]［名］宝。
たき [taki]［名］竹。
たき [taki]［名］丈。身分。
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だキ゚ [dakɿ]［動 I類］抱く。
たきがす [takigasɿ]［名］豚の油かす。
たきぶら [takibura]［名］火熾し用の道具。
たく [taku]［名］蛸。
たぐ [tagu]［名］桶。水を汲むための器。
たくとうイ゚ [takutouɿ]［名］蛸取り。
たくとぅりゃ [takuturja]［名］蛸を取る人。蛸
取りの名人。
たすき [tasɿki]［動 II類］助ける。
だずまイ゚ [dadzɿmaɿ]［動 I類］しわくちゃに
なる。
だずまイ゚ [dadzɿmaɿ]［名］（服の）しわ。
たたす [tatasɿ]［動 I類］立てる。
たたつキ゚ [tatatsɿkɿ]［名］来月。
たつ [tatsɿ]［動 I類］（刃が）鋭い。よく切れ
る。
たつ [tatsɿ]［動 I類］立つ。
たつ [tatsɿ]［名］（家畜の）小屋。主に馬用。
たつがイ゚ [tatsɿgaɿ]［動 I類］熾る。
たつぎ [tatsɿgi]［動 II類］熾す。
たつビー [tatsɿbɿː]［名］座る姿勢と立つ姿勢
の間の姿勢。
たてぃ [tati]［動 II類］（液体を）混ぜる。
たてぃじる [tatidʑiru]［名］味噌汁の一種。生
味噌と鰹節を入れた汁。
だでぃふ [dadifu]［名］植物の一種。林の中
にある。〈なーぱい〉「砂川村の行事」の時に
それを杖代わりに使う。
たてゃーす [tatjaːsɿ]［動 I類］（2つの液体を）
混ぜる。
たとぅい [tatui]［動 II類］例える。喩える。
たな [tana]［名］棚。
たに [tani]［名］ 1⃝ 種。 2⃝ 睾丸。
たばイ゚ [tabaɿ]［動 I類］くっ付く。供える。
たばイ゚ [tabaɿ]［動 I類］束ねる。
たばくビー [tabakubɿː]［名］煙草の灰。煙管
を点けるのに用いる。

たばくぶん [tabakubun]［名］煙管を吸うため
のタバコキット。
たび [tabi]［名］足袋。
たビ [tabɿ]［名］旅。島を出ること。
だビ [dabɿ]［名］葬式。［備］「荼毘」に対応。
たビだすき [tabɿdasɿki]［名］島外にいる人の
ための祈願。
たぶく [tabuku]［名］

た ば こ
煙草。

だまがイ゚ [damagaɿ]［動 I類］困る。
だまがらす [damagarasɿ]［動 I類］困らせる。
たます [tamasɿ]［名］魂。
たまつきゃ [tamatsɿkja]［名］

てんかんしゃ
癲癇者。

たまな [tamana]［名］キャベツ。
たみ [tami]［動 II類］落ち着く。構える。
たみ [tami]［動 II類］溜める。貯める。
たみ [tami]［名］（～の）ため。
たみーたみ [tamiːtami]［連語］ゆっくり。注
意深く。
たむる [tamuru]［名］薪。
たや [taja]［名］力。
たやばーき [tajabaːki]［連語］力いっぱい。
たやむぬ [tajamunu]［名］力持ち。
だら [dara]［文］～のだ。～だろう。
たらーす [taraːsɿ]［動 I 類］足りるようにす
る。
たらイ゚ [taraɿ]［名］盥。
たらう [tarau]［動 I類］足りる。
だらか [daraka]［名］嘘。単独では〈だらふ〉
とは言わない。
だらかむぬイ゚ [darakamunuɿ]［名］嘘。偽りの
話。
たらき [taraki]［名］世代。年齢が近い人。
たらす [tarasɿ]［動 I類］垂らせる。
だらす [darasɿ]［動 I類］ 1⃝ 疲れさせる。 2⃝
がっかりさせる。
だらふむぬイ゚ [darafumunuɿ]［名］嘘。偽りの
話。
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たり [tari]［動 II類］垂れる。
たり [tari]［動 II類］酒を造る。酒造する。
だり [dari]［動 II類］ 1⃝ 疲れる。 2⃝ がっか
りする。
だりかヴ [darikav]［動 I類］疲れ果てる。
たりかす [tarikasɿ]［名］酒粕。
たる [taru]［名］誰。
たる [taru]［名］

たる
樽。液体などを入れる入れ

物。
だるかげった [darukagetta]［名］怠け者。
だんかー [dankaː]［名］相談。
だんくらビー [dankurabɿː]［名］座り方の一
種。お尻をべったと地面につけた座り方。
たんでぃ [tandi]［名］詫び。謝罪。
ちがう [tɕigau]［動 I類］違う。
ちび [tɕibi]［名］ 1⃝ 尻。 2⃝ 後ろ。
ちびぐー [tɕibiguː]［名］臀部の上部。
ちびたイ゚ [tɕibitaɿ]［名］尻。
ちびぬム [tɕibinum]［名］肛門。
ちびぬムざやふ [tɕibinumdzajafu]［名］下手
くそな大工。
ちびぬんどぅす [tɕibinundusɿ]［名］とても親
しい友達。いつも一緒にいる友達。
ちびぶに [tɕibibuni]［名］尻骨。
ちゃー [tɕaː]［副］ずっと。しょっちゅう。
ちゃー [tɕaː]［名］茶。
ちゃーす [tɕaːsɿ]［動 I類］ 1⃝ 合わせる。くっ
つける。 2⃝ （家畜を）交尾させる。
ちゃうき [tɕauki]［名］（お茶の）つまみ。
ちゃなぎ [tɕanagi]［動 II類］（作業を）中断
する。作業など一時的に止める。
ちゃばん [tɕaban]［名］茶碗。
ちゃらちゃら [tɕaratɕara]［擬］炒める音。
ちゃらみかす [tɕaramikasɿ]［動 I類］炒める
音をたてる。
ちゃらみキ゚ [tɕaramikɿ]［動 I類］炒める音が
する。

ちゃんキ゚ [tɕankɿ]［動 I類］突き刺す。
ちゅーか [tɕuːka]［名］急須。
ちゅーず [tɕuːdzɿ]［名］（手や顔を）洗うこと。
ちゅーずがに [tɕuːdzɿgani]［名］洗面器。
ちゅーちゅー [tɕuːtɕuː]［擬］雲雀の鳴き声。
ちょーちムばイ゚ [tɕoːtɕimbaɿ]［名］（顎の下に
ある）リンパ腺。
ちょーちんがー [tɕoːtɕingaː]［名］麻袋。
つ [tsɿ]［助数］～つ。～個。～才。
つー [tsɿː]［名］血。
つー [tsɿː]［名］1⃝ 乳。おっぱい。 2⃝ 母乳。ミ
ルク。
つーイ゚ーキ゚ [tsɿːɿːkɿ]［名］血炒め。豚の血で出
来た料理。
つーギ [tsɿːgɿ]［名］棘。
つーばす [tsɿːbasɿ]［動 I類］交尾させる。
つービ [tsɿːbɿ]［動 I類］交尾する。
つーふつ [tsɿːfutsɿ]［名］乳首。
つイ゚ [tsɿɿ]［名］釣り。
つヴ [tsɿv]［名］釣り針。
つヴ [tsɿv]［名］露。
つぅーイ゚ [tsuːɿ]［動 I類］ 1⃝ 強くなる。強ま
る。 2⃝ （子供が）成長する。
つぅーばー [tsuːbaː]［名］強い人。
つぅーらす [tsuːrasɿ]［動 I類］強める。
つが [tsɿga]［名］

ます
升。物（穀物、酒など）の

量を計るための道具。一升など様々なサイズ
がある。
つかーす [tsɿkaːsɿ]［動 I類］使わせる。
つかう [tsɿkau]［動 I類］ 1⃝ 使う。使用する。

2⃝ 雇う。雇用する。
つかなう [tsɿkanau]［動 I類］飼う。養う。
つかふ [tsɿkafu]［名］近く。
つき [tsɿki]［動 II類］付ける。
つキ゚ [tsɿkɿ]［動 I類］着く。到着する。
つキ゚ [tsɿkɿ]［動 I類］付く。
つキ゚ [tsɿkɿ]［動 I類］搗く。
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つキ゚ [tsɿkɿ]［名］ 1⃝（天体の）月。 2⃝（暦の）
月。一ヶ月。
つギ [tsɿgɿ]［名］より悪い。
つキ゚がなす [tsɿkɿganasɿ]［名］月様。月の敬
称。
つきな [tsɿkina]［名］野菜の漬物。
つギなイ゚ [tsɿgɿ naɿ]［連語］悪くなる。悪化
する。
つキ゚ぬ ゆー [tsɿkɿnu juː]［名］月夜。月が見え
る夜。月そのものも指す。
つきむぬ [tsɿkimunu]［名］漬物。
つぎゃ [tsɿgja]［名］（サシバ用の）捕獲小屋。
つきゃーす [tsɿkjaːsɿ]［動 I類］ 1⃝ ぶつかる。

2⃝ （人を）会わせる。
つぐす [tsɿgusɿ]［名］膝。
っさい [ssai]［動 II類］申し上げる。
っさイ゚ [ssaɿ]［名］白蟻。
っさぎ [ssagi]［名］白髪。
っさビ [ssabɿ]［名］種の準備作業。
っさム [ssam]［名］虱。
っさり [ssari]［名］発情。卑猥。猥褻。
っさりむぬ [ssarimunu]［名］スケベ。変態。
っさりゃ [ssarja]［名］スケベ。変態。
っジ [ʑʑi]［動 II類］

もら
貰う。

っジ [ʑʑi]［動 II類］入れる。注ぐ。
っしばら [ɕɕibara]［名］北隣の家。
っしゃな [ɕɕana]［形］汚い。
っす [ssɿ]［動 I類］擦る。
っす [ssɿ]［動 I類］知る。
つす [tsɿsɿ]［動 I類］釣る。
つず [tsɿdzɿ]［名］頂上。てっぺん。頭のてっ
ぺん。
っズぁ [zza]［名］父。
っズぁ [zza]［名］

え な
胞衣。

っズぁう [zzau]［動 I類］借りる。
っズぁく [zzaku]［名］（船の）

かい
櫂。

っズぁす [zzasɿ]［動 I類］貸す。

っズぁら [zzara]［名］
かま
鎌。

っすぅ [ssu]［名］
すそ
裾。

っズぅ [zzu]［名］魚。
っすぅつく [ssutsɿku]［名］白身。
っズぅぬみー [zzunu miː]［名］魚の目。いぼ。
っズぅぱムびん [zzupambin]［名］魚の天ぷ
ら。
っズぅぶに [zzubuni]［名］魚の骨。
っすぅム [ssum]［動 I類］白む。
っすぅム [ssum]［名］水溜り。水溜りが夜白
く映っていることから。
つずぱぎ [tsɿdzɿpagi]［名］（頭の上部の）髪の
毛が禿げた。
つずム [tsɿdzɿm]［名］鼓。
っちゃ [ttɕa]［文］副詞化接辞。形容詞の語幹
に付き、副詞を作る。
つつんキ゚ [tsɿtsɿnkɿ]［動 I類］ぶつかる。
ってぃ [tti]［文］～て。～てから。～し終わ
って。
つとぅ [tsɿtu]［名］土産。
つとぅイ゚ [tsɿtuɿ]［名］理由。わけ。根拠。
つな [tsɿna]［名］綱。
つなすぷギ [tsɿnasɿpugɿ]［名］綱のベルト。
つぬ [tsɿnu]［名］

つの
角。

つぬまた [tsɿnumata]［名］
つの
角

また
又。

っふ [ffu]［動 I類］食いつく。
っふ [ffu]［動 I類］閉める。
っふ [ffu]［名］黒。
つぶ [tsɿbu]［名］要領。要点。要所。
つぶ [tsɿbu]［名］粒。
つぶ [tsɿbu]［名］坪。
つぶ [tsɿbu]［名］

つぼ
壺。

つふー [tsɿfuː]［動 I類］作る。
つふー [tsɿfuː]［動 I類］（野菜を）きれいにす
る。
っふぁ [ffa]［名］子供。親族関係の子供。
っふぁい [ffai]［名］堆肥。
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っふぁす [ffasɿ]［動 I類］銜えさせる。
っふぁつ [ffatsɿ]［名］鍬。
っふぁばつ [ffabatsɿ]［名］蜂の一種。
っふぁむぬ [ffamunu]［形］暗い。
っふぁよーム [ffajoːm]［名］暗闇。
っふぃ [ffi]［動 II類］ 1⃝ くれる。あげる。 2⃝
～くれる。動詞の接続形に続き、「～てくれ
る」を表す。
っふぃ [ffi]［名］（烏賊や蛸の）墨。
つふイ゚ [tsɿfuɿ]［名］作り。形。格好。
っふぃま [ffima]［名］

く り ま
来間。

く り ま
来間島。

っふぃまずま [ffimadzɿma]［名］
く り ま
来間島。

っふぃまピとぅ [ffimapɿtu]［名］
く り ま
来間島出身

の人。
っふぃまふつ [ffimafutsɿ]［名］

く り ま
来間方言。

っふがー [ffugaː]［名］ 1⃝ 黒い肌。太陽に焼
かれて黒くなっている肌。 2⃝ 黒人。 3⃝ 蛙の
一種。ヒキガエル。
っふぎ [ffugi]［名］陰毛。
っふざた [ffudzata]［名］黒砂糖。黒糖。
っふつくム [ffutsɿkum]［動 I類］青痣になる。
っふつくム [ffutsɿkum]［名］

あざ
痣。青痣。

っふっす [ffussɿ]［名］煤。
っふム [ffum]［動 I類］黒ばむ。黒くなる。
つふム [tsɿfum]［動 I類］痺れる。
つまイ゚ [tsɿmaɿ]［動 I類］詰まる。
つます [tsɿmasɿ]［動 I類］積ませる。
つみ [tsɿmi]［動 II類］短くする。
つみ [tsɿmi]［名］爪。
つみゃー [tsɿmjaː]［名］所為。
つみやー [tsɿmijaː]［名］散髪屋。
つム [tsɿm]［動 I類］積む。
つム [tsɿm]［動 I類］摘む。
つムキ゚ [tsɿmkɿ]［動 I類］捩じる。
でぃ [di]［文］～つもりだ。～するよ。
てぃー [tiː]［名］手。
てぃーきしむぬ [tiːkiɕimunu]［名］怠け者。

てぃーきしゃ [tiːkiɕa]［名］片腕の人。
てぃーずふム [tiːdzɿfum]［名］拳。
てぃーぬくー [tiːnu kuː]［名］手の甲。
てぃーぬくす [tiːnu kusɿ]［名］手の甲。
てぃーぬばた [tiːnu bata]［名］手の平。
てぃーぬピさ [tiːnu pɿsa]［名］手の平。
てぃーまっふぁ [tiːmaffa]［名］腕枕。
てぃイ゚ [tiɿ]［動 I類］照る。
てぃヴ [tiv]［動 I類］投げる。
てぃヴヴぁす [tivvasɿ]［動 I類］投げさせる。
てぃヴす [tivsɿ]［名］釣り糸。
てぃかー [tikaː]［文］～たら。
てぃがら [tigara]［名］自慢。
でぃき [diki]［動 II類］出来る。
でぃきぶつ [dikibutsɿ]［名］優秀な人。
てぃだ [tida]［名］太陽。
てぃだい [tidai]［動 II類］奢る。
てぃびー [tibiː]［名］指笛。
てぃふつム [tifutsɿm]［名］拳。手を握って叩
くこと。
てぃまー [timaː]［名］給料。〈てぃまー〉は必
ずしも金銭的な給料ではなく、米俵など給料
としてもらう物品も指す。
てぃまーじん [timaːdʑin]［名］給料。金銭的
な給料。
てぃムぼー [timboː]［名］虹。
てぃらざ [tiradza]［名］巻貝。
てぃん [tin]［名］空。
でぃん [din]［文］～しても。
てぃんキ゚ [tinkɿ]［名］天気。
てぃんざう [tindzau]［名］天井。
てぃんぬふム [tinnu fum]［名］雲。
てゃーん [tjaːn]［文］～だけ。～のみ。～し
か。
とー [toː]［名］唐。中国。
どー [doː]［文］～よ。
どーヴ [doːv]［名］道具。ツール。
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とーヴヴぁ [toːvva]［名］台所。
どーヴばく [doːvbaku]［名］道具箱。
とーふ [toːfu]［名］豆腐。
とーふかす [toːfukasɿ]［名］おから。
とーふがなまりゃ [toːfuganamarja]［名］頭が
粕状態になっている人。
とーふにイ゚ [toːfuniɿ]［名］

み か ん
蜜柑の一種。

とーふばく [toːfubaku]［名］豆腐箱。豆腐を
作るときに使う箱。
とーふやー [toːfujaː]［名］豆腐屋。
どーり [doːri]［文］～ようだ。
とぅ [tu]［文］～と。～と一緒に。
どぅ [du]［文］～ぞ。～こそ。焦点助詞。
とぅー [tuː]［名］1⃝

とお
十。

じゅう
十。十個。2⃝ 十歳。

どぅー [duː]［名］自分。
どぅー [duː]［名］体。
とぅーイ゚ [tuːɿ]［名］ランプ。
どぅーうむイ゚ [duːumuɿ]［名］思い込み。
どぅーがーイ゚ [duːgaːɿ]［名］自己満足。自分
で自分を自慢すること。
どぅーがたき [duːga taki]［名］自分の身分を
知らないで。
とぅーし [tuːɕi]［副］ずっと。しょっちゅう。
どぅーたー [duːtaː]［名］（聞き手を含んだ）私
たち。一人称包括複数形。
とぅーつき [tuːtsɿki]［動 II類］指示する。聞
かせる。
どぅーぶに [duːbuni]［名］体の骨。
とぅーり [tuːri]［副］ずっと。しょっちゅう。
とぅイ゚ [tuɿ]［動 I類］取る。
とぅい [tui]［名］干支。
とぅイ゚ [tuɿ]［名］ 1⃝ 鳥。 2⃝ 鶏。
とぅイ゚な [tuɿna]［名］草の一種。秋の野芥子。
とぅイ゚みー [tuɿmiː]［名］夜盲症。夕方になる
と目が見えないこと。
とぅか [tuka]［名］十日。
とぅか [tuka]［文］～とか。

とぅがイ゚ [tugaɿ]［動 I類］尖る。
とぅがす [tugasɿ]［動 I類］研がせる。
とぅがらす [tugarasɿ]［動 I類］尖らせる。
とぅキ゚ [tukɿ]［名］時。
とぅキ゚ [tukɿ]［名］占い師。
とぅギ [tugɿ]［動 I類］研ぐ。
とぅギ [tugɿ]［名］棘。
とぅきゃ [tukja]［名］時。
とぅぎゃ [tugja]［名］棘。
どぅきゃ [dukja]［名］白子。肌が非常に白く
変化している病気。
とぅぎゃヴつ [tugjavtsɿ]［名］尖がっている
口。
とぅくに [tukuni]［名］所。場所。
とぅくま [tukuma]［名］所。場所。
とぅくる [tukuru]［名］屋敷の神の拝所。屋
敷の内にある、屋敷の神様を祭る所。家族の
健康や出生、島外にいる人のために様々な祈
願を行う。
とぅくる [tukuru]［名］所。場所。
とぅくるがム [tukurugam]［名］屋敷の神。
とぅす [tusɿ]［名］ 1⃝ 年。 2⃝ 年齢。
とぅず [tudzɿ]［名］妻。
どぅす [dusɿ]［名］友達。
どぅすざらーき [dusɿdzaraːki]［名］友達同士。
とぅすぬかず [tusɿnu kadzɿ]［連語］年々。
とぅずまイ゚ [tudzɿmaɿ]［動 I類］（話が）まと
まる。
とぅずみ [tudzɿmi]［動 II類］終わる。
とぅずみ [tudzɿmi]［名］終了。終わり。
どぅっとぅふささどぅっとぅふささ [duttu
fusasa duttu fusasa]［擬］鳩の鳴き声。節を
付けて発音する。
とぅとぅー [tutuː]［擬］（驚きや恐怖などで）
震える状態。
どぅどぅー [duduː]［擬］流れが激しい様。流
れが大量である様。

セリック ケナン（2022）『言語記述論集』14: 157-209

186



とぅとぅヴ [tutuv]［動 I類］揺れる。
とぅとぅヴヴぁす [tutuvvasɿ]［動 I類］揺す
ぶる。
とぅとぅとぅとぅ [tutututu]［擬］ドキドキ。
驚きや恐怖などによるドキドキ。
とぅとぅみかす [tutumikasɿ]［動 I類］ドキド
キさせる。驚かせる。驚きや恐怖などによる
ドキドキ。
とぅとぅみキ゚ [tutumikɿ]［動 I 類］ドキドキ
する。驚きや恐怖などによるドキドキ。
どぅどぅみキ゚ [dudumikɿ]［動 I類］激しく流
れる。大量に流れる。
とぅな [tuna]［名］トゥナ。伝統的な名前。
とぅなイ゚ [tunaɿ]［名］隣。
とぅなか [tunaka]［名］卵。
とぅなみ [tunami]［動 II類］平均する。
とぅぬがす [tunugasɿ]［動 I類］跳ねさせる。
とぅぬギ [tunugɿ]［動 I類］跳ねる。
とぅぱキ゚ [tupakɿ]［名］唾。
とぅばす [tubasɿ]［動 I類］ 1⃝ 飛ばせる。飛
ばす。（車などを）早く走らせる。 2⃝ 走る。
とぅばすみゃー [tubasɿmjaː]［名］徒競走。
とぅビ [tubɿ]［動 I類］飛ぶ。
とぅびゃう [tubjau]［動 I類］すれ違う。
とぅびゃすみゃー [tubjasɿmjaː]［名］徒競走。
どぅふくぎー [dufukugiː]［名］

で い ご
梯梧の木。

とぅまイ゚ [tumaɿ]［動 I類］止まる。
どぅまヴヴぁす [dumavvasɿ]［動 I類］混乱さ
せる。
どぅまヴヴぃ [dumavvi]［動 II類］混乱する。
とぅまとー [tumatoː]［名］トマト。
とぅまらす [tumarasɿ]［動 I類］止める。
とぅみ [tumi]［動 II類］止める。
とぅみ [tumi]［動 II類］探す。見つける。
どぅみ [dumi]［動 II類］ 1⃝ 殴る。 2⃝ ぶつか
る。
とぅみゃーだてぃ [tumjaːdati]［動 II 類］探

す。
とぅムまーイ゚ [tummaːɿ]［動 I類］引き返す。
とぅやかム [tujakam]［副］やっとかっと。
とぅゆます [tujumasɿ]［動 I類］ 1⃝ 響かせる。

2⃝ 出生させる。
とぅゆム [tujum]［動 I類］ 1⃝ 響く。 2⃝ 有名
だ。
とぅらす [turasɿ]［動 I類］与える。
とぅらぬぱ [turanupa]［名］東方。
とぅり [turi]［動 II類］凪ぐ。
とぅりばイ゚ [turibaɿ]［動 I類］ぼんやりする。
とぅりばりゃ [turibarja]［名］ぼうっとする
人。
とぅりピぐイ゚ [turipɿguɿ]［名］無風冷気状態。
冬の時期に風がなくて冷たいこと。
どぅる [duru]［名］泥。
どぅるだり [durudari]［名］泥まみれ。
とぅるム [turum]［動 I類］（雨が）止む。（車
が）止まる。
とぅんがイ゚ [tungaɿ]［動 I類］尖る。
とぅんがら [tungara]［名］（女性の）同級生。
とぅんがらす [tungarasɿ]［動 I類］尖らせる。
とぅんじがま [tundʑigama]［名］冬至。
なー [naː]［名］菜。
なー [naː]［名］縄。
なー [naː]［名］名前。名称。
なー [naː]［文］ 1⃝ ～づつ。 2⃝ よく... する。
節内の句に付き、節が表しているイベント
が、一度ではなく、何度も起こることや、あ
る期間にとって特徴的であることを示す。
なーぎ [naːgi]［動 II類］褒める。
なーずぅー [naːdzuː]［名］菜。
なーっふぃ [naːffi]［名］命名。赤ちゃんに名
前を付けること。
なーっふぃよーイ゚ [naːffijoːɿ]［名］命名祝い。
新生児に名前をつける祝い。
なーび [naːbi]［名］真似。

セリック ケナン（2022）『言語記述論集』14: 157-209

187



なーまき [naːmaki]［名］名前負け。
ない [nai]［動 II類］萎える。
なイ゚ [naɿ]［動 I類］ 1⃝ 成る。できる。 2⃝ 経
つ。経過する。
なイ゚ [naɿ]［動 I類］鳴る。
ない [nai]［名］地震。
ない [nai]［名］苗。
なイ゚ [naɿ]［名］音。
なイ゚ [naɿ]［名］実。
ないイ゚ [naiɿ]［動 I類］捻挫する。
ないギ [naigɿ]［動 I類］びっこをひく。
ないぎゃ [naigja]［名］びっこを引く人。
なイ゚だ [naɿda]［名］肉垂れ。
ないらす [nairasɿ]［動 I類］捻挫させる。
なう [nau]［動 I類］綯う。
なう [nau]［名］何。
なうイ゚ [nauɿ]［動 I類］ 1⃝ 直る。 2⃝ 治る。 3⃝
（作物が）よくできる。
なヴさ [navsa]［名］砂利。石粉。
なヴさムつ [navsamtsɿ]［名］砂利道。
なうしー [nauɕiː]［名］どう。
なうす [nausɿ]［動 I類］ 1⃝ 直す。修理する。

2⃝ 治す。 3⃝ よくする。
なうすぅーってぃ [nausuːtti]［名］なぜ。
なうてぃー [nautiː]［名］なぜ。
なうてゃーにゃーん [nautjaː njaːn]［連語］う
そつけ。相手が述べたことを強く疑うときに
使う。
なか [naka]［名］中。
なかーイ゚ [nakaːɿ]［動 I類］配る。分配する。
ながうっすぅ [nagaussu]［名］後頭部が尖っ
た。
ながうっすぅむぬ [nagaussumunu]［名］後頭
部が尖った人。
なかざー [nakadzaː]［名］（伝統的な民家で）
二番座あたり。
なかす [nakasɿ]［動 I類］泣かせる。

ながちび [nagatɕibi]［名］長尻。
ながつぁ [nagatsa]［名］翌日。次の日。
ながびゃーイ゚ [nagabjaːɿ]［名］旱魃。長い間
雨が降らないこと。
ながんぬつむぬ [nagannutsɿmunu]［名］その
噂をすればちょうど現れる人。
なキ゚ [nakɿ]［動 I類］ 1⃝ 泣く。 2⃝ 鳴く。
なギ [nagɿ]［動 II類］薙ぐ。
なぎ [nagi]［名］長さ。
なギ [nagɿ]［名］

なぎ
凪。

なぎゃーふ [nagjaːfu]［副］長い間。
なさき [nasaki]［名］情け。
なさす [nasasɿ]［動］産ませる。お産を手伝
う。
なさすムま [nasasɿmma]［名］産婆。お産を
手伝う人。
なす [nasɿ]［動 I類］ 1⃝ 成す。 2⃝ 産む。
なすあがイ゚ [nasɿagaɿ]［名］子供が産めなくな
ること。
なすあんな [nasɿanna]［名］産みの母。
なすキ゚しゃ [nasɿkɿɕa]［名］末っ子。
なすムま [nasɿmma]［名］産みの母。
なだ [nada]［名］涙。
なだだき [nadadaki]［連語］少量のたとえ。
なつ [natsɿ]［名］夏。
なつギん [natsɿgɿn]［名］

な つ ぎ
夏着。

なつまき [natsɿmaki]［名］夏バテ。
ななつ [nanatsɿ]［名］七つ。七歳。
なば [naba]［名］垢。
なび [nabi]［名］鍋。
なびぱムびん [nabipambin]［名］（宮古島の）
クレープの一種。
なびぴんく [nabipinku]［名］煤。
なびふた [nabifuta]［名］鍋の蓋。
なびゃーら [nabjaːra]［名］

へ ち ま
糸瓜。

なまじゃーか [namadʑaːka]［名］夜明け前。未
明。〈しゃーか〉より早い時間帯を指す。
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なます [namasɿ]［名］ 1⃝ 刺身。 2⃝ 料理の一
種。蛸とキュウリや玉ねぎを混ぜて酢をかけ
た料理。
なまだんむぬ [namadanmunu]［名］怠け者。
なム [nam]［動 I類］舐める。
なム [nam]［名］波。
なムつキ゚ [namtsɿkɿ]［名］焦げ。焦げ付くこ
と。
なら [nara]［名］自分。主に三人称に使う。
ならーす [naraːsɿ]［動 I類］教える。
ならーすっふぁ [naraːsɿffa]［名］教え子。弟
子。
ならう [narau]［動 I類］習う。勉強する。
ならす [narasɿ]［動 I類］鳴らす。
ならす [narasɿ]［動 I類］慣れさせる。
ならすみ [narasɿmi]［動 II類］慣れさせる。
ならばす [narabasɿ]［動 I類］並べる。
ならビ [narabɿ]［動 I類］並ぶ。
ならび [narabi]［動 II類］並べる。
なり [nari]［動 II類］ 1⃝ 慣れる。 2⃝ し慣れ
る。動詞に付き、「～慣れる」を表す。
なり [nari]［名］慣れ。習慣。
なんく [nanku]［副］所詮。
なんく [nanku]［名］

かぼちゃ
南瓜。

なんくる [nankuru]［副］所詮。
なんざ [nandza]［名］ 1⃝ 銀。宝。貴重なもの。

2⃝ （大切な）子供。
なんよーんな [nanjoːnna]［名］

かたつむり
蝸牛の一種。

アフリカマイマイ。［備］〈なんよー〉は「南
洋」で、〈んな〉は「蝸牛」。外来種。昔は雨
が降るとそれを取ってきて、芋を炊く鍋の上
に乗せて蒸していた。蒸した後、中身を取り
出して細かく刻んで炒めて食べていた。今は
食べようとは思わない。
にー [niː]［名］荷。
にー [niː]［名］根。根っこ。
にーイ゚ [niːɿ]［動 I類］（歌を）即興する。

にーか [niːka]［名］遅い時間帯。
にーにヴ [niːniv]［名］居眠り。
にイ゚やー [niɿjaː]［名］お墓。死んでから住む
ところ。
にヴ [niv]［動 I類］寝る。
にヴヴぁす [nivvasɿ]［動 I類］寝かせる。
にヴだイ゚ [nivdaɿ]［名］寝てばかりいること。
にヴだりゃ [nivdarja]［名］寝てばかりいる
人。
にヴだる [nivdaru]［名］寝てばかりいる人。
にヴふなイ゚ [nivfu naɿ]［連語］遅くなる。
にがーす [nigaːsɿ]［動 I 類］祈祷させる。祈
願させる。
にがイ゚ [nigaɿ]［名］祈願。
にがう [nigau]［動 I類］祈願する。
にがら [nigara]［名］早起き。早起きするこ
と。
にごー [nigoː]［名］

し ゃ こ
硨磲

がい
貝。

にごー [nigoː]［名］二号。妾。愛人。
にす [nisɿ]［名］北。北方。
にすかじ [nisɿkadʑi]［名］北風。
にすぬやー [nisɿnu jaː]［名］北隣の家。
にたム [nitam]［動 I類］妬む。嫉妬する。憎
しむ。
につ [nitsɿ]［名］（病気による）熱。
にぬぱ [ninupa]［名］北方。
にぬぱぶす [ninupabusɿ]［名］北極星。
にばイ゚ [nibaɿ]［名］（張っている）根っこ。
にばりゃ [nibarja]［名］魚の一種。
にびし [nibiɕi]［名］岩盤。
にぶた [nibuta]［名］できもの。
にぶり [niburi]［名］早く起きないこと。
にぶりむぬ [niburimunu]［名］早く起きてこ
ない人。
にゃーイ゚ [njaːɿ]［動 I類］（手を）差し出す。
にゃーん [njaːn]［動変則型］無い。「ある」の
否定形。
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にゃーん [njaːn]［文］～のように。～の通り
に。
にゃーんふ なイ゚ [njaːnfu naɿ]［連語］無くな
る。
にゃーんふなす [njaːnfu nasɿ]［連語］無くす。
にんキ゚ [ninkɿ]［名］年忌。
にんぎん [ningin]［名］人間。人。
にんしゃ [ninɕa]［名］頑張る人。
にんなーり [ninnaːri]［連語］念入り。熱心に。
丹念に。
ぬ [nu]［文］1⃝ ～の。属格助詞。2⃝ ～が。主
格助詞。
ぬー [nuː]［動 I類］縫う。
ぬー [nuː]［名］野。草原。
ぬーイ゚ [nuːɿ]［動 I類］上がる。のぼる。
ぬーし [nuːɕi]［動 II類］乗せる。
ぬーま [nuːma]［名］馬。
ぬーまざき [nuːmadzaki]［名］酒癖が悪い。酒
を飲んだら暴れる人。
ぬーまずぅー [nuːmadzuː]［名］馬肉の煮付
け。
ぬーまたつ [nuːmatatsɿ]［名］馬小屋。
ぬーむちゃ [nuːmutɕa]［名］芸持ち。芸もあ
り、頭もいい人。
ぬイ゚ [nuɿ]［動 I類］塗る。
ぬイ゚ [nuɿ]［名］

のり
糊。

ぬイ゚ずぅー [nuɿdzuː]［名］料理の一種。
ぬがす [nugasɿ]［動 I類］追い越させる。
ぬギ [nugɿ]［動 I類］追い越す。
ぬきびらイ゚ [nukibiraɿ]［名］敬遠。距離を置
いて付き合うこと。
ぬくイ゚ [nukuɿ]［動 I類］残る。
ぬくイ゚ [nukuɿ]［名］残り。残し。
ぬくギ [nukugɿ]［名］

のこぎり
鋸 。

ぬくす [nukusɿ]［動 I類］残す。
ぬざキ゚ [nudzakɿ]［名］

ひさまつ
久松。宮古島の集落。

ぬす [nusɿ]［名］主。所有者。

ぬずぅム [nudzum]［動 I類］好く。好き。
ぬすとぅ [nusɿtu]［名］泥棒。
ぬっジゅー [nuʑʑuː]［名］縫い糸。
ぬっふぃ [nuffi]［動 II類］（穴や見えないと
ころに）入れる。挿入する。
ぬどぅ [nudu]［名］喉。
ぬどぅがーき [nudugaːki]［名］（喉の）渇き。
ぬどぅぶに [nudubuni]［名］喉仏。
ぬぬ [nunu]［名］布。
ぬビー [nubɿː]［擬］ねばねば。
ぬビーぶビー [nubɿːbubɿː]［擬］痰がある咳の
音。
ぬビみキ゚ [nubɿmikɿ]［動 I類］痰がある咳の
音がする。
ぬびゃイ゚ [nubjaɿ]［名］

の び る
野蒜。

ぬぶい [nubui]［名］首。
ぬぶしあがイ゚ [nubuɕiagaɿ]［動 I類］（首筋が）
凝る。
ぬぶす [nubusɿ]［動 I類］（首筋が）凝る。
ぬふむぬ [nufumunu]［形］暖かい。
ぬます [numasɿ]［動 I類］飲ます。
ぬム [num]［動 I類］飲む。呑み込む。
ぬム [num]［名］蚤。
ぬム [num]［名］

のみ
鑿。

ぬム [num]［名］布。
ぬムふぁう [numfau]［名］飲食。
ぬらす [nurasɿ]［動 I類］塗らせる。
ば [ba]［文］1⃝ ～ので。理由を表わす。 2⃝ ～
たら。～たら...起きた。
ばー [baː]［名］ 1⃝ 場合。時。 2⃝ 訳。理由。意
味。
ばー [baː]［文］～は。目的語の助詞の後に付
く。
ぱー [paː]［名］歯。
ぱー [paː]［名］刃。
ぱー [paː]［名］葉。
ぱーいしゃ [paːiɕa]［名］歯医者。
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ぱーがら [paːgara]［名］枯れ葉。枯れた葉っ
ぱ。
ばーき [baːki]［名］籠の一種。
ばーす [baːsɿ]［名］場合。時。
ぱーす [paːsɿ]［動 I類］生やす。
ぱーどぅイ゚ [paːduɿ]［動 I類］這う。
ぱーピきゃ [paːpɿkja]［名］歯が腐っている人。
歯に隙間がある人。
ばーふー [baːfuː]［動 I類］からかう。揶揄す
る。
ぱーふちゃ [paːfutɕa]［名］歯が腐っている人。
虫歯になっている人。
ぱームま [paːmma]［名］祖母。
ぱーんとぅ [paːntu]［名］化け物。人間ではな
いもの。
はい [hai]［感］感動詞。呼びかけや次の話を
始めるときなどに使われる。
ばい [bai]［動 II類］（液体を）割る。（酒を）
薄める。
ばイ゚ [baɿ]［動 I類］割る。
ぱい [pai]［動 II類］似合う。
ぱい [pai]［動 II類］生える。
ぱい [pai]［名］南。南方。
ぱい [pai]［名］

はえ
蝿。

ぱイ゚ [paɿ]［動 I類］張る。
ぱイ゚ [paɿ]［動 I類］入る。
ぱいかじ [paikadʑi]［名］南風。
ぱいかた [paikata]［名］南方。
ぱイ゚キ゚ [paɿkɿ]［名］筋。
ぱイ゚でぃ [paɿdi]［動 II類］出かける。
ぱイ゚でぃヴヴぁ [paɿdivva]［名］分家の子。
ぱイ゚でぃやー [paɿdijaː]［名］分家。
ぱいぬふすぅがーら [painu fusugaːra]［名］蝉
の一種。イワサキクサゼミ。
ぱいぬやー [painu jaː]［名］南隣の家。
ぱイ゚ふつ [paɿfutsɿ]［名］入り口。
ぱヴ [pav]［名］蛇。

ぱか [paka]［名］墓。
ばかーイ゚ [bakaːɿ]［文］～ぐらい。～ほど。～
ばっかり。
ばかーらす [bakaːrasɿ]［動 I類］別れさせる。
ばかーり [bakaːri]［動 II類］別れる。
ぱかイ゚ [pakaɿ]［動 I類］計る。
ばかう [bakau]［動 I類］奪う。
ばかヴヴぁ [bakavva]［名］若い子供。
ばかうみゃー [bakaumjaː]［名］奪い合い。
ぱがうむぬ [pagaumunu]［形］怖い。
ばかギズぁ [bakagɿza]［名］キシノウエトカ
ゲ。
ばかす [bakasɿ]［動 I類］醗酵させる。
ぱがす [pagasɿ]［動 I類］剥がす。
ばかばー [bakabaː]［名］若い芽。
ぱかま [pakama]［名］袴。
ぱがま [pagama]［名］羽釡。羽が付いている
釡。ご飯を炊く釡。
ばかむぬ [bakamunu]［名］若者。
ばかむぬ [bakamunu]［形］若い。
ばき [baki]［動 II類］分ける。
ばキ゚ [bakɿ]［動 I類］醗酵する。（黴が）生え
る。
ばキ゚ [bakɿ]［動 I類］湧く。
ぱぎ [pagi]［動 II類］禿げる。
ぱギ [pagɿ]［名］足。
ばキ゚ぎー [bakɿgiː]［名］腋毛。
ばキ゚だ [bakɿda]［名］脇の下。
ぱキ゚でぃ [pakɿdi]［動 II類］吐く。
ぱギビズぁ [pagɿbɿza]［名］足の裏。
ぱく [paku]［名］箱。
ばさなイ゚ [basanaɿ]［名］芭蕉の実。バナナ。
ぱさム [pasam]［動 I類］鋏む。
ぱさム [pasam]［名］鋏。
ぱさム [pasam]［名］さそり。
ばし [baɕi]［名］間。
ばしがま [baɕigama]［名］隙間。
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ばしムつ [baɕimtsɿ]［名］間の道。
ぱす [pasɿ]［名］橋。
ぱず [padzɿ]［文］～はず。たぶん…であろう。
ぱずかす [padzɿkasɿ]［動 I類］破裂させる。爆
発させる。
ぱずき [padzɿki]［動 II類］破裂する。爆発す
る。
ぱずキ゚ [padzɿkɿ]［動 I類］ 1⃝ 弾く。 2⃝ （鉄
砲を）打つ。
ぱずみ [padzɿmi]［動 II 類］始める。開始す
る。
ぱずみ [padzɿmi]［名］始め。開始。
ばた [bata]［名］ 1⃝ 腹。お腹。 2⃝ 腸。内臓。
ぱた [pata]［名］（器などの）縁。端。
ぱだ [pada]［名］時期。
ぱだ [pada]［名］肌。
ばたイ゚ [bataɿ]［動 I類］渡る。
ぱたか [pataka]［名］端っこ。
ぱだか [padaka]［名］裸。上半身が裸である
ことを指す。
ぱたかイ゚ [patakaɿ]［動 I類］広げる。
ぱたからす [patakarasɿ]［動 I類］広げる。
ばたす [batasɿ]［動 I類］渡す。
ばたぱイ゚ [batapaɿ]［動 I類］（食べ過ぎて）お
なかがきつい。
ばたぶ [batabu]［名］出張ったお腹。
ばたふさり [batafusari]［動 II類］怒る。
ばたぶに [batabuni]［名］お腹の筋肉。
ばたむす [batamusɿ]［名］回虫。
ばたムつ [batamtsɿ]［動 I類］満腹になる。
ぱたむる [patamuru]［名］ナナフシ。枯れた
枝のように見える虫。
ぱたらかす [patarakasɿ]［名］働かせる。
ぱたらキ゚ [patarakɿ]［動 I類］働く。
ぱたらキ゚むぬ [patarakɿmunu]［名］働き者。
ばたらす [batarasɿ]［動 I類］渡す。
はちがつぶーイ゚ [hatɕigatsɿbuːɿ]［名］八月の

豊年祭。
ぱちゃキ゚ [patɕakɿ]［動 I類］損ねる。
ばつ [batsɿ]［名］罰。
ぱつ [patsɿ]［名］鉢。
ぱつ [patsɿ]［名］蜂。
ぱつあキ゚なイ゚ [patsɿakɿnaɿ]［名］初商売。新
年になって最初の商売。
ぱつあキ゚なイ゚ [patsɿakɿnaɿ]［名］初売り。新
しい年になってっ最初の商売。
ばつぁみ [batsami]［動 II類］しまう。しまっ
ておく。
ぱつざきむイ゚ [patsɿdzakimuɿ]［名］結納。
ばっし [baɕɕi]［動 II類］忘れる。
ぱっズぁす [pazzasɿ]［動 I類］入らせる。
ぱっつ [pattsɿ]［動 I類］（服を）脱ぐ。
ばっつぁーす [battsaːsɿ]［動 I類］（魚などを）
捌かせる。
ばっつぁう [battsau]［動 I類］（魚などを）捌
く。
ぱっつぁか [pattsaka]［名］損ね。
ばっぱい [bappai]［動 II類］失敗する。間違
う。
ぱてぃ [pati]［動 II類］ 1⃝ 思い切る。度胸を
もって行動する。大胆に行動する。 2⃝ 完全
に...する。
ぱてぃ [pati]［名］果て。
ぱてぃむぬ [patimunu]［名］度胸のある人。
ばな [bana]［名］罠。様々な種類がある。竿
などの先にサシバの首を括らせるための輪
っか、ひっかけの紐、蝉を取るための道具な
ど。
ぱな [pana]［名］てっぺん。
ぱな [pana]［名］花。
ぱな [pana]［名］鼻。
ぱなす [panasɿ]［動 I類］放す。離す。
ぱなす [panasɿ]［名］話。
ぱなず [panadzɿ]［名］鼻血。
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ぱなずー [panadzɿː]［名］鼻。
ぱなだイ゚ [panadaɿ]［名］洟垂れ。
ぱなつ [panatsɿ]［名］鼻血。
ぱなならす [pananarasɿ]［名］いびき。
ぱなピキ゚ [panapɿkɿ]［名］風邪。
ぱなピぎ [panapɿgi]［名］鼻毛。
ぱなふつ [panafutsɿ]［名］崖。
ぱならす [panarasɿ]［動 I類］離す。
ぱなり [panari]［動 II類］離れる。
ぱに [pani]［動 II類］跳ねる。
ぱに [pani]［名］

はね
羽。

ぱにがイ゚ [panigaɿ]［名］
ひれ
鰭。

ぱばす [pabasɿ]［名］歯茎。
ばびイ゚ [babiɿ]［名］蝶々。
ぱま [pama]［名］浜。
ぱまイ゚ [pamaɿ]［動 I類］頑張る。
ぱまうり [pamauri]［名］海に下りること。
ばム [bam]［文］～しても。
ぱムびん [pambin]［名］天ぷら。
ぱムぶイ゚ [pambuɿ]［動 I類］噛み砕く。
ぱムまい [pammai]［名］食料。
ばムみかす [bammikasɿ]［動 I類］大声を出さ
せる。
ばムみキ゚ [bammikɿ]［動 I類］大声を出す。
ばムみきゃ [bammikja]［名］大声を出す人。
ばら [bara]［名］

わら
藁。

ぱら [para]［名］柱。
ばらーす [baraːsɿ]［動 I類］笑わせる。
ばらう [barau]［動 I類］笑う。
ぱらう [parau]［動 I 類］払う。支払いする。
（埃などを）払う。
ぱらうにがイ゚ [paraunigaɿ]［名］厄払い。
ばらす [barasɿ]［動 I類］割らせる。
ぱらます [paramasɿ]［動 I類］妊娠させる。
ばらム [baram]［名］出穂前の葉鞘。
ぱらム [param]［動 I類］妊娠する。
ぱらム [param]［名］（魚の）卵巣。

ばり [bari]［動 II類］割れる。
ぱり [pari]［動 II類］晴れる。
ぱり [pari]［名］畑。
ぱりすかま [parisɿkama]［名］畑仕事。畑作
業。
ぱりすぐとぅ [parisɿgutu]［名］畑仕事。畑作
業。
ばりつかう [baritsɿkau]［動 I類］こき使う。
ぱりどぅなイ゚ [paridunaɿ]［名］畑隣り。
ばりムつ [barimtsɿ]［名］農道。
ぱりやー [parijaː]［名］ 1⃝ 畑の小屋。 2⃝ 農業
地域の人。
ばん [ban]［名］私。一人称代名詞。
ぱんかす [pankasɿ]［動 I類］（男性器の皮を）
剥く。
ばんキ゚ [bankɿ]［名］桑。
ぱんキ゚ [pankɿ]［動 I類］ 1⃝ （男性器の皮が）
剥ける。 2⃝ 自慰する。
ぱんぎ [pangi]［動 II類］外れる。
ばんキ゚ぎー [bankɿgiː]［名］桑の木。
ぱんキ゚す [pankɿsɿ]［動 I類］食いちぎる。
ばんじゅーがに [bandʑuːgani]［名］ 1⃝

かね
曲

じゃく
尺

。 2⃝ 融通の利かない人。
ばんたー [bantaː]［名］私たち。聞き手を含ま
ない。
ぱんだす [pandasɿ]［動 I類］はみ出す。
ぱんだる [pandaru]［名］洟垂れ。
ばんちきら [bantɕikira]［名］ばんじろう。グ
アバ。
ばんちきらぎー [bantɕikiragiː]［名］ばんじろ
うの木。グアバの木。
ぱんでぃ [pandi]［動 II類］はみ出る。
ビー [bɿː]［動 I類］ 1⃝ 座る。 2⃝ 止まる。鳥
が枝に止まる。車が駐車場に止まる。
ピー [pɿː]［動 I類］（潮が）引く。
ぴー [piː]［名］笛。
ぴー [piː]［名］屁。
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ピー [pɿː]［名］火。
ピー [pɿː]［名］日。
びーイ゚ [biːɿ]［名］

と ん ぼ
蜻蛉。

ピーギ [pɿːgɿ]［動 I類］潰す。
びーくム [biːkum]［名］魚の一種。
びーす [biːsɿ]［名］重り。釣糸につける小さ
い鉛のかたまり。
ビーにがら [bɿːnigara]［名］

ながじり
長尻。いつまで

も居座って中々家に帰らない人。
ぴーぴしゃ [piːpiɕa]［名］屁をこく人。
ピーま [pɿːma]［名］昼。
ピーまあとぅ [pɿːmaatu]［名］昼後。
ピーまにヴ [pɿːmaniv]［名］昼寝。
ピーまむぬ [pɿːmamunu]［名］昼食。
びイ゚ [biɿ]［動 I類］塗る。
ぴイ゚ [piɿ]［動 I類］行く。去っていく。帰る。
ぴイ゚ [piɿ]［名］針。
ぴイ゚ [piɿ]［名］

にんにく
大蒜。

ぴイ゚つキ゚ [piɿtsɿkɿ]［名］
いれずみ
刺青。

ぴイ゚つきな [piɿtsɿkina]［名］ニンニクの漬物。
ぴイ゚みゃー [piɿmjaː]［名］徒競走。
びヴヴぃ [bivvi]［動 II類］（刃が）鈍く成る。
びヴがっさ [bivgassa]［名］クワズイモ。
びヴだ [bivda]［名］腋。
ピかイ゚ [pɿkaɿ]［動 I類］光る。
ピかイ゚ [pɿkaɿ]［名］光。
ピかす [pɿkasɿ]［動 I類］引かせる。
ピかず [pɿkadzɿ]［名］日。日付。
ピからす [pɿkarasɿ]［動 I類］光らせる。
ビキ゚ [bɿkɿ]［動 I類］（賭けで）巻き上げる。
ピき [pɿki]［動 II類］穴が開く。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類］引く。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類］穴を開ける。
ぴギ [pigɿ]［動 I類］削る。
ピぎ [pɿgi]［名］ 1⃝ 毛。体毛。 2⃝ 髭。
びきーびき [bikiːbiki]［重複］男っぽい。
びきヴヴぁ [bikivva]［名］男の子。

びきすぅがイ゚ [bikisugaɿ]［名］男装。
ピキ゚たヴ [pɿkɿtav]［動 I類］引き寄せる。
びきだちゃ [bikidatɕa]［名］（男性の）独身の
人。
びきだつ [bikidatsɿ]［名］（男性の）独身。
びきどぅム [bikidum]［名］1⃝ 男。男の人。男
性。 2⃝ 夫。旦那。
ピキ゚にん [pɿkɿnin]［名］人間のくず。
ピきばー [pɿkibaː]［名］虫歯。穴が開いてい
る歯。
ピキ゚ぱイ゚ [pɿkɿpaɿ]［名］筋。
びきピとぅ [bikipɿtu]［名］男の人。
ビキ゚みゃー [bɿkɿmjaː]［名］賭け事。
ピぎむしゃ [pɿgimuɕa]［名］毛むくじゃら。
びきムま [bikimma]［名］男っぽい女性。
ピきゃぎ [pɿkjagi]［動 II類］引きあげる。
びぐイ゚ [biguɿ]［動 I類］

えぐ
抉る。

びぐらす [bigurasɿ]［動 I類］目を眩ませる。
ピぐらす [pɿgurasɿ]［動 I類］冷やす。
びぐり [biguri]［動 II類］目が眩む。
ピぐり [pɿguri]［動 II類］冷える。
ピぐるむぬ [pɿgurumunu]［形］冷たい。
ピさ [pɿsa]［名］足。
びざイ゚ [bidzaɿ]［動 I類］膝を曲げて進む。
ピさが [pɿsaga]［名］下着を着けていない状
態。
ピさかす [pɿsakasɿ]［動 I類］押して平たくす
る。
ピさぎ [pɿsagi]［名］下着を着けていない状
態。
ピさきた [pɿsakita]［名］板。
ピさぱムびん [pɿsapambin]［名］（沖縄本島
の）ヒラヤーチー。小麦粉を水で溶き、ニラ
あるいは小ねぎなどを混ぜ、油を引いたフラ
イパンに流しこんで焼く。
ピさら [pɿsara]［名］平良。
ピさらピとぅ [pɿsarapɿtu]［名］平良出身の人。
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ピさらふつ [pɿsarafutsɿ]［名］平良方言。
びし [biɕi]［動 II類］据える。
ぴし [piɕi]［名］珊瑚礁。
びジゃま [biʑama]［名］ヒヨドリ。
ぴしイ゚ [piɕiɿ]［名］ 1⃝ 午後三時ごろの休憩。

2⃝ 午後三時ごろの間食。
ぴしむぬ [piɕimunu]［形］寒い。
ぴしんな [piɕinna]［名］サザエ。
ピす [pɿsɿ]［動 I類］くしゃみする。（屁を）こ
く。
ぴず [pidzɿ]［名］肘。
ピすぅ [pɿsu]［名］

つ む じ
旋毛。

ピすぅー [pɿsuː]［動 I類］拾う。
ピすぅがイ゚ [pɿsugaɿ]［動 I類］広がる。
ピすぅぎ [pɿsugi]［動 II類］広げる。
ピだ [pɿda]［名］浜。
ピだイ゚ [pɿdaɿ]［名］左。
ピだイ゚かた [pɿdaɿkata]［名］左方。左の方。
ピだイ゚てぃー [pɿdaɿtiː]［名］左手。
ピだに [pɿdani]［名］火種。
ビだむぬ [bɿdamunu]［形］低い。
ピだりゃ [pɿdarja]［形］左利き。
ぴつ [pitsɿ]［形］返事。返信。
ビった [bɿtta]［擬］すぐ。
ぴっちゃ [pittɕa]［副］少し。
ぴっちゃがま [pittɕagama]［副］少し。
ビってぃ [bɿtti]［擬］すぐ。
ピでぃ [pɿdi]［動 II類］蒸発して無くなる。
ぴてぃーつ [pitiːtsɿ]［名］ 1⃝ 一つ。 2⃝ 同じ。
同士。
びどぅ [bidu]［名］えさ。
ピとぅ [pɿtu]［名］ 1⃝ 人。 2⃝ 他人。
ピとぅーきゃーん [pɿtuːkjaːn]［名］一気。一
回。
びとぅイ゚ [bituɿ]［動 I類］（同じものをたくさ
ん食べて）飽きる。
ピとぅイ゚ [pɿtuɿ]［名］一日。

ピとぅイ゚が まーす [pɿtuɿga maːsɿ]［副］一日
中。
ピとぅくいがらさ [pɿtukuigarasa]［名］同じ
ことばっかりを言う人。直訳「一声烏」。
ピとぅだま [pɿtudama]［名］人魂。火玉。墓
の上に飛ぶとされる。
ピとぅぱだ [pɿtupada]［名］一時期。
ピとぅびらイ゚ [pɿtubiraɿ]［名］付き合い。
びどぅむりゃ [bidumurja]［名］餌取り。釣り
針にかかることなく、餌だけを齧る魚のこ
と。
ピとぅんかーイ゚ [pɿtunkaːɿ]［名］変り者。
ぴなイ゚ [pinaɿ]［動 I類］減る。
ぴならす [pinarasɿ]［動 I類］減らす。
ピばり [pɿbari]［動 II類］ひび割れる。
ビまるうたき [bɿmaru.utaki]［名］ビマル

ウ タ キ
御嶽。

子授けの数拝所。西中にある。そこに岩があ
って、子どもを授けたい女性がその周りをぐ
るぐると回って、子授けを願う。
ビまるがム [bɿmarugam]［名］ビマルガン。神
の名前。子授けの神。
ピムミ゚キ゚ [pɿmmɿkɿ]［名］喘息。
ぴゃー [pjaː]［名］

はやぶさ
隼 。

ぴゃーイ゚ [pjaːɿ]［名］槍。
ぴゃーイ゚ [pjaːɿ]［名］ 1⃝ 日差し。 2⃝ 旱魃。
ぴゃーイ゚ [pjaːɿ]［名］

しょく
食。

ぴゃーイ゚むぬ [pjaːɿmunu]［名］食事。一食。
ぴゃーかり [pjaːkari]［副］早く。
ぴゃーし [pjaːɕi]［副］早く。
ぴゃーす [pjaːsɿ]［動 I類］囃す。囃したてる。
賑やかにする。
ぴゃーすぱい [pjaːsɿpai]［名］おだてると調子
に乗ること。
ぴゃーぴゃー [pjaːpjaː]［副］早く。早いうち
に。
ぴゃーまイ゚ [pjaːmaɿ]［動 I類］早まる。急ぐ。
ぴゃーまらす [pjaːmarasɿ]［動 I類］早まらせ
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る。急がせる。
ぴゃーむぬ [pjaːmunu]［形］速い。
ぴゃーりむぬ [pjaːrimunu]［名］間食。
びゅーイ゚ [bjuːɿ]［動 I 類］ 1⃝ （酒に）酔う。
否定形は〈びゅーらん〉。 2⃝（毒に）当たる。
食中毒になる。
ぴゅーイ゚ [pjuːɿ]［名］日選り。
びゅーっズぅ [bjuːzzu]［名］毒魚。
びゅーふさり [bjuːfusari]［動 II 類］酔っ払
う。
びゅーふさりゃ [bjuːfusarja]［名］酔っぱら
い。
びゅーらす [bjuːrasɿ]［動 I類］酔わせる。
ひょーきん [hjoːkin]［形］滑稽。
ぴら [pira]［名］

へら
箆。

ぴらイ゚ [piraɿ]［名］付き合い。
ぴらう [pirau]［動 I類］付き合う。
びらかす [birakasɿ]［動 I類］倒す。転がす。
びらキ゚ [birakɿ]［動 I類］倒れる。転がる。
ぴらす [pirasɿ]［動 I類］行かせる。
ぴらずか [piradzɿka]［名］

へら
箆の柄。

ぴんかいイ゚ [pinkaiɿ]［動 I類］ひっくり返る。
ぴんかいらす [pinkairasɿ]［動 I類］ひっくり
返す。
ぴんがす [pingasɿ]［動 I類］逃がせる。
ぴんぎ [pingi]［動 II類］逃げる。逃亡する。
びんく [binku]［名］

すす
煤。

ぴんざ [pindza]［名］
や ぎ
山羊。

ぴんざずぅー [pindzadzuː]［名］
や ぎ
山羊汁。

びんだらイ゚ [bindaraɿ]［名］洗面器。
ぴんとー [pintoː]［名］返答。
ぴんな [pinna]［形］変。不思議。
ふ [fu]［文］～く。副詞化接辞。形容詞に付
き、副詞を形成する。
ふー [fuː]［動 I類］降る。
ぶー [buː]［名］紐。
ぶー [buː]［名］麻。

ぷー [puː]［名］帆。
ぷー [puː]［名］穂。
ふぁーす [faːsɿ]［動 I類］ 1⃝ 食わせる。（食べ
物を）あげる。 2⃝（機械に）差し込む。かみ
合わせる。 3⃝ （車で）引く。 4⃝ ぶつける。
ふーイ゚ [fuːɿ]［動 I類］震える。
ぷーイ゚ [puːɿ]［名］豊年祭。単独ではあまり使
わず、〈あーぶーイ゚〉「粟の豊年祭」、〈むギぶ
ーイ゚〉「麦の豊年祭」など複合語の後部要素
に見られる。
ふぁイ゚キ゚す [faɿkɿsɿ]［動 I類］悪口を言う。
ふぁイ゚っふぃ [faɿffi]［動 II類］悪口を言う。
ふぁう [fau]［動 I類］食べる。
ふぁうムつぁ [faumtsa]［名］食べ方。
ふぁうむぬ [faumunu]［名］食べ物。
ぶーギ [buːgɿ]［名］砂糖黍。
ぶーギすぶイ゚ [buːgɿsɿbuɿ]［名］砂糖黍を絞る
こと。砂糖を作る作業の一つ。収穫した砂糖
黍を機械で絞ってその液体を集めること。
ぶーギなギ [buːgɿnagɿ]［名］砂糖黍の収穫。
〈なギ〉は「薙ぎ」。
ぶーギぶイ゚ [buːgɿbuɿ]［名］砂糖黍の収穫。〈ぶ
イ 〉゚は「折り」。
ぶーさ [buːsa]［名］ジャンケン。
ふーらす [fuːrasɿ]［動 I類］震わせる。
ぶーりゃ [buːrja]［名］同い年の人。
ふイ゚ [fuɿ]［動 I類］降る。
ふイ゚ [fuɿ]［動 I類］振る。
ふイ゚ [fuɿ]［名］ 1⃝ 豚小屋。 2⃝ 便所。昔の民
家では、便所が豚小屋のところに設置されて
いた。
ぶい [bui]［動 II類］吠える。
ぶイ゚ [buɿ]［動 I類］織る。
ぶイ゚ [buɿ]［動 I類］折る。
ぶい [bui]［名］稼ぎ。
ぷイ゚ [puɿ]［動 I類］掘る。
ぷい [pui]［名］大きさ。サイズ。
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ぷイ゚きゃー [puɿkjaː]［名］沼。池。
ふイ゚ム [fuɿm]［動 I類］古びる。古くなる。
ふイ゚むぬ [fuɿmunu]［名］古い物。
ふイ゚むぬ [fuɿmunu]［形］古い。
ぷか [puka]［名］

そと
外。

ほか
外。

ぷかヴヴぁ [pukavva]［名］分家の子。
ふかす [fukasɿ]［動 I類］（小便を）漏らす。
ふかす [fukasɿ]［動 I類］沸騰させる。
ふがましゃ [fugamaɕa]［名］うるさい人。
ふかむぬ [fukamunu]［形］ 1⃝ 深い。 2⃝ 難し
い。
ぷからすむぬ [pukarasɿmunu]［形］嬉しい。
ぷからっさ [pukarassa]［感］ありがとう。同
等や目下に使う。
ぶがり [bugari]［動 II類］疲れる。
ぶがりなうす [bugarinausɿ]［名］疲れ治し。打
ち上げ。
ふき [fuki]［動 II類］死ぬ。
ふき [fuki]［動 II類］老ける。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類］拭く。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類］（煙草を）吸う。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類］建てる。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類］吹く。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類］沸騰する。
ふき [fuki]［名］ふけ。
ふキ゚ [fukɿ]［名］（出ようとしている）芽。
ふギ [fugɿ]［名］ 1⃝ 首。 2⃝

えり
襟。

ふギ [fugɿ]［名］釘。
ぷき [puki]［名］埃。
ぷきあみ [pukiami]［名］霧状の小雨。〈ぷき〉
は「埃」。
ふきゃぎ [fukjagi]［名］お萩。豆がくっ付い
ている餅。
ふく [fuku]［名］肺。
ふぐイ゚ [fuguɿ]［名］陰嚢。睾丸。
ぷくキ゚ぎー [pukukɿgiː]［名］福木。
ふくな [fukuna]［名］草の一種。

ふくぱイ゚ [fukupaɿ]［動 I類］膨らむ。
ふくぱらす [fukuparasɿ]［動 I 類］膨らませ
る。
ふぐます [fugumasɿ]［動 I類］凹ませる。
ふくム [fukum]［動 I類］（口に）銜える。
ふぐム [fugum]［動 I類］凹む。
ふくる [fukuru]［名］袋。
ふさ [fusa]［名］草。
ぶざ [budza]［名］おじ。
ふさかイ゚ [fusakaɿ]［名］草刈。
ふさがイ゚ [fusagaɿ]［動 I類］塞がる。
ふさがま [fusagama]［名］選り好み。
ふさかりゃ [fusakarja]［名］草を刈る人。
ふさギ [fusagɿ]［動 I類］閉じる。
ぶざたー [budzataː]［名］おじさんたち。
ふさだに [fusadani]［名］雑草。
ふさぬムー [fusanu mm]［名］生え損なった
芋。
ふさビキ゚ [fusabɿkɿ]［名］草欠け。刈った草の
賭け事。
ふさらす [fusarasɿ]［動 I類］腐らせる。
ふさり [fusari]［動 II類］腐る。
ぷさり [pusari]［動 II類］干される。（日差し
に）晒される。
ふし [fuɕi]［名］癖。
ぷじ [pudʑi]［副］（とにかく）急いで。
ふしぱ [fuɕipa]［名］癖。
ふしぱぬーま [fuɕipanuːma]［名］癖のある馬。
ふしぱむぬ [fuɕipamunu]［名］癖のある人。
ふす [fusɿ]［名］櫛。
ふす [fusɿ]［名］節。
ぷす [pusɿ]［動 I類］干す。
ぷす [pusɿ]［名］星。
ふすぅ [fusu]［名］糞。
ふすぅイ゚ [fusuɿ]［名］薬。
ふすぅかす [fusukasɿ]［名］（罵り言葉）粕。
ふすぅがなまりゃ [fusuganamarja]［名］糞頭。
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罵り言葉。
ふすぅつギ [fusutsɿgɿ]［名］最低。
ふずビキ゚ [fudzɿbɿkɿ]［名］くじ引き。
ふた [futa]［名］蓋。
ぷだ [puda]［名］凡そ。
ふたーイ゚ [futaːɿ]［名］二人。
ぷだーす [pudaːsɿ]［動 I類］成長させる。
ふたーつ [futaːtsɿ]［名］二つ。二歳。
ふたい [futai]［名］額。
ぶたい [butai]［名］舞台。十五夜のときに設
ける舞台。
ふたが [futaga]［名］双子。
ふだキ゚ [fudakɿ]［動 I類］殴る。
ふたきな [futakina]［副］突然。
ふだビキ゚ [fudabɿkɿ]［名］抽選。
ふち [futɕi]［動 II類］朽ちる。
ふちばー [futɕibaː]［名］虫歯。
ふちゃヴ [futɕav]［動 I類］口がすっきりしな
い。
ふちゃムた [futɕamta]［名］粘土状の土。
ふつ [futsɿ]［名］口。
ふつす [futsɿsɿ]［名］唾液。
ふつだみ [futsɿdami]［名］口矯め願い。行事
の一つ。
ふつだみにがイ゚ [futsɿdaminigaɿ]［名］口矯め
願い。行事の一つ。
ふつちゃーす [futsɿtɕaːsɿ]［名］接吻。
ふっつ [futtsɿ]［動 I類］縛る。
ふっつ [futtsɿ]［動 I類］穿る。
ぶっとぅら [buttura]［名］チャンプルー。
ふでぃ [fudi]［名］筆。
ぷてぃ [puti]［名］傷跡。
ぶとぅ [butu]［名］夫。
ぷどぅ [pudu]［名］背丈。身長。
ぶどぅイ゚[buduɿ]［動 I類］踊る。飛びあがる。
ぶどぅイ゚ [buduɿ]［名］踊り。舞踊。
ぷどぅい [pudui]［動 II類］大きくなる。成

長する。
ぷどぅい [pudui]［名］成長。
ぶとぅとぅイ゚ [bututuɿ]［名］一昨日。
ぷとぅぷとぅ [putuputu]［擬］ドキドキ。良
い感情を抱いたときのドキドキ。
ぷとぅみかす [putumikasɿ]［動 I類］ドキドキ
させる。良い感情を抱いたときのドキドキ。
ぷとぅみキ゚ [putumikɿ]［動 I類］ドキドキす
る。良い感情を抱いたときのドキドキ。
ぶどぅんキ゚ [budunkɿ]［動 I類］飛び込む。
ふない [funai]［名］船酔い。
ぶながま [bunagama]［名］ブナガマ。伝統的
な名前。
ふなギ [funagɿ]［動 I類］（交尾の際腰を）動
かせる。
ふに [funi]［名］船。
ぷに [puni]［名］骨。
ふにイ゚ [funiɿ]［名］蜜柑。
ぶば [buba]［名］おば。
ぶばま [bubama]［名］おば。
ぶばムま [bubamma]［名］祖母の姉妹。
ふまーにゃーん [fumaː njaːn]［連語］～する
ことができない。
ぷみ [pumi]［動 II類］褒める。
ふム [fum]［動 I類］汲む。
ふム [fum]［動 I類］踏む。
ふム [fum]［動 I類］履く。
ふム [fum]［名］雲。
ふム [fum]［名］蜘蛛。
ふむイ゚ [fumuɿ]［動 I類］曇る。
ふムぱギ [fumpagɿ]［動 I類］踏みそこなう。
ふムみかす [fummikasɿ]［動 I 類］吹きかけ
る。
ぷムみキ゚ [pummikɿ]［動 I類］ほかほかする。
ぶムみゃー [bummjaː]［名］公民館。［備］〈ぶ
ームーやー〉「苧麻を紡ぐ家」に由来する。本
来は女性たちが集まって苧麻を紡ぐ場所の

セリック ケナン（2022）『言語記述論集』14: 157-209

198



ことだったが、後に「集会場（＝公民館）」の
意味に変わった。
ふゆ [fuju]［名］冬。
ふら [fura]［名］鞍。
ぶら [bura]［名］筒。筒状の物。
ぶら [bura]［名］法螺貝。
ぶらく [buraku]［名］部落。村。
ぷらさり [purasari]［動 II類］騙される。
ぶらす [burasɿ]［動 I類］織らせる。
ぷらす [purasɿ]［動 I類］騙す。
ぷらす [purasɿ]［動 I類］掘らせる。
ぶらふきゃ [burafukja]［名］ほら吹き。
ぶり [buri]［動 II類］折れる。
ぷり [puri]［動 II類］惚れる。
ぷりヴぁイ゚ [purivaɿ]［名］暴食。
ぶりんかす [burinkasɿ]［動 I類］落とす。
ふんキ゚ [funkɿ]［動 I類］ 1⃝ 無理にさせる。酒
を無理やり飲ませるなど。 2⃝ （無理やりに）
詰める。
ふんきゃー [funkjaː]［名］無理にさせる人。
ふんた [funta]［名］蛙の一種。ヒキガエル。
ふんだイ゚ [fundaɿ]［動 I類］踏みつける。
ふんたギ [funtagɿ]［動 I類］（足で）押し寄せ
る。
べつ [betsɿ]［形］別。
ぽー [poː]［名］植物の一種。
ぽーイ゚ [poːɿ]［動 I類］

ま
撒く。

ぽーキ゚ [poːkɿ]［動 I類］掃く。
ぽーキ゚ [poːkɿ]［名］箒。
ぽーぎー [poːgiː]［名］植物の一種。
ぼーちら [boːtɕira]［形］ 1⃝ お転婆。 2⃝ やん
ちゃ。乱暴。
ぽーつぁ [poːtsa]［名］料理長。お祝いの献立
を考え、作る人。
まーイ゚ [maːɿ]［動 I 類］ 1⃝ 回る。回転する。

2⃝ （あちこち）出かける。訪れる。
まーイ゚ [maːɿ]［名］回り。周り。行動。

まーく [maːku]［形］丸い。
まーす [maːsɿ]［動 I類］燃やす。
まーすぅ [maːsu]［名］塩。
まーた [maːta]［名］豊作の人形。畑を植え終
えた後に設置される人形。
まーだ [maːda]［副］とても。
まーつき [maːtsɿki]［副］一緒に。
まーふさがイ゚ [maːfusagaɿ]［動 I類］塞がる。
まーぶり [maːburi]［名］ぞっこん惚れること。
まーま [maːma]［名］拳骨。
まーま [maːma]［名］ 1⃝

まま
継。血のつながりで

ない親族関係。複合語の前部要素として使わ
れる。 2⃝ 後妻。 3⃝ 妾。
まーまあんな [maːma.anna]［名］

まま
継

はは
母。血の

つながりがない母。
まーまうや [maːma.uja]［名］

まま
継

ちち
父。血のつな

がりがない父。
まーまがっふぁ [maːmaga ffa]［名］

まま
継

こ
子。血

のつながりがない子供。
まーゆー [maːjuː]［名］（料理用の）脂。
まーらす [maːrasɿ]［動 I類］回す。回転させ
る。
まーる [maːru]［名］番。
まーんてぃー [maːntiː]［副］本当に。
まーんな [maːnna]［名］蝸牛の一種。小さい。
茹でて食べていた。
まイ゚ [maɿ]［動 I類］排泄する。
まい [mai]［名］前。
まイ゚ [maɿ]［名］米。稲。ご飯。
まい [mai]［文］～も。
まいがき [maigaki]［名］馬具の一つ。
まいがき [maigaki]［名］前掛け。エプロン。
まイ゚ごーす [maɿgoːsɿ]［名］米のお菓子。
まイ゚だーら [maɿdaːra]［名］米俵。
まいにつ [mainitsɿ]［副］毎日。
まいばー [maibaː]［名］前歯。
まいばら [maibara]［名］前隣の家。
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まいふか [maifuka]［名］お利口。
まいふかっふぁ [maifukaffa]［名］お利口。
まいふかっふぁがま [maifukaffagama]［名］お
利口。〈がま〉は指小辞。
まいみー [mai miː]［連語］捗る。
まいやがぴにつ [maijagapinitsɿ]［副］毎日。
まイ゚んキ゚ [maɿnkɿ]［名］米の神酒。米を原料
とした神酒。
まヴがん [mavgan]［名］守り神。守護神。
まヴきゃー [mavkjaː]［名］前。前方。
まかイ゚ [makaɿ]［名］椀。
まがイ゚ [magaɿ]［動 I類］曲がる。
まかイ゚どーヴ [makaɿdoːv]［名］食器。
まかす [makasɿ]［動 I類］負かす。
まかす [makasɿ]［動 I類］巻かせる。
まかす [makasɿ]［動 I類］撒かせる。
まかや [makaja]［名］

ちがや
茅。

まがらす [magarasɿ]［動 I類］曲げる。
まき [maki]［動 II類］負ける。値引きする。
まキ゚ [makɿ]［動 I類］撒く。
まキ゚ [makɿ]［動 I類］巻く。
まぎ [magi]［動 II類］曲げる。
まギ [magɿ]［動 I類］まぐわう。性交する。
まぐ [magu]［名］容器の一種。
まぐイ゚ [maguɿ]［動 I類］曲がる。
まくがん [makugan]［名］

や し
椰子

がに
蟹。

まぐみム [magumim]［名］折れ耳。
まぐらす [magurasɿ]［動 I類］曲げる。
まさり [masari]［副］ますます。かえって。も
っと。
ます [masɿ]［名］増し。よりよい。
ます [masɿ]［名］（畑の）区画。畝の低いとこ
ろと高いところをあわせて言う。
まずーてぃー [madzɿːtiː]［副］試しに。
まずがーてぃー [madzɿgaːtiː]［副］試しに。
まずム [madzɿm]［動 I類］積み重ねる。
まずむぬ [madzɿmunu]［名］幽霊。

また [mata]［副］又。さらに。その上。
またいつぅふ [mataitsufu]［名］又従兄弟。
またす [matasɿ]［動 I類］待たせる。
またにヴ [mataniv]［名］二度寝。
またばい [matabai]［名］股。
またムまが [matammaga]［名］ひ孫。
まちゃ [matɕa]［名］雀。
まつ [matsɿ]［動 I類］待つ。
まつ [matsɿ]［名］松。
まつぁーき [matsaːki]［副］一緒に。
まつヴ [matsɿv]［動 I類］絡む。
まつかに [matsɿkani]［動 II類］待ちかねる。
まつかに [matsɿkani]［名］マツカニ。伝統的
な名前。
まつぎ [matsɿgi]［名］

まつげ
睫。

まつぎー [matsɿgiː]［名］松の木。
まっジゅに [maʑʑuni]［名］米。稲。
まっすぐ [massɿgu]［副］真っ直ぐ。
まっち [mattɕi]［動 II類］ 1⃝ 混ぜる。 2⃝ 混
ざる。
まっちゃ [mattɕa]［名］店。店舗。
まっふぁ [maffa]［名］枕。
まっふぁっズぅ [maffazzu]［名］魚の一種。
まどぅ [madu]［名］暇。
まどぅむぬ [madumunu]［名］間食。
まなた [manata]［名］蛙の一種。
まに [mani]［名］畝。高いところを指す。
まにゃーす [manjaːsɿ]［動 I 類］間に合わせ
る。
まにゃう [manjau]［動 I類］間に合う。
まぶゆ [mabuju]［名］魚の一種。
ままーイ゚ [mamaːɿ]［名］周り。周囲。
まみ [mami]［動 II類］（少し）塗る。
まみ [mami]［名］ 1⃝ 豆。 2⃝ 腎臓。
まみな [mamina]［名］

も
萌やし。

まみまーりゃ [mamimaːrja]［名］燕。
まやーす [majaːsɿ]［動 I類］投げて捨てる。
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まやがらす [majagarasɿ]［動 I 類］放り投げ
る。
まゆ [maju]［名］猫。
まゆ [maju]［名］眉。眉毛。
まら [mara]［名］男性器。男根。
まるキ゚ [marukɿ]［動 I類］縛る。
まるむぬ [marumunu]［形］短い。
まんかいイ゚ [mankaiɿ]［動 I類］（何回も）こ
ろころと転がる。
まんかいらす [mankairasɿ]［動 I類］（何回も）
ころころと転がす。
まんじゅー [mandʑuː]［名］ 1⃝ パパイヤ。 2⃝
乳。おっぱい。［備］形が似ていることから、
比喩的に「おっぱい」のことも指す。また、
八重山諸方言と同じように、昔の男たちが非
常に下品な言い方として「女性器」の意味で
も使っていたように記憶している。
まんじゅーぎー [mandʑuːgiː]［名］パパイヤ
の木。
まんた [manta]［名］蛙の一種。
まんだす [mandasɿ]［動 I類］飛び出す。
まんつぁ [mantsa]［名］

まないた
俎板。

まんでぃ [mandi]［動 II類］飛び出る。
まんでぃばー [mandibaː]［名］出っ歯。
みー [miː]［動 II類］ 1⃝ 見る。 2⃝（人が）居
る。
みー [miː]［名］ 1⃝ 穴。 2⃝ 中。〈ぱくぬみー〉
「箱の中」、〈やまぬみー〉「林の中」などのよ
うに使われ、〈なか〉「なか」と同じ意味。
みー [miː]［名］芽。
みー [miː]［名］目。
ミ゚ー [mɿː]［名］ 1⃝ （魚などの）身。 2⃝ 実。
みーイ゚ [miːɿ]［動 I類］実る。
みーいしゃ [miːiɕa]［名］眼医者。
ミ゚ーが [mɿːga]［名］三つ子。
みーぐー [miːguː]［名］穴埋め。
みーすぅがイ゚ [miːsugaɿ]［名］女装。

みーだちゃ [miːdatɕa]［名］（女性の）独身の
人。
みーだつ [miːdatsɿ]［名］（女性の）独身。
みーつ [miːtsɿ]［名］（目に入った）異物。目
に入るゴミ。
みーつ [miːtsɿ]［名］1⃝ 三つ。三個。2⃝ 三歳。
みーつキ゚ [miːtsɿkɿ]［動 I類］見詰める。
ミ゚ーてぃなてぃ [mɿːtinati]［名］一昨年。
ミ゚ーな [mɿːna]［名］

にら
韮。

みーぬかー [miːnu kaː]［名］
まぶた
瞼。

みーびき [miːbiki]［名］雌雄同体。
みーピき [miːpɿki]［名］穴。
みーびとぅイ゚ [miːbituɿ]［動 I類］（食べ物を）
見るだけで飽きる。
みーぶり [miːburi]［名］一目惚れ。見て惚れ
ること。
みーまーイ゚ [miːmaːɿ]［名］見物。
ミ゚ーみゅーとぅら [mɿːmjuːtura]［名］新夫婦。
みーむっつ [miːmuttsɿ]［動 I類］老眼になる。
ミ゚ーゆみ [mɿːjumi]［名］新婦。
みが [miga]［名］ミガ。伝統的な名前。
みかかす [mikakasɿ]［動 I類］傷を付ける。
みかき [mikaki]［動 II類］傷が付く。
みがんさ [migansa]［名］ミガンサ。伝統的な
名前。
みぐとぅ [migutu]［名］見事。
みくム [mikum]［名］見込み。
みし [miɕi]［動 II類］見せる。
みず [midzɿ]［名］水。
みずがーき [midzɿgaːki]［名］（喉の）渇き。
みずがみ [midzɿgami]［名］水瓶。水を入れる
瓶。
みすきな [misɿkina]［名］

しゃ
杓

も じ
文字。

みずたぐ [midzɿtagu]［名］水桶。
みずっふぁい [midzɿffai]［名］液体の状態の
肥料。昔、トイレの糞尿などを肥料にしてい
た。
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ミ゚たーイ゚ [mɿtaːɿ]［名］三人。
みたーヴヴぃ [mitaːvvi]［動 II 類］

め ま い
眩暈がす

る。
みどぅム [midum]［名］ 1⃝ 女。女の人。女性。

2⃝ 妻。奥さん。
みどぅムヴヴぁ [midumvva]［名］娘。女の
子。
みどぅムがに [midumgani]［名］女性っぽい
男。
みどぅムきょーだい [midumkjoːdai]［名］姉
妹。
みなか [minaka]［名］庭。
みなす [minasɿ]［動 I 類］見くびる。軽蔑す
る。
みなゆび [minajubi]［名］小指。
みぱイ゚ [mipaɿ]［動 I類］瞼に傷がある。
みぱが [mipaga]［名］目が見えない人。
みばかイ゚ [mibakaɿ]［動 I類］ 1⃝ 世話する。面
倒を見る。 2⃝ （機械を）整備する。
みばからす [mibakarasɿ]［動 I類］ 1⃝ 世話さ
せる。面倒を見させる。 2⃝ 整備させる。
みぱぎ [mipagi]［動 II類］目が見えなくなる。
みぱぎ [mipagi]［名］目が見えないこと。
みぱぎざか [mipagidzaka]［名］（目が見えな
い）

じゃこう
麝香

ねずみ
鼠。罵り言葉としても使う。

みぱな [mipana]［名］顔。
みぱながーむキ゚ [mipanagaː mukɿ]［連語］恥
をかかせる。
みぱりゃ [miparja]［名］目が腫れている人。
目がよく見えない人。
みぴゃーイ゚ [mipjaːɿ]［名］三食。
みぷとぅイ゚ [miputuɿ]［形］

まぶ
眩しい。

みみじゃー [mimidʑaː]［名］魚の一種。
みム [mim]［名］ 1⃝ 耳。 2⃝

きのこ
茸。

みムばに [mimbani]［名］外耳。
みムぶ [mimbu]［名］耳が聞こえない人。
みムぶに [mimbuni]［名］耳の軟骨部分。

みゃー [mjaː]［名］勝負。
みゃーく [mjaːku]［名］ 1⃝ 宮古。宮古島。宮
古諸島。 2⃝ 楽しいところ。天国。
みゃーくーみゃーく [mjaːkuːmjaːku]［重複］宮
古風。
みゃーくふつ [mjaːkufutsɿ]［名］宮古語。
みゃーに [mjaːni]［名］くろつぐ。
みゃーらび [mjaːrabi]［名］浮気。
みゅーイ゚ [mjuːɿ]［名］甥。姪。
みゅーとぅ [mjuːtu]［名］夫婦。
みゅーとぅら [mjuːtura]［名］夫婦。
みんギ [mingɿ]［動 II類］殴る。
みんじゃ [mindʑa]［名］目に傷ができた人。
みんだイ゚ [mindaɿ]［名］耳から出る汁。
みんたま [mintama]［名］目玉。
みんだる [mindaru]［名］耳朶。
ム [m]［文］M語尾。
ムー [mm]［動 I類］熟する。
ムー [mm]［動 I類］紡ぐ。
ムー [mm]［名］芋。
ムーぎー [mmgiː]［名］芋づる。
ムーく [mmku]［名］膿。
ムーた [mmta]［名］木の実。
ムーつ [mmtsɿ]［名］六つ。六歳。
ムーな [mmna]［名］ 1⃝ 皆。全員。 2⃝ 全て。
全部。
ムーにーなび [mmniːnabi]［名］芋炊き用の
鍋。
ムーぬ イ゚ー [mmnu ɿː]［名］芋の飯。
ムーぬピとぅ [mmnu pɿtu]［名］六人。
ムーぶ [mmbu]［名］

へそ
臍。

ムーぷりゃ [mmpurja]［名］芋を掘り起こす
道具。
ムーんキ゚ [mmnkɿ]［名］芋の神酒。芋を原料
とした神酒。
むい [mui]［動 II類］燃える。
むイ゚ [muɿ]［動 I類］ 1⃝ （料理を）盛る。 2⃝
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（酒などを）注ぐ。
むイ゚ [muɿ]［動 I類］子守する。
むイ゚ [muɿ]［動 I類］

も
捥ぐ。

むイ゚ [muɿ]［名］森。小さな林。〈やま〉ほど
大きくない。
むイ゚あんが [muɿanga]［名］守り姉。
むイ゚ヴヴぁ [muɿvva]［名］子守される子。
むいかす [muikasɿ]［名］燃え滓。
むいぞーき [muidzoːki]［名］

み
箕。（豆用の）浅

い籠。
むイ゚た [muɿta]［名］ 1⃝ 集団。人の集団。 2⃝
群れ。魚の群れなど。
むイ゚た [muɿta]［名］盛り上がった所。
むいな [muina]［名］

ぐ み
茱萸。

むイ゚ぱだか [muɿpadaka]［名］真っ裸。赤裸
々。
むイ゚ぶり [muɿburi]［名］ぞっこん惚れ。ぞっ
こん惚れ込むこと。
むキ゚ [mukɿ]［動 I類］剥く。
むギ [mugɿ]［名］麦。
むぎー [mugiː]［形］無芸。何事においても無
才。
むギだーら [mugɿdaːra]［名］麦俵。
むギぶーイ゚ [mugɿbuːɿ]［名］麦の豊年祭。
むぎゃーらす [mugjaːrasɿ]［動 I類］濁す。
むぎゃーり [mugjaːri]［動 II類］濁る。
むく [muku]［名］婿。
むくぬからぱギ [mukunu karapagɿ]［連語］婿
の裸足。婿が嫁の家によく通うことの例え。
婿がよく通ってはじめて可愛がられるとい
う。
むさ [musa]［名］ムサ。伝統的な名前。
ムざうさ [mdzausa]［名］残念。
むす [musɿ]［名］虫。
ムすぅ [msu]［名］味噌。
ムずぅ [mdzu]［名］ 1⃝ 溝。 2⃝ 畝間。畝と畝
の間の低いところ。

ムずぅく [mdzuku]［名］溝。深い溝。
ムすぅだる [msudaru]［名］味噌樽。
むずかす [mudzɿkasɿ]［動 I類］捩じる。
むずふイ゚ [mudzɿfuɿ]［名］作物。
ムた [mta]［名］土。
ムだイ゚ [mdaɿ]［動 I類］壊す。
むたぎ [mutagi]［動 II類］持ち上げる。
ムたばつ [mtabatsɿ]［名］蜂の一種。
ムたぶき [mtabuki]［名］埃。
ムたみー [mtamiː]［名］目が茶色いサシバ。
ムだらす [mdarasɿ]［動 I類］壊す。
ムだり [mdari]［動 II類］壊れる。
むちゃがイ゚ [mutɕagaɿ]［動 I類］じゃれ合う。
むちゃばーイ゚[mutɕabaːɿ]［動 I類］くっ付く。
ムつ [mtsɿ]［動 I類］満ちる。多い。いっぱい
である。
むつ [mutsɿ]［動 I類］ 1⃝ 持つ。 2⃝ 運転する。

3⃝ （子供を）育てる。（家庭を）養う。
むつ [mutsɿ]［名］

しっくい
漆喰。

むつ [mutsɿ]［名］
もち
餅。

ムつ [mtsɿ]［名］道。
むつヴさ [mutsɿvsa]［名］草の一種。
むつざやふ [mutsɿdzajafu]［名］左官。
むっす [mussɿ]［動 I類］むしる。つねる。
むっすぅ [mussu]［名］

むしろ
筵。

ご ざ
茣蓙。

むっちゃー [muttɕaː]［擬］くっ付いていて離
れにくい様。
むっちゃみキ゚ [muttɕamikɿ]［動 I類］モチモ
チする。
むっちゃむっちゃ [muttɕamuttɕa]［擬］モチ
モチ。
ムつなか [mtsɿnaka]［名］途中。
ムてぃ [mti]［動 II類］満たせる。
むてぃ [muti]［名］

ぶん
分。分け前。

むでぃ [mudi]［動 II類］ねじる。
むでぃむぬイ゚ [mudimunuɿ]［名］捻くれた言
葉。
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むどぅイ゚ [muduɿ]［動 I類］戻る。
むどぅす [mudusɿ]［動 I類］戻す。帰す。
むとぅにがイ゚ [mutunigaɿ]［名］豊年祭。
むとぅビ [mutubɿ]［名］

いちご
苺。

のいちご
野苺。

むどぅらす [mudurasɿ]［動 I類］戻す。
ムな [mna]［名］蝸牛。
むぬ [munu]［名］ 1⃝ 物。 2⃝ 者。人。 3⃝ ご飯。
食事。 4⃝ 事。準体形式名詞。
むぬ [munu]［文］～なのに。
むぬイ゚ [munuɿ]［名］言葉。言語。
むぬだに [munudani]［名］種。
むぬばなす [munubanasɿ]［名］話。
むぬふぁう [munufau]［名］食事。
むぬゆみゃ [munujumja]［名］おしゃべり。
むぬゆムばなす [munujumbanasɿ]［名］雑談。
むぬんに [mununni]［名］料理。
ムば [mba]［感］いやだ。
ムばい [mbai]［動 II類］化膿する。
ムばす [mbasɿ]［動 I類］伸ばす。
ムばとぅ [mbatu]［名］鳩。
ムビ [mbɿ]［動 I類］伸びる。
ムびゃう [mbjau]［動 I類］堪える。
ムぶす [mbusɿ]［動 I類］蒸す。
ムぶり [mburi]［動 II類］蒸れる。
ムま [mma]［名］1⃝ 祖母。2⃝ 老人の女性。3⃝
（複合語で）母。複合語では「母」を意味する
場合もある。
ムまが [mmaga]［名］孫。
ムまかイ゚むぬ [mmakaɿmunu]［形］非常に美
味しい。
ムます [mmasɿ]［動 I類］濡らせる。
むます [mumasɿ]［動 I類］揉ませる。
ムまっふぁ [mmaffa]［名］親子。
ムまぬぱ [mmanupa]［名］午の方向。
ムまばく [mmabaku]［名］博労。馬の商売を
する人。
ムまむぬ [mmamunu]［形］美味しい。旨い。

ムまやー [mmajaː]［名］母側の実家。
ムまらす [mmarasɿ]［動 I類］生ませる。
ムまり [mmari]［動 II 類］ 1⃝ 生まれる。 2⃝
上等なものができる。
ムまりずま [mmaridzɿma]［名］故郷。
ムまりなうイ゚ [mmarinauɿ]［動 I類］よくでき
る。
ムまりビー [mmaribɿː]［名］誕生日。
ムまりピかず [mmaripɿkadzɿ]［名］誕生日。
ムまりやヴ [mmarijav]［名］生まれそこない。
ムまんぱっち [mmanpattɕi]［名］

みなしご
孤児。

ムみ [mmi]［動 II類］濡れる。
ムみ [mmi]［名］棟。
ムみ [mmi]［名］嶺。丘。小高い所。
ムみゃーイ゚ [mmjaːɿ]［動 I類］いらっしゃる。
むム [mum]［動 I類］揉む。
むム [mum]［名］桃。
むむに [mumuni]［名］

もも
腿。

むムふっつ [mumfuttsɿ]［動 I類］しわくちゃ
にする。
むゆかす [mujukasɿ]［動 I類］動かす。
むゆキ゚ [mujukɿ]［動 I類］動く。
むらう [murau]［動 I類］

もら
貰う。

むらす [murasɿ]［動 I類］子守させる。
むるム [murum]［名］酒粕。塩を振って焼き
魚にかけて食べていた。栄養があるので、豚
にもあげていた。
もーき [moːki]［動 II類］（金を）儲ける。
もーきじゅく [moːkidʑuku]［名］商売。
もーとぅ [moːtu]［名］まっすぐ。
やー [jaː]［名］家。
やー [jaː]［名］矢。
やー [jaː]［文］～ね。
やーヴつイ゚ [jaːvtsɿɿ]［名］引越し。
やーヴつイ゚よーイ゚ [jaːvtsɿɿjoːɿ]［名］引越し祝
い。
やーくす [jaːkusɿ]［名］引越し。
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やーぐまイ゚ [jaːgumaɿ]［名］引きこもり。家で
こも
籠ること。
やーずま [jaːdzɿma]［名］ヤモリ。
やーつ [jaːtsɿ]［名］八つ。八歳。
やーっしゅ [jaːɕɕu]［名］飢饉。
やーだみ [jaːdami]［名］家を祈る行事。〈やす
キ゚〉と同じ。
やーでぃ [jaːdi]［名］家族。
やーに [jaːni]［名］屋根。
やーに [jaːni]［名］来年。
やーにどぅす [jaːnidusɿ]［名］来年。
やーぬうつ [jaːnu utsɿ]［名］家の奥。
やーばん [jaːban]［名］留守。
やーむとぅ [jaːmutu]［名］実家。
やームぷ [jaːmpu]［名］蛍。
やイ゚ [jaɿ]［動 I類］投げる。
やイ゚ [jaɿ]［名］槍。
やいばー [jaibaː]［名］犬歯。
やヴヴぁす [javvasɿ]［動 I類］壊す。
やヴヴぃ [javvi]［動 II類］ 1⃝ （機械などが）
壊れる。 2⃝ （海などが）荒れる。
やヴだがま [javdagama]［名］病気がちな人。
やうだき [jaudaki]［副］たくさん。
やがてぃ [jagati]［副］直に。
やキ゚ [jakɿ]［動 I類］焼く。
やぐい [jagui]［名］怒鳴り声。
やさいぱムびん [jasaipambin]［名］野菜天ぷ
ら。
やすキ゚ [jasɿkɿ]［名］屋敷。
やすキ゚だみ [jasɿkɿdami]［名］家を祈る行事。
年に一回執り行う。お家を守るように屋敷の
四つ角に供え物を置いて一年間良いことが
あるように願う。儀式は民間巫女に頼んでさ
せる。
やずまイ゚ [jadzɿmaɿ]［動 I類］不妊症である。
やつぅー [jatsuː]［名］お

きゅう
灸。

やつぅーヴさ [jatsuːvsa]［名］
よもぎ
蓬。

やつざ [jatsɿdza]［名］
ひ と で
海星。

やっズぁみ [jazzami]［名］建物の中に入って
くる雨。
やつムま [jatsɿmma]［名］曾孫。
やつムまが [jatsɿmmaga]［名］曾祖母。
やどぅ [jadu]［名］戸。ドア。
やどぅヴつ [jaduvtsɿ]［名］玄関。
やどぅばす [jadubasɿ]［名］雨戸。
やどぅむりゃ [jadumurja]［名］

すい
水

じ
字

がい
貝。

やどぅゆム [jadujum]［名］喧嘩。口喧嘩。
やないみ [janaimi]［名］悪夢。
やなうむくとぅ [janaumukutu]［名］ずる賢
さ。
やなかーぎ [janakaːgi]［名］醜い容貌。
やなざい [janadzai]［名］悪知恵。
やなじムぶん [janadʑimbun]［名］弁えがな
い。
やなピーま [janapɿːma]［名］強い日差し。
やなびゃーイ゚ [janabjaːɿ]［名］強い日差し。
やなみー [janamiː]［名］怖い目付き。睨み。
やぱぶに [japabuni]［名］軟骨。
やばます [jabamasɿ]［動 I類］止めさせる。
やばム [jabam]［動 I類］

や
止める。中止する。

やぶイ゚ [jabuɿ]［動 I類］ 1⃝ 千切る。 2⃝ 壊す。
やま [jama]［名］ 1⃝ 林。森。生い茂っている
所。 2⃝ 山。
やま [jama]［名］仕掛け。
やま [jama]［名］ヤマ。伝統的な名前。
やまかさ [jamakasa]［副］たくさん。
やます [jamasɿ]［動 I類］痛める。
やまだつ [jamadatsɿ]［名］下痢。
やまとぅ [jamatu]［名］大和。本土。琉球列
島を除いた日本。
やまとぅざに [jamatudzani]［名］本土出身。
やまとぅピとぅ [jamatupɿtu]［名］日本人。
やまとぅふつ [jamatufutsɿ]［名］日本語。
やまばすか [jamabasɿka]［名］植物の一種。
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やまばん [jamaban]［名］林の番人。
やみ [jami]［動 II類］

や
止める。

やム [jam]［動 I類］痛い。病気になる。
やム [jam]［名］病気。
やムさ [jamsa]［名］痛さ。
やムピとぅ [jampɿtu]［名］病人。
やムむぬ [jammunu]［名］病人。
やらす [jarasɿ]［動 I類］行かせる。来させる。
やらび [jarabi]［名］児童。子供。
やらびなー [jarabinaː]［名］童名。
やらびなー [jarabinaː]［名］幼名。伝統的な
名前。先祖の名前から籤で選ばれた伝統的な
名前。
やりギん [jarigɿn]［名］ 1⃝ ぼろ。 2⃝ 山羊の胃
袋。
ゆ [ju]［文］～よ。相手に対する訴えかけを
強くする。
ゆ [ju]［文］～を。対格の助詞。
ゆー [juː]［副］よく。
ゆー [juː]［動 I類］（髪の毛を）結ぶ。
ゆー [juː]［名］お湯。
ゆー [juː]［名］夜。
ゆーあすピ [juːasɿpɿ]［名］夜遊び。
ゆーかばイ゚ [juːkabaɿ]［名］残業。
ゆーき [juːki]［名］夜更かし。夜更かしする
こと。夜遅くまで起きること。
ゆーきむぬ [juːkimunu]［名］ 1⃝ 夜更かしを
する人。 2⃝ 夜食。
ゆーさん [juːsan]［動 I類］～切れない。
ゆーじ [juːdʑi]［名］祝い。
ゆーつ [juːtsɿ]［名］四つ。四歳。
ゆーなギ [juːnagɿ]［名］夜凪ぎ。
ゆーなび [juːnabi]［名］夜更かし。
ゆーにがら [juːnigara]［名］夜更かしする人。
ゆーぱぎむぬ [juːpagimunu]［名］運がない人。
ゆーふる [juːfuru]［名］風呂。
ゆーゆっぱイ゚ [juːjuppaɿ]［名］寝小便。

ゆーゆっぱる [juːjupparu]［名］寝小便をする
人。
ゆイ゚ [juɿ]［動 I類］依る。
ゆイ゚ [juɿ]［名］夜。
ゆイ゚ [juɿ]［名］夕食。晩ご飯。
ゆイ゚ [juɿ]［名］

ゆい
結。相互扶助。植え付けや

きび
黍

倒しのような畑作業、または味噌作りなど
も、数人で順番にお互いを助け合って作業を
する。
ゆイ゚まーる [juɿmaːru]［名］

ゆい
結。相互扶助。〈ゆ

イ゚〉「
ゆい
結」と同じ。

ゆヴ [juv]［名］粥。
ゆヴがま [juvgama]［名］蜜柑の一種。シーク
ワーサー。
ゆヴがまふにイ゚ [juvgamafuniɿ]［名］蜜柑の
一種。シークワーサー。
ゆヴでぃ [juvdi]［動 II類］茹でる。
ゆヴでぃとぅなか [juvditunaka]［名］茹で卵。
ゆか [juka]［名］床。
ゆかーら [jukaːra]［名］横。

そば
側。

ゆかイ゚ [jukaɿ]［動 I類］（嫁が嫁ぎ先で）繁盛
する。嫁ぎ先でゆとりのある生活を送る。安
定した生活を送る。
ゆがいな [jugaina]［名］冗談。滑稽。
ゆががなムりゃ [jugaganamrja]［名］頭が変
形している人。
ゆがならーす [juganaraːsɿ]［名］間違った教
え。
ゆかにー [jukaniː]［名］床。
ゆかばす [jukabasɿ]［名］敷居。
ゆがふ [jugafu]［名］世果報。豊かな生活。
ゆがみー [jugamiː]［名］視線をそらすこと。
ゆがム [jugam]［動 I類］歪む。
ゆがむぬイ゚ [jugamunuɿ]［名］捻くれた言葉。
ゆキ゚ [jukɿ]［名］斧。
ゆぎ [jugi]［名］可愛がること。
ゆく [juku]［名］横。
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ゆく [juku]［名］欲。
ゆくー [jukuː]［動 I類］休む。休憩する。
ゆくー [jukuː]［名］休み。休憩。
ゆぐす [jugusɿ]［動 I類］汚す。
ゆくみー [jukumiː]［名］よそ見。
ゆぐり [juguri]［動 II類］汚れる。
ゆぐり [juguri]［名］汚れ。
ゆさらび [jusarabi]［名］夕方。
ゆさらびがた [jusarabigata]［名］夕方。
ゆすキ゚ [jusɿkɿ]［動 I類］濯ぐ。
ゆすキ゚ぎー [jusɿkɿgiː]［名］木の一種。
ゆすぱイ゚ [jusɿpaɿ]［名］尿。
ゆだ [juda]［名］枝。
ゆたーイ゚ [jutaːɿ]［名］四人。
ゆだイ゚ [judaɿ]［名］涎。
ゆだりゃ [judarja]［名］涎を垂らす人。
ゆっつ [juttsɿ]［動 I類］寄る。
ゆっつぁす [juttsasɿ]［動 I類］寄せる。
ゆっぱイ゚ [juppaɿ]［名］小便。しっこ。
ゆどぅます [judumasɿ]［動 I類］

と
止める。

ゆどぅム [judum]［動 I類］止まる。
ゆない [junai]［名］夜。
ゆなか [junaka]［名］夜中。夜。
ゆに [juni]［名］米。稲。
ゆにく [juniku]［名］麦粉。
ゆぬす [junusɿ]［名］ユヌス。伝統的な名前。
ゆぬとぅす [junutusɿ]［名］同年。
ゆぬぴてぃーつ [junupitiːtsɿ]［名］同じ物。
ゆぬむぬ [junumunu]［形］同じ。
ゆばす [jubasɿ]［動 I類］吸い込ませる。
ゆビ [jubɿ]［動 I類］吸い込む。
ゆまた [jumata]［名］辻。十字路。
ゆみ [jumi]［名］嫁。
ゆみゃーす [jumjaːsɿ]［動 I類］数える。
ゆム [jum]［動 I類］1⃝ 話す。お話をする。声
に出して言う。 2⃝ 読む。 3⃝ 数える。
ゆム [jum]［名］弓。

ゆむつギ [jumutsɿgɿ]［名］最も悪い。
ゆムぶに [jumbuni]［名］肋骨。
ゆむら [jumura]［名］ねずみ。
ゆむる [jumuru]［名］ねずみ。
ゆらり [jurari]［動 II類］（道に）迷う。
ゆらりむぬ [jurarimunu]［名］風来坊。
ゆり [juri]［動 II類］流れる。漂流する。
ゆりぎー [jurigiː]［名］

よ り き
寄木。

りゅうぼく
流木。漂流し

た木。浜辺に打ち寄せられた流木。
ゆるがす [jurugasɿ]［動 I類］動かす。
ゆるギ [jurugɿ]［動 I類］動く。
ゆるす [jurusɿ]［動 I類］許す。
ゆんか [junka]［文］～より。
よーイ゚ [joːɿ]［動 I類］弱まる。
よーイ゚ [joːɿ]［名］お祝い。
よーイ゚ぐーヴ [joːɿguːv]［名］祝いの料理の準
備。
よーイ゚ふぁう [joːɿfau]［名］宴会。
よーがー [joːgaː]［名］弱い人。
よーかム [joːkam]［文］～ようだ。
よーがりむぬ [joːgarimunu]［名］病弱。
よーばー [joːbaː]［名］弱い人。
よーム [joːm]［名］暗闇。
よーむぬ [joːmunu]［形］弱い。
よーらす [joːrasɿ]［動 I類］弱める。
よーん [joːn]［文］～ように。
よーんなー [joːnnaː]［副］ゆっくり。
らっきょー [rakkjoː]［名］

らっきょう
辣韭。

らり [rari]［文］ 1⃝ ～られる。受身接辞。 2⃝
～られる。～することができる。可能接辞。
らんぷ [ranpu]［名］ランプ。
りゅーぐー [rjuːguː]［名］竜宮。
りゅーぐーぬかム [rjuːguːnu kam]［名］竜宮
の神。海神。
りゅーぐーぬにがイ゚ [rjuːguːnu nigaɿ]［名］竜
宮の祈祷。
わー [ʋaː]［名］豚。
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わーかヴ [ʋaːkav]［形］危ない。
わーキ゚な [ʋaːkɿna]［名］傲慢。
わーずム [ʋaːdzɿm]［名］上澄み。お粥などの
上澄み。離乳食として赤ちゃんに食べさせ
る。
わーつキ゚ [ʋaːtsɿkɿ]［名］天気。
わーなイ゚ [ʋaːnaɿ]［名］嫉妬。
わーぱだ [ʋaːpada]［名］表面。
わーび [ʋaːbi]［名］上。
わーびがた [ʋaːbigata]［名］地位の高い人。
わーぶ [ʋaːbu]［名］上。
わーぶがた [ʋaːbugata]［名］地位の高い人。
わーら [ʋaːra]［名］上座。
わーり [ʋaːri]［動 II類］追われる。
わいてぃー [ʋaitiː]［副］一所懸命。
わざ [ʋadza]［名］技。
わちゃく [ʋatɕaku]［名］悪戯。
ん [n]［文］～ない。否定接辞。
ん [n]［文］～に。～で。
んー [nn]［感］はい。
んー [nn]［感］フィラーの一種。話し手が次
の言葉や話の続きを思い出そうとしている
ときに使う。
んーな [nnna]［感］はい。
んーゆ [nn.ju]［連語］そうよ。
んかーす [nkaːsɿ]［動 I類］向かわせる。
んかい [nkai]［動 II類］迎える。
んかい [nkai]［文］～へ。目的地を表わす。
んかう [nkau]［動 I類］向かう。
んかざ [nkadza]［名］百足。
んがな [ngana]［感］分った。
んキ゚ [nkɿ]［名］

ぬか
糠。

んキ゚ [nkɿ]［名］神酒。
んギ [ngɿ]［動 I類］抜く。
んギ [ngɿ]［名］棘。皮膚にささっている棘の
こと。
んギ [ngɿ]［名］右。

んギかた [ngɿkata]［名］右方。右の方。
んキ゚がら [nkɿgara]［名］

ぬか
糠。

んギてぃー [ngɿtiː]［名］右手。
んキ゚ばな [nkɿbana]［名］軒下。
んキ゚ム [nkɿm]［名］ニキビ。
んきゃーん [nkjaːn]［名］昔。
んきゃーんばなす [nkjaːnbanasɿ]［名］昔話。
んきゃーんピとぅ [nkjaːnpɿtu]［名］昔の人。
古人。
んぎゃイ゚ [ngjaɿ]［名］胆嚢。
んきゃぎ [nkjagi]［動 II類］召し上がる。
んぎゃみム [ngjamim]［名］湿性耳垢。耳垢
が液体の状態であること。
んくム [nkum]［動 I類］力む。
んざ [ndza]［名］どこ。
んざたー [ndzataː]［名］どこら。
んじ [ndʑi]［名］どれ。
んじたー [ndʑitaː]［名］どれら。
んたビ [ntabɿ]［動 I類］ 1⃝ いじる。遊ぶ。 2⃝
殴る。
んつぁみ [ntsami]［動 II類］捕まえる。
んなーき [nnaːki]［名］半分。
んなイ゚ [nnaɿ]［動 I類］（ご飯を）握る。
んなイ゚ [nnaɿ]［動 I類］退く。
んなか [nnaka]［名］真ん中。中央。
んなぐ [nnagu]［名］砂。
んなぐずー [nnagudzɿː]［名］砂地。
んなす [nnasɿ]［動 I類］退ける。
んなだ [nnada]［副］まだ。
んなつキ゚ [nnatsɿkɿ]［名］杵。
んなつず [nnatsɿdzɿ]［名］てっぺん。頭上。
んなばたらキ゚ [nnabatarakɿ]［名］無手間の働
き。ボランティア。
んなピかイ゚ [nnapɿkaɿ]［名］稲光。
んなま [nnama]［名］今。
んなまがた [nnamagata]［名］今さっき。
んなミ゚ーか [nnamɿːka]［名］明明後日。
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んなミ゚ーてぃ [nnamɿːti]［名］再来年。
んならす [nnarasɿ]［動 I類］退かす。
んならす [nnarasɿ]［動 I類］（ご飯を）握らせ
る。
んに [nni]［動 II類］ 1⃝ 煮る。沸騰している
水で煮る。 2⃝ 料理する。
んに [nni]［名］胸。
んにふつ [nnifutsɿ]［名］胸。みぞおち。
んにゃ [nnja]［副］もう。
んにゃ [nnja]［名］大変なこと。

んにゃさいが [nnjasaiga]［連語］大変じゃな
いか。
んにゃすぐ [nnja sɿgu]［副］そこで。次の展
開を強調する。
んにゃぴ [nnjapi]［副］もっと。
んにゃゆーんにゃ [nnjajuːnnja]［連語］大変
だ。
んぬ [nnu]［名］

みの
蓑。

んぬつ [nnutsɿ]［名］命。生命。

参考文献
城辺町教育委員会 (2003)『ぐすくべの方言語彙（上）』城辺町史資料 (6)城辺町教育委員会．
坂井美日 (2019)「南琉球宮古語における準体の変化に関する考察」『方言の研究』5，213–238．
セリック・ケナン (2020)「南琉球宮古語史」博士論文（未公刊），京都大学．
渡久山春英・セリック・ケナン (2020)『南琉球宮古語多良間方言辞典』国立国語研究所．
富浜定吉 (2013)『宮古伊良部方言辞典』沖縄タイムス社．
Pellard, T. (2009). Ōgami: Éléments de description d’un parler du sud des Ryūkyū. Thèse

de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
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マルマ語版・ミナ「ニワトリを数えておけ」

藤原敬介

帝京科学大学

主要語句：マルマ語、パラインサ方言、ミナ、テキスト

1 はじめに

1.1 資料について

本稿では、南アジアで有名なアニメ・ミナ 注1のマルマ語（ISO 639-3 rmz）による翻案をとり

あげる。第 10話をあつかった藤原［2021］にひきつづき、本稿では第 1話「ニワトリを数えて

おけ」注2をとりあげる。

クレジットタイトルから判断すると、マルマ語版はバングラデシュで作成されている 注3。た

だし、ここではなされているマルマ語は、バングラデシュ・チッタゴン丘陵のカグラチョリ地方

やインド・トリプラ州に居住するパラインサとよばれる氏族がはなすマルマ語である。パライ

ンサがはなすマルマ語は、筆者が長年研究してきているバングラデシュ・チッタゴン丘陵のラ

ジョストリ地方のマルマ語や、マルマ人の中心地であるバンドルバン周辺のマルマ語とは、相

違点が散見される。ただし、相互理解が困難になるほどの相違ではない。

2 表記上の注意

本稿であつかうマルマ語はパラインサのマルマ語である。本稿執筆にあたり、バングラデ

シュのマルマ語パラインサ方言話者から数時間のききとり調査をおこない、パラインサの基本

的な特徴を把握するようにつとめた。しかしながら、本稿は基本的にはラジョストリ地方出身

の話者（OCNでしめす）に協力をあおぎ、かきおこしをしている。したがって、パラインサ本

来の発音とは異なるかきおこしをしている箇所があるかもしれないことをおことわりしておく。

2.1 音素表記

本稿におけるマルマ語は筆者による音素表記である。本稿であつかうマルマ語パラインサ方

言と、筆者が研究してきたマルマ語ラジョストリ方言あるいはマルマ語バンドルバン方言とで

は、個々の語彙の発音や音素配列上の制約に相違があることはあっても、基本的な音素に相違

はほぼないとおもわれる。

マルマ語の音素は/p, ph, b, t, th, d, c [tC], ch [tCh], j [dZ], k, kh, g, P*, T, S [C], h, m, hm, n, hn, N*,

hN, r, l, hl, w**, y**; i, e, a, O, o, u, @/である。*は末子音としてもあらわれうるものを、**は子音

注1 ミナの概要については藤原［2021］を参照。
注2 動画は https://www.youtube.com/watch?v=b3GrLK6YthU（2022年 2月 24日確認）で
閲覧可能である。

注3 藤原［2021］では、インドで作成されたと推測した。しかし、その後バングラデシュで作成された
可能性がたかいことがわかった。
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連続の第二要素としてあらわれるものをしめす。このほか、閉音節でのみあらわれる二重母音

として/ai, ou, Oi/がある。声調としては高声調（鋭アクセント記号　́でしめす）、低声調（アク

セント記号なし）、上昇調（曲アクセント記号　̌でしめす）のほか、声門閉鎖音でおわる音節に

のみあらわれる促音調（アクセント記号はなく、音節末の声門閉鎖音によってしめす;音調とし

ては上昇調である）が弁別的である。また、音素/@/は固有の音調をもたず、常に軽声をになう。

2.2 連声

筆者の観察によれば、マルマ語では有声交替が観察される。マルマ語における有声交替は、

同一音韻語において、声門閉鎖音以外の音に後続する無声阻害音が対応する有声阻害音に交替

するというものである。具体的には、p > b、c > j、t > d、k > g といった有声交替が観察され

る。典型的には、複合語における後部要素の初頭子音や、附属語である機能語の初頭子音が有

声交替をおこす。

3 本文と語釈

(1) 0:00:48タイトル

kraP=rǒ=go

chicken=PL=OBJ

rwi=bO

count=SEQ

thá!

put

「ニワトリを数えておけ」

(2) 0:01:04こどもたち

PÓjabaN=ma

sugar.apple.tree=LOC

kýı

parrot

ná=re.

fly.and.rest=RLS

「バンレイシの木にオウムが飛んできて休んでいる」

注 kýı na=re のようにもきこえる。

(3) 0:01:07こどもたち

dalÓNbaN=ma

pomegranate.tree=LOC

pyá

bee

wé=re.

fly=RLS

「ザクロの木に蜂が飛ぶ」

注 1 dalÓN “pomegranate”はモン語 dalan（Cf. サンスクリット dālima）と関係する［Hla

Pe 1967［2019: 206］;西田 1972: 155］。

注 2 pyá we=re のようにもきこえる。

(4) 0:01:10こどもたち

ye=hlOP

this=as.much.as

khO=re.

call=RLS

「これほど呼ぶ（のに）」
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(5) 0:01:11こどもたち

ja=Sǎ

what=calculation

m@-thú=lé?

NEG-answer=CQ

「なぜ返事がないのか?」

注 ja=Sǎ < ja P@Sǎ ‘what calculation’ である。パラインサに特有な表現であり、意味は

「なぜ」となる。

(6) 0:01:13ミナ

PiT@ku=ma

school=LOC

P@mOiP=rǒ

animal=PL

c@gá=go

language=OBJ

ná(+)thON!

listen

「学校のこどもたちのことばを聞きなさい」

注 1この部分で背後でこどもたちが歌っているけれども、よくきこえない。
注 2 P@mOiP は本来は「動物」をはじめとした知能が低い生物をさす。ここでは「こども」

のことをさしている。

注 3 ná(+)thONは、否定すると m@-ná(+)thON ‘NEG-listen’とも ná m@-thON ‘ear NEG-?’と

もいえる点がビルマ語とは異なる。

(7) 0:01:15ミトゥ

PiT@kul!

school

「ガッコウ!」

(8) 0:01:17こどもたち

cá=re,

eat=RLS

TOP=te,

drink=RLS

r@dǔ

song

cho=re,

say=RLS

kǎ=re,

dance=RLS

niN=re=na.

stay=RLS=SFP

「食べて、飲んで、歌って、踊って、いるよ」

注 1 r@dǔ cho は「歌を歌う」という意味のパラインサ方言。

注 2文末の=naは「とりたて」をあらわし、パラインサ方言で使用される。バンドルバ

ン方言ならば=gáとなる。

注 3（8）∼（13）は、もともとバングラ語で韻をふんだ歌であるものを無理矢理マルマ

語に翻訳している。マルマ語として無理に韻をふもうとして、意味がよくとおらないと

ころもある。

(9) 0:01:21こどもたち

PÓjabaN=ma

sugar.apple.tree=LOC

kýı

parrot

ná=re.

fly.and.rest=RLS

「バンレイシの木にオウムが飛んできて休んでいる」

藤原 敬介（2022）『言語記述論集』14: 211-236

213



(10) 0:01:24こどもたち

dalÓNbaN=ma

pomegranate.tree=LOC

pyá

bee

wé=re.

fly=RLS

「ザクロの木に蜂が飛ぶ」

(11) 0:01:27こどもたち

ye=hlOP

this=as.much.as

khO=re.

call=RLS

「これほど呼ぶ（のに）」

(12) 0:01:28こどもたち

ja=Sǎ

what=calculation

m@-thú=lé?

NEG-answer=CQ

「なぜ返事がないのか?」

(13) 0:01:30こどもたち

yOiNkraiP+PiN=ma

?+house=LOC

phá+PiN

frog+house

kh@brǔSe

toad.small

phá+Tá.

frog+child

「機織りの家で、カエルの家、ヒキガエルのこども」

注 1 yOiNkraiP の意味は不明である。ただし、対応するバングラ語からは「機織り」と推

測される。

注 2 PiN は、OCNは wiN のように発音する。

注 3 cáは sáのようにきこえる。

(14) 0:01:36先生

P@mOiP=rǒ,

animal=PL

w@thǔ

story

t@-bwaiP

one-CL:bundle

ná(+)thON!

listen

「みんな、お話をひとつききましょう」

(15) 0:01:40先生

P@yaNP@yaN+kalǎ=ma,

long.ago+time=LOC

t@-yOP

one-CL:human

máN

king

P@rO

and

t@-yOP

one-CL:human

máNmǎ,

queen

yáTu=rǒ

that.person=PL

P@khyáiNTa

peacefully

ȟı=bO

be=SEQ

P@ca

what

pyaN=h@=lé

do=FUT=CQ

cwı̌=ma

heart=LOC

douPkhwǎ

unhappiness

ȟı=re.

be=RLS

「昔々、一人の王と一人の王妃が、彼らは平和にくらしていましたが、何をしようかと、

心に心配がありました」

注 1 t@-yOP máN「一人の王」のように「類別詞 +名詞」の語順であるのは、バングラ語の

影響ではないかとおもわれる。máN t@-yOP ということもできる。

注 2 máN は máuN のようにもきこえる。

注 3 P@rO はバングラ語からの借用語である。ParO とも発音されうる。
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注 4 yáTuはバンドルバン方言では yáNTuである。

注 5 ȟıは、ȟıN ともいう。

注 6 P@caは、バンドルバン方言では jaである。

注 7 =h@=lé < =hǒ=léである。このように未来標識の=hǒはしばしば弱化する。

注 8 douPkhwǎはバンドルバン方言では douPkhǎである。

(16) 0:01:50先生

yáTu=rǒ=ma

that.person=PL=LOC

Ta

son

hnOiP-yOP

two-CL:human

ȟı=re.

be=RLS

「彼らのところには、息子が二人いました」

(17) 0:01:53先生

T@mı́N

daughter

t@-yOP=paN

one-CL:human=even

m@-ȟıN.

NEG-be

「娘は一人もいません」

注 T@mı́N はバンドルバン方言では T@mwı́N である。

(18) 0:01:54先生

t@-Nywěkha

one-night

P@ca

what

phrOiP=lé,

happen=CQ

Ťı=lÓ?

know=PQ

「ある夜に何がおきたか、知ってますか?」

注 1 Nywěkhaは Nywěは、おそらく「夜」という意味であるけけども、バンドルバン方言

では使用されない。khaは単独で「時」という意味である。

注 2 phrOiP=léは phrOiP=te=léが縮約したものである。

(19) 0:01:57先生

P@ma+mógŕı

very+storm

rwa=re.

rain=RLS

「とてもおおきな嵐がきました」

(20) 0:01:58先生

t@-yOP

one-CL:human

phwáSe+m@mǎ,

small+girl

y@kha,

then

máNTáiNkhá=ma

the.main.gate.of.the.palace=LOC

raiP=pO

stand=SEQ

khO=re.

call=RLS

「一人の少女がその時、王宮の正門に立って呼びました」

(21) 0:02:03先生

P@thé=dǒ

place.inside=ALL

wON=hǒ

enter=NMLS.FUT

ṕı!

give

「中へ入れてください!」
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(22) 0:02:06先生

prÓ=lǎ,

say=EMPH

m@mǎSe

small.girl

P@ca

what

prÓ=lé?

say=CQ

「言ってごらんなさい、少女は何を言ったか?」

注 =lǎは文末について何らかの強調をあらわす。バンドルバン地方では=nǎである。

(23) 0:02:09ミトゥ

thé=dǒ

place.inside=ALL

wON=hǒ

enter=NMLS.FUT

ṕı!

give

「ナカヘイレテ!」

(24) 0:02:13こどもたち

笑い声

(25) 0:02:15こども

krě,

look

krě,

look

t@-gON

one-CL:animal

kýıhNaP!

parrot.bird

「みなよ、みなよ、一羽のオウム!」

(26) 0:02:26ミナ

mithu,

PSN

naN

you

ca

letter

phaiP-khyaN=lÓ?

read-want=PQ

「ミトゥ、お前は勉強したい?」

(27) 0:02:31ミナ

Na

I

naP=ko

you.OBL=OBJ

TaN=me.

teach=IRR

「私がお前に教える」

注 naP は naN “you”の斜格である。

(28) 0:02:35　ミナ

yem@ge,

then

prÓ=lǎ,

say=EMPH

mithu!

PSN

「そしたら、言いなさい、ミトゥ」

(29) 0:02:37ミナ

Na

I

name

name

mithu.

PSN

「私の名前はミトゥ」
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(30) 0:02:40ミトゥ

Na name mitu!

I name PSN

「オレナマエミトゥ!」

注 mithuというべきであるけれども、mituのように発音している。

(31) 0:02:44ミナ

nOiN=re.

can=RLS

「できた」

(32) 0:02:49ミトゥ

mitu,

PSN

mitu,

PSN

Na

I

name

name

mitu,

PSN

Na

I

name

name

mitu!

PSN

「ミトゥ、ミトゥ、オレナマエミトゥ、オレナマエミトゥ!」

(33) 0:03:00村長

Nyǎ=gǎ

yesterday=ABL

NyoiP

night

T@khó

thief

Nǎ

I.OBL

choiP=ko

goat=OBJ

yu=bO

take=SEQ

l@hǎ=re.

go.VEN=RLS

「昨夜、泥棒が私の山羊をとって行った」

注 NyoiP はパラインサ方言では「夜」の意味である。（18）にある Nywěkhaと同義である。

(34) 0:03:07村長

thě

be.all.right

ȟı=re.

be=RLS

「よろしい」

注本来は thiP ȟıN=re のようにいうべきであるけれども、早口だと thě ȟı=re のようにき

こえる。

(35) 0:03:09村長

Na

I

P@gǔ

now

lá=re.

go=RLS

「私は今行く」

(36) 0:03:10村長

naN=ca

you=NMLS

ná+myaPčı

ear+eye

khyǎ+thá-rǎ=phǒ.

bring.down+put-must=FUT

「お前の (すべき)ものは耳と目をおろしておくべきということだ」

注「お前は注意してみておくべきだ」という意味である。

藤原 敬介（2022）『言語記述論集』14: 211-236

217



(37) 0:03:12村長

T@khó=go

thief=OBJ

pháiN-rǎ=phǒ.

arrest-must=FUT

「泥棒を捕まえないといけない」

(38) 0:03:14父

yá=ca

that=NMLS

pyaN=me,

do=IRR

kar@bari.

village.master

「そうします、村長」

注 kar@bari はバングラ語からの借用語。

(39) 0:03:16父

hřıkobare.

goodbye

「さようなら」

注 hřıkobare は「こんにちは」や「さようなら」などと訳しうる慣用表現である。hřı

“front”、ko “self”、ba “POL”、re “RLS”と分析可能であるかもしれない。

(40) 0:03:18父

y@=hlOP

that=as.much.as

mina,

PSN

P@ca

what

krá=lé?

be.late=CQ

「これほど、ミナ、何が遅れた?」

注 P@ca は「何」という意味である。もしも「なぜ」といいたいならば P@ca=hǒ

“what=NMLS.FUT”というべきである。

(41) 0:03:20ミナ

mithu=go

PSN=OBJ

c@gá

language

prÓ=phǒ

say=NMLS.FUT

TaN-li=re.

teach-PST=RLS

「ミトゥに言葉を話すように教えてたの」

(42) 0:03:22母

mina,

PSN

P@l@gá

meaningless

P@khyiN

time

m@-phyaP=kě!

NEG-break=NEG.IMP

「ミナ、意味なく時間を無駄にしないで」

注 1 P@l@gáはバングラ語からの借用語。

注 2 m@-は先行する P@khyiN の語末鼻音と同化しており、ほとんどきこえない。
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(43) 0:03:29ミナ

P@dO,

mother

ná(+)thON,

listen

Na

I

name

name

mithu.

PSN

「母さん、聞いて、私の名前はミトゥ」

(44) 0:03:33ミトゥ

Na

I

name

name

mitu!

PSN

「オレナマエミトゥ」

(45) 0:03:34両親

nOiN=re.

can=RLS

「できた」

(46) 0:03:36ラジュ

P@pyO

pleasure

ȟı=re.

be=RLS

「楽しい」

(47) 0:03:38父

raju,

PSN

PiT@ku=ma

school=LOC

naN

you

P@ca

what

TaN=lé,

learn=CQ

baba?

you

「ラジュ、お前は学校で何を勉強したよ」

注 babaはバングラ語で「父」という意味である。しかし、自分の息子を呼ぶためにも使

用される。このような用法はもともとはバングラ語のものであるけれども、チッタゴン

丘陵の少数民族語でもつかわれる。

(48) 0:03:41ラジュ

t@-buN+gŕı!

one-CL:pile+big

「たくさん!」

(49) 0:03:43ラジュ

hhh,

ITJ

Na

I

P@gǔ

now

Nǎ

I.OBL

P@me

name

rwı́=phǒ

write=NMLS.FUT

taiP=te.

be.able.to=RLS

「ぼくは今自分の名前を書くことができる」
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(50) 0:03:45父

P@kÓN

good

c@gá,

language

PiT@ku=ma

school=LOC

naN

you

cwı̌

heart

khyǎ=bO

fall=SEQ

ca

letter

phaiP!

read

「よい言葉だ、学校でお前は集中して勉強しなさい」

(51) 0:03:50ミナ

baba,

father

Na=lé

I=too

PiT@ku=ma

school=LOC

ca

letter

phaiP-khyaN=re.

read-want=RLS

「父さん、私も学校で勉強したい」

(52) 0:03:53父

m@-houP,

NEG-be.right

mina,

PSN

naN

you

PiN=ma

house=LOC

niN,

stay

naP

you.OBL

P@dO=lǎ=bO.

mother=COM=EMPH

「いや、ミナ、お前は家にいなさい、母さんと一緒に」

注 =lǎ=bO は「一緒に」という意味である。文末の=bO に特別な意味はない。バンドル

バン方言では=nǎ=bO となる。

(53) 0:03:58ラジュ

Na=lǎ=bO

I=COM=EMPH

lá-hnOiN=me.

go-can=IRR

「ぼくと一緒に行けるよ」

(54) 0:04:00父

m@mǎ=rǒ

girl=PL

PiT@ku=dǒ

school=ALL

lá=phǒ

go=NMLS.FUT

P@lo

necessity

m@-ȟıN.

NEG-be

「女の子たちは学校に行く必要がない」

(55) 0:04:02ミナ

yeg@lé,

however

Na

I

ca

letter

phaiP-khyaN=re,

read-want=RLS

baba.

father

「だけど私は勉強したい、父さん」

(56) 0:04:04母

naN

you

TaN-rǎ=phǒ,

learn-must=FUT

khyaP=phǒ,

cook=NMLS.FUT

prouP=phǒ

boil=NMLS.FUT

P@rO

and

PiN=ma

house=LOC

P@louP.

work

「お前が学ぶべきは、煮炊きと家の仕事よ」

(57) 0:04:08ミナ

Na

I

ca

letter

phaiP-khyaN=re,

read-want=RLS

dO.

mother

「私は勉強したい、母さん」
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(58) 0:04:10母

P@ca=lé,

what=CQ

mina?

PSN

「何だって、ミナ?」

(59) 0:04:11母

y@=hlOP

that=as.much.as

m@jON

how

lo=lé?

be.necessary=CQ

「これほど、どのように必要がある?」

(60) 0:04:13母

P@gǔ,

now

t@phě

a.little

ri

water

yu-hwǎ=lǎ!

take-VEN=EMPH

「今、すこし水をとってきなさい」

注 -hwǎはバンドルバン方言では-khǎである。

(61) 0:04:24ミトゥ

鳥の鳴き声

(62) 0:05:06ミナ

あくび

注このあと、しばらく夢の中の映像がながれる。

(63) 0:05:58ラジュ

mina,

PSN

naN

you

PiT@ku

school

laiP=ke,

come=COND

k@gÓN

good

kÓN=phǒ.

be.good=FUT

「ミナ、ミナが学校に来るなら、とてもよいのに」

注 laiP はバンドルバン方言ではつかわれない。

(64) 0:06:02ミナ

naN

you

lá-li,

go-IMP

raju.

PSN

「あなたが行きなさい、ラジュ」

(65) 0:06:10ニワトリ

鳴き声

(66) 0:06:13ミトゥ

ニワトリの鳴き声のマネ
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(67) 0:06:16ミナ

mithu,

PSN

naN

you

PiT@ku=dǒ

school=ALL

lá-li=lǎ!

go-IMP=EMPH

「ミトゥ、お前は学校に行きなよ!」

(68) 0:06:18ミトゥ

PiP.

ITJ

なきごえ

(69) 0:06:20ミナ

PiN,

ITJ

naN

you

PiT@ku=dǒ

school=ALL

lá-li!

go-IMP

「そうだ、お前は学校に行きなさい!」

(70) 0:06:22ミナ

ParO

and

ch@ramǎ

teacher.female

P@ca

what

prÓ=lé,

say=CQ

ná(+)thON=bO

listen=SEQ

l@laiP!

go.IMP

「そして先生が何を言うか聞いて来なさい!」

(71) 0:06:25ミナ

y@kha=bO

then=EMPH

naN

you

Nǎ=go

I.OBL=OBJ

TaN-hnOiN=me=bya.

teach-can=IRR=PRF

「それから、お前は私に教えられるだろう」

(72) 0:06:27ミナ

kýıhNaP=rǒ

bird=PL

phaiP=phǒ

read=FUT

ná(+)thON=phǒ

listen=FUT

m@-krě.

NEG-watch

「鳥は読むことも聞くことも見ない」

注 1「鳥は勉強しようともしない」という意味である。
注 2 kýıhNaP は、直訳としては「オウム・鳥」であるけれども、一般に「鳥」をさす。

(73) 0:06:30ミトゥ

phaiP=phǒ

read=FUT

ná(+)thON=phǒ

listen=FUT

m@-krě.

NEG-watch

「ヨムノモキクノモミナイ」

(74) 0:06:32ミナ

kÓN=re,

be.good=RLS

mithu,

PSN

lá-li.

go-IMP

「いいわね、ミトゥ、行きなさい」
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(75) 0:06:35ミトゥ

鳥の鳴き声

(76) 0:06:44先生

P@gǔ

now

Nǒ

we

hnOiP+nam@ta

two+multiplication

phaiP=phǒ.

read=FUT

「今、私たちは二の段の掛け算を学びましょう」

注 1 Nǒ < Na=rǒ “I=PL”である。

注 2 nam@taはバングラ語からの借用語。

(77) 0:06:47猫

猫の声

(78) 0:06:54こどもたち

hnOiP

two

tOiP

one

hnOiP,

two

hnOiP

two

hnOiP

two

lé,

four

TúN

three

hnOiP

two

hrOP.

six

「2かける 1は 2、2かける 2は 4、3かける 2は 6」

注 1 TúN hnOiP hrOP は hnOiP TúN hrOP というべきだろう。しかし、バングラ語の原作でも

「3かける 2」といっているので、それをそのまま翻訳している。なお「六」はバンドル

バン方言では khrOP であるけれども、パラインサ方言では hrOP となっている。

注 2バンドルバン方言では hnOiP t@-liN hnOiP, hnOiP hnOiP-liN lé, hnOiP TúN-liN khrOP のよ

うに、類別詞-liN “-CL:times”をもちいる。

注 3 -OiP は-Ǒのようにきこえる。以下の類例でもおなじ。

(79) 0:07:01先生

hnOiP

two

tOiP...

one

「2かける 1は...」

(80) 0:07:03こども 1

hnOiP!

two

「2!」

(81) 0:07:04先生

hnOiP

two

hnOiP...

two

「2かける 2は」
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(82) 0:07:04こども 2

lé!

four

「4!」

(83) 0:07:05先生

TúN

three

hnOiP...

two

「3かける 2は」

(84) 0:07:06ミトゥ

krOP!

six

「ロク!」

注 ミトゥは有気音を発音できないようであり、本来は khrOP とすべきところが krOP と

いっている。

(85) 0:07:10ラジュ

Pei,

this

Pě=ca=gá

this=NMLS=TOP

Nǒ

we

kýı!

parrot

「あ、これはぼくたちのオウムだ!」

注 1 ei はバングラ語で「これ」を意味する。

注 2 Nǒ kýıはバングラ語で「これ」を意味する。

(86) 0:07:12ミトゥ

Na

I

name

name

mitu!

PSN

「オレナマエミトゥ」

(87) 0:07:14　先生

P@ma

very

P@kÓN

good

c@gá,

language

mithu.

PSN

「とてもよい言葉ですね、ミトゥ」

(88) 0:07:28ミナ

mithu, naN P@ca TaN-hǎ=lé?

PSN you what learn-VEN=CQ

「ミトゥ、お前は何を学んできたの?」
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(89) 0:07:30ミトゥ

hnOiP

two

tOiP

one

hnOiP,

two

hnOiP

two

hnOiP

two

lé,

four

TúN

three

hnOiP

two

krOP!

six

「ニイチガニ、ニニンガシ、サンニガロク!」

注本来は khrOP というべきものが、ミトゥの発音では krOP となっている。

(90) 0:07:36ミナ

Na

I

taiP=te=lÓ,

be.able.to=RLS=PQ

krě=me=lǎ!

watch=IRR=EMPH

「私ができるかどうか、見てみよう」

(91) 0:07:37ミナ

hnOiP

two

tOiP...

one

nnn

FILL

「にさんが」

(92) 0:07:39ミトゥ

hnOiP!

two

「ニ!」

(93) 0:07:41　ミナ

hnOiP

two

hnOiP...

two

nnn

FILL

「ににんが」

(94) 0:07:43ミトゥ

lé!

four

「シ!」

(95) 0:07:45ミナ

lé!

four

「し」

(96) 0:07:46ミナ

TúN

three

hnOiP...

two

nnn

FILL

「さんにが」
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(97) 0:07:48ミナ

khrOP!

six

「ろく!」

(98) 0:07:50ミナ

hnOiP

two

tOiP

one

hnOiP,

two

hnOiP

two

hnOiP...

two

nnn

FILL

「にいちがに、ににんが」

(99) 0:07:54ミトゥ

lé!

four

「シ!」

(100) 0:07:55ミナ

TúN

three

hnOiP

two

khrOP.

six

「さんにがろく」

(101) 0:07:59ミナ

mithu,

PSN

Na

I

TaN-b@lOiP=bya.

learn-CMPL=PRF

「ミトゥ、私は学んだわ!」

注 -b@lOiP はおそらく-b@lǑのように発音されている。そのせいで、声門閉鎖音のあとなら

ば=pyaとなるはずのものが、=byaであらわれている。

(102) 0:08:04ミナ

hnOiP

two

tOiP

one

hnOiP,

two

hnOiP

two

hnOiP

two

lé,

four

TúN

three

hnOiP

two

khrOP!

six

「にいちがに、ににんがし、さんにがろく」

(103) 0:08:11ミナ

tȟı

be.right

ȟı=re.

be=RLS

「できた!」

注バングラ語からの翻訳借用である。
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(104) 0:08:16ミナ

TúN

three

hnOiP

two

khrOP!

six

「さんにがろく」

(105) 0:08:22ミナ

khrOP!

six

「ろく!」

(106) 0:08:58ミナ

P@ra

more

t@-khOP

one-CL:time

krě=me=lǎ.

watch=IRR=EMPH

「もう一回してみようかな」

注 P@raはバングラ語の借用語。

(107) 0:09:01ミナ

TúN

three

hnOiP

two

P@rO,

and

P@rO

more

t@-gON

one-CL:animal

kraP

chicken

P@dǒ

where

l@hǎ=lé?

go.VEN=CQ

「さんにが...そして、あと一羽のニワトリ、どこ行ったの?」

注 P@dǒは P@ca=dǒ “what=ALL”の縮約形式である。

(108) 0:09:05ミトゥ

kraP,

chicken

kraP!

chicken

「ニワトリ、ニワトリ!」

(109) 0:09:09ミナ

POi,

ITJ

POi,

ITJ

T@khó,

thief

T@khó!

thief

「おーい、おーい、泥棒、泥棒!」

(110) 0:09:13父

P@ca

what

phrOiP=lé,

happen=CQ

mina?

PSN

「どうした、ミナ?」

(111) 0:09:14ミナ

T@khó

thief

t@-yOP

one-CL:man

N@rǒ

we

kraP=ko

chicken=OBJ

yu=bO

take=SEQ

l@hǎ=re.

go.VEN=RLS

「泥棒が一人、私たちのニワトリをとっていった」
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(112) 0:09:17父

T@khó,

thief

T@khó!

thief

「泥棒、泥棒!」

(113) 0:09:21ミトゥ

T@khó,

thief

T@khó!

thief

「ドロボウ、ドロボウ!」

(114) 0:09:25父

T@khó,

thief

T@khó!

thief

「泥棒、泥棒!」

(115) 0:09:28村人 1

T@khó,

thief

T@khó,

thief

pháiN!

arrest

「泥棒、泥棒、捕まえろ!」

(116) 0:09:31村人 1

T@khó,

thief

T@khó,

thief

pháiN,

arrest

pháiN!

arrest

「泥棒、泥棒、捕まえろ、捕まえろ!」

(117) 0:09:33村人 1

T@khó,

thief

T@khó,

thief

pháiN,

arrest

pháiN!

arrest

「泥棒、泥棒、捕まえろ、捕まえろ!」

(118) 0:09:39村人 2

T@khó,

thief

pháiN,

arrest

pháiN!

arrest

「泥棒、捕まえろ、捕まえろ!」

(119) 0:09:51村長

hei,

ITJ

hei,

ITJ

yá

that

T@khó=ca

thief=NMLS

m@-houP=lÓ=de?

NEG-be.right=PQ=SFP

「ヘイ、ヘイ、あの泥棒じゃないか?」

注文末の=de は指示語としての de “this”とおそらく同一であるけれども、文末助詞とし

て使用されるものである。
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(120) 0:09:53村長

yá

that

T@khó=go

thief=OBJ

pháiN!

arrest

「あの泥棒を捕まえろ!」

(121) 0:09:55村長

pháiN,

arrest

pháiN,

arrest

T@khó=go

thief=OBJ

pháiN!

arrest

「捕まえろ、捕まえろ、泥棒を捕まえろ!」

(122) 0:09:56村長

pháiN,

arrest

pháiN,

arrest

T@khó=go

thief=OBJ

pháiN!

arrest

「捕まえろ、捕まえろ、泥棒を捕まえろ!」

(123) 0:10:05ミトゥ

T@khó,

thief

T@khó!

thief

「ドロボウ、ドロボウ!」

(124) 0:10:06泥棒

泥棒の叫び声

(125) 0:10:30村長

mina, naP=ḱıjǔ T@khó=go pháiN=phǒ rǎ=re.

PSN you.OBL=thanks.to thief=OBJ arrest=NMLS.FUT can=RLS

「ミナ、お前のおかげで泥棒を捕まえることができた」

(126) 0:10:33父

kraP

chicken

yu=re=kha

take=RLS=time.when

T@khó=go

thief=OBJ

mraN=re=lÓ?

see=RLS=PQ

「ニワトリをとったとき、泥棒を見たのか?」

(127) 0:10:36ミナ

Peh@̌N,

ITJ

m@-mraN-li.

NEG-see-PST

「いいえ、見なかったわ」
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(128) 0:10:37母

yem@ge=hlOP=ma

then=as.much.as=LOC

m@jON

how

ná+le=lé?

understand(ear+turn)=PQ

「それなら、どのようにわかったの?」

注 ná+leは、否定すると m@-ná+le ‘NEG-ear+turn’とも ná m@-le ‘ear NEG-turn’ともいえ

る点がビルマ語とは異なる。

(129) 0:10:39ミナ

Na

I

t@-khyaP

one-CL:time

g@náiN

number

louP-li=re.

do-PST=RLS

「私は一度かぞえてみたの」

(130) 0:10:42父

naN

you

P@ca

what

pyaN=bO

do=SEQ

Ťı=re=lé?

know=RLS=CQ

「お前はどうやって知ったんだい?」

(131) 0:10:44ミナ

Na

I

Nǒ

we

kraP=ko

chicken=OBJ

rwi=re.

count=RLS

「私は私たちのニワトリをかぞえたの」

(132) 0:10:46村長

kÓN=re,

be.good=RLS

kÓN=re

be.good=RLS

kÓN=re.

be.good=RLS

「よし、よし、よし」

(133) 0:10:48村長

T@mı́N=go

daughter=OBJ

PiT@ku=ma

school=LOC

taN=bO

put.up=SEQ

pOiNnya+gŕı

knowledge+big

P@louP

work

louP=re.

work=RLS

「娘を学校にあげて、賢い人のように仕事をしたね」

注ミナは、実はまだ学校にいっていないけれども、村長は、学校にいきはじめたとおもっ

ている。

(134) 0:10:50父

ye,

ITJ

ye,

ITJ

nnn...

FILL

b@jON...

how

「あー、あー、んー、どうしよう」
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(135) 0:10:54おばあさん

PO,

ITJ

m@mǎ=rǒ=go

girl=PL=OBJ

ca

letter

khyǎ=ca

bring.down=NMLS

P@kÓN

good

c@gá.

language

「おー、女の子たちを学ばせるのは、よい話ですね」

(136) 0:10:57おばあさん

Nǎ

I.OBL

T@mı́N=ma

daughter=LOC

t@-khouP

one-CL:?

kraPkhraiN

chicken.farm

ȟıN=re.

be=RLS

「私の娘のところに一つ養鶏場があります」

注 -khouP は通常は「罠」をかぞえる類別詞である。ここでは養鶏場をかぞえているの

で、何か別の意味ではないかとおもわれる。t@-khǔ ‘one-CL:thing’であるかもしれない。

(137) 0:10:58おばあさん

P@ra

and

Nǎ

I.OBL

Tá=ca

son=NMLS

Nǎ=go

I.OBL=OBJ

táiNNá

money

ṕı=re.

give=RLS

「さらに、息子が私にお金をくれます」

(138) 0:11:01父

houP=te.

be.right=RLS

「そうですか」

(139) 0:11:03おばあさんの娘（タラ）

Na=lé

I=too

T@ku

school

lá-kȟı=re.

go-ANDV=RLS

「私も学校に行ったわ」

注 -kȟıはパラインサ方言の形式。バンドルバン方言では-khi である。もしもバンドルバ

ン方言で-kȟıをつかうとしたら、述部には=me ‘=IRR’しかあらわれない。

(140) 0:11:04おばあさんの娘

P@caiPcaiP

various.thing

TaN-hǎ=re.

learn-VEN=RLS

「いろんなことを学んだわ」

(141) 0:11:05おばあさんの娘

P@mOiPSe=go

animal.small=OBJ

P@hlǎ

beautiful

thá-hnOiN=re.

put-can=RLS

「こどもを美しくおくこともできる」

注「こどもも立派に育てられる」ということ。
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(142) 0:11:07母

houP=te.

be.right=RLS

「そうね」

(143) 0:11:08村人

Nǎ

I.OBL

T@mı́N=ca

daughter=NMLS

Ná+dáiN

five+class

rOP=hNyON

arrive=ESS

ca+phaiP-li=re.

letter+read-PST=RLS

「私の娘は五年生まで勉強しました」

注 =hNyON はパラインサ方言の形式。バンドルバン方言では=yON である。

(144) 0:11:11村人

P@gǔ

now

Nǎ=go

I.OBL=OBJ

ca

letter

rwı́=phǒ

write=NMLS.FUT

nOiN=re.

be.able.to=RLS

「今、私に手紙をかくことができる」

(145) 0:11:12父

n...

ITJ

「んー」

(146) 0:11:13村長

T@TǎiN

all

m@mǎ=go

girl=OBJ

praiNmari+T@ku

primary+school

taN-rǎ=phǒ.

put-must=FUT

「すべての女子を小学校にあげなければならない」

注 1 T@TǎiN「すべて、きれいさっぱり」 < TǎiN「きれいな」

注 2 praiNmari T@ku は、本来は praiNmari PiT@ku であるけれども、iが二つ連続するとき

に縮約しているように聞こえる。

(147) 0:11:16村長

thú

that

PiT@ku=ma

school=LOC

Ná+dáiN

five+class

rOP=hNyON

arrive=ESS

taN-rǎ=phǒ.

put.up-must=FUT

「あの学校で五年生まで至るようにあげなければならない」

注バングラデシュの学校制度では、五年生までが小学校である。

(148) 0:11:20父

n,

ITJ

PiN,

yes

houP=te

be.right=RLS

c@gá.

language

「んー、はい、ただしい話だ」

注ここでは動詞文標識=te ‘=RLS’が名詞修飾節をみちびいている。
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(149) 0:11:23父

mina,

PSN

naN

you

hnaPphaiN=g@baN

tomorrow=from

PiT@ku=dǒ

school=ALL

lá-li.

go-IMP

「ミナ、お前は明日から学校に行きなさい」

注 1 hnaPphaiN ‘tomorrow’は、バンドルバン方言では hnaPphraiN である。

注 2 =g@baN ‘=from’は、バンドルバン方言では=gǎ=baN ‘=ABL=EMPH’である。

(150) 0:11:25ミナ

P@kÓN

good

prÓ=lÓ?

say=PQ

「本当に?」

注 P@kÓN ‘good’といっているようにきこえるけれども、文脈からすると P@gǑN ‘true’と

いうべきではないだろうか。次の文も同様である。

(151) 0:11:26父

P@kÓN

good

prÓ=re,

say=RLS

T@mı́.

daughter

「本当だよ、娘よ」

注 T@mı́はマルマ語ならば T@mwı́N というべきところである。介音の-w-や語末子音の-N

が発音されないのは、ビルマ文字ではそれらを表記しないからではないかとおもわれる。

(152) 0:11:27母

h@ha,

ITJ

Na=lé

I=too

yáN=ca

that=NMLS

prÓ=re.

say=RLS

「はは、私もそれを言うわ」

(153) 0:11:28母

yem@ge

then

naN=lé

you=too

Nǎ=go

I.OBL=OBJ

rwı́=phǒ

write=NMLS.FUT

phaiP=phǒ

read=NMLS.FUT

TaN-hnOiN=me.

teach-can=IRR

「そしたら、お前も私に読み書きを教えることができるだろう」

注 rwı́=phǒ phaiP=phǒは、「読み書き」という意味の精巧表現である rwı́+phaiP が、イオ

ン化（ionisation）して分離したものである。

(154) 0:11:31ミナ

P@rO

more

naN

you

Nǎ=go

I.OBL=OBJ

khyaP=phǒ

cook=NMLS.FUT

TaN

teach

hhhh.

ITJ

「そして、母さんは私に料理をおしえ...ははは」
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(155) 0:11:35ラジュ

P@pyO

joy

ȟı=re,

exist=RLS

Nǒ

we

t@-laP=ma

one-CL:time=LOC

PiT@ku

school

lá=phǒ.

go=FUT

「楽しいね、ぼくたち一緒に学校に行こう」

注 t@-laP=ma “one-CL:time=LOC” は「一緒に」という意味である。また、t@-laP=té=ma

“one-CL:time=EMPH=LOC”としたほうがよりよい。

(156) 0:11:42母

mina,

PSN

naP=ko

you.OBL=OBJ

rwi=phǒ

count=NMLS.FUT

P@Tu

who

TaN=lé?

teach=CQ

「ミナ、お前に誰が数えることを教えたの?」

注 P@Tu ‘who’はほとんど Tuのようにもきこえる。

(157) 0:11:44ミナ

t@-yOP

one-CL:man

P@phaPTa,

friend

yáNTu

that.man

PiT@ku=dǒ

school=ALL

l@hǎ=re.

go.VEN=RLS

「一人の友だちが、その人が学校の方に行ったの」

(158) 0:11:46父

yá

that

P@phaP

friend

P@Tu=lé?

who=CQ

「その友だちは誰だい?」

(159) 0:11:49ミトゥ

Nǎ

I.OBL

name

name

mitu!

PSN

「オレナマエミトゥ」

(160) 0:11:52全員

hahaha

ITJ

「ははは」
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記号・略号一覧
/A/ Aは音素表記

(A) Aは任意の要素

A < B Aは Bに由来する

A > B Aは Bに変化する

+ 複合語境界

- 接辞境界

= 接語境界

ABL（ABLative） 奪格

ALL（ALLative） 方向格

ANDV（ANDatiVe） 去辞

AUX（AUXiliary verb） 助動詞

CL（CLassifier） 類別詞

CMPL（CoMPLetive） 完遂

COM（COMmitative） 共同格

COND（CONDitional） 条件

CQ（Content Question marker） 補足疑問標識

EMPH（EMPHatic） 強意

ESS（ESSive） 様態格

FILL（FILLer） つなぎ言葉

FUT（FUTure） 未来

IMP（IMPerative） 命令

IRR（IRRealis） 非現実法

ITJ（InTerJection） 間投詞

LOC（LOCative） 場所格

NEG（NEGative） 否定

NMLS（NoMinaLiSer） 名詞化標識

OBJ（OBJective） 目的格

OBL（OBLique） 斜格

PL（PLural） 複数

PQ（Polar Question marker） 諾否疑問標識

PRF（PeRFect） 完了
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PSN（PerSonal Name） 人名

PST（PaST） 過去

RLS（ReaLiS） 現実法

SEQ（SEQuential） 継起

SFP（Sentence Final Particle） 文末小辞

TOP（TOPic） 主題

VEN（VENitive） 来辞
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ある言語研究者の不採用通知における「お祈り」通知と「ますます」通知

藤原敬介

帝京科学大学

主要語句：公募、不採用通知、挨拶、人称詞、敬語

1 はじめに

筆者は 2008年 3月に博士の学位を取得して以来、2021年 4月に帝京科学大学総合教育セン

ターに採用されるまで、160回以上大学教員等の公募に応募し、ほぼおなじ回数の不採用通知

をうけとってきた。本稿では、このうち手元に不採用通知がのこっている 107 回分について、

植木［2018］にならって分析する。

「不採用通知は落胆、怒りなどの負の感情を抱かせるものであり、それを受け取った者にとっ

ては忘れたいもの、隠したいものである。そして、不採用通知はあえて公開するものではなく、

その事例を収集することは難しいために、従来、不採用通知の研究が行われなかったと考えら

れる」と植木［2018: 75］はのべる。本稿は、不採用通知のさらなる事例を提供することを主要

な目的としている 注1。

本稿の構成は次のとおりである。2で筆者がうけとった不採用通知の内訳、3で不採用通知の
書式、4で不採用通知の宛名と二人称、5で不採用通知の差出人、6で不採用通知の本文、7で
不採用通知の結びの挨拶についてのべる。8で本稿をまとめる。附録 1として「お祈り」文書の
体裁、附録 2として「お祈り」文書における結びの挨拶一覧、附録 3として「お祈り」文書の文
面例をあげた。

2 不採用通知の内訳

筆者のメモによると、各年度ごとの不採用通知数は表 1のとおりである。第 1行の 08 ∼ 20

は、2008年度から 2020年度であることをしめす。括弧内の数字は手元に書類がのこっている

不採用通知の数をしめす。公募に応募しはじめたころは、もどってきた「お祈り」注2をすぐに

すてていた。ある時期からは保存するようになった。保存するようになってからも、不採用通

知と手元の書類の数があわないところがある。メールで案内があったり、書類がとどかなかっ

たり 注3、書類を紛失したりしていることがあるためである。

注1 不採用通知の研究そのものではないけれども、水月［2020: 11–12, 33–34］にも不採用通知の具体
例が提示されている。

注2 不合格、不採用通知のメールのことを「お祈りメール」とよぶ。『現代用語の基礎知識』では 2011
年版から立項されている。飯間［2014: 58］には「あの慇懃無礼な感じが神経を逆撫でする」とあ
る。単に「お祈り」ということもある。

注3 不採用通知がこなかったことがすくなくとも一度ある。その公募では、採用までの日程が明記され
ていたので、不採用であることはすぐにわかった。こちらから連絡するまで、提出書類は返却され
なかった。
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年度 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
不採用数 32 9 16 6 14 12 11 9 5 1 8 19 21
手元の書類 (4) (4) (14) (6) (12) (11) (9) (7) (3) (1) (3) (13) (20)

表 1 年度別不採用通知数

筆者の専門はバングラデシュやビルマのチベット・ビルマ系少数民族言語についての言語記

述である。このような専門にぴったりとあてはまる公募はまず存在しない。そこで、関連する

分野の公募に応募することになる。具体的には主として言語学、日本語教育、英語教育にかか

わる公募である。2008年度は、はじめて公募に応募しはじめた年であった。事情もよくわから

ないまま、手当り次第に応募していたために、応募数がおおくなっている。次第に「だしても無

駄」な公募 注4の目星がつくようになってきたので、応募数は減少している。2019年度と 2020

年度がややおおいのは、英語の非常勤講師をはじめたからである。一般教養の英語担当教員の

公募に応募することで、数がふえている。

3 不採用通知の書式

研究者の不採用通知の書式について植木［2018: 76］は次のように記述する。

　不採用通知は、A4程度の大きさの用紙 1枚に印刷されており、企業のビジネス文書と

同じ書式である。すなわち、用紙の上部には文書番号、日付、宛名、差出人、公印、件名

がある。それらの下に本文があり、本文は時候の挨拶、応募への御礼、不採用であるこ

と、結びの挨拶からなる。本文には、応募書類の返送・廃棄の手続き、機密保持、審査の

遅れのお詫びなどが追加されることもある。ただし、研究者の不採用通知には、上記全

ての内容が含まれないことがある。文書番号や公印がないものも多く、それらは組織と

しての公文書として取り扱われていないと思われる。

筆者がうけとってきた不採用通知も、上記の記述の範囲にほぼおさまる。一点補足すれば、

107 通の不採用通知のうち 5 通については、大学の正式なレターヘッドつきの用紙に印刷さ

れていた。ただし、その 5通のうち公印や文書番号がついていたものは 1通（20%; 1/5）のみ

であった。他方、通常のコピー用紙に印刷されたものの中で公印があったものは 36通（35%;

36/102）、文書番号があったものは 18通（18%; 18/102）であった。以上をまとめて植木と比較

すれば、表 2 のようになる 注5。この結果は、植木［2018: 76］が平成 22∼25 年（2010–2013

注4 たとえば、内部昇進のための形式的な公募（筆者がみた事例は、いずれも地方国立大学）。鷲田
［1991］や櫻田［2011］、矢吹［2011］、水月［2020］等には「公募の裏側」の事例がいくつか紹介
されている。鷲田［1989］はある公開公募にかんする稀有な報告である。
なお、読み合わせ担当者からのコメントとして「面接に交通費が出る場合は、不採用を出すのに

なんのためらいもないように感じます」とあった。筆者は、面接に交通費をだすと明記してある公
募を（みかけることは滅多にないけれども）みると応募したくなるし、見識のある研究機関である
という印象はもつ。

注5 植木［2018］は、植木自身が公募に応募していた時期にしたがって、平成 11∼14年（1999–2002）
と平成 22∼25 年（2010–2013）の二つの時期にわけ、分析している。前者は「学会誌への掲載や
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年）の数字として提示しているものとほぼ合致する 注6。

植木（1999–2002） 植木（2010–2013） 藤原（2008–2020）
公印あり 70% (21/30) 31% (15/49) 35% (37/107)

文書番号あり 40% (12/30) 16% (8/49) 18% (19/107)

表 2 不採用通知における公印・文書番号の有無

4 不採用通知の宛名と二人称

植木［2018］では分析されていないけれども、不採用通知の宛名は、一般的には、「個人名 +

様」あるいは「個人名 +殿」である。このほかには「応募者各位」あるいは単に「各位」とする

ことで、個体認識の手間をはぶくやり方も散見される。そもそも宛名がかかれない事例も、稀

にではあるが確認されている。表 3注7に一覧をしめす。

宛名 様 殿 応募者各位 各位 なし

国立 12%（13/107） 21%（23/107） 3%（3/107） 1%（1/107） 1%（1/107）
公立 6%（6/107） 1%（1/107） 0%（0/107） 0%（0/107） 0%（0/107）
私立 40%（43/107） 8%（9/107） 4%（4/107） 1%（1/107） 2%（2/107）
合計 58%（62/107） 31%（33/107） 7%（7/107） 2%（2/107） 3%（3/107）

表 3 不採用通知の宛名

表 3からあきらかなように「様」は私立で、「殿」は国立で使用される傾向にある 注8。両者

のつかいわけについて菊地［1997: 245］は次のように記述する。

官庁から個人への通知では「殿」が一般的である（あった）が、そのせいもあってか、あ

各大学・研究機関への送付による公募情報の公開が主であり」、後者は「JSTによる JRECIN Portal
（https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop）が普及し，ほとんどの大学で教員の公募が
JREC-IN Portalによって行われるようになった時期である」という。

注6 なお、公印については明示的に「公印省略」とかかれていたものが 17通（16%; 17/107）、割印がつ
いていたものが 6 通（6%; 6/107）、担当者の個人印がついていたものが 2 通（2%; 2/107）であっ
た。割印があるものは公印があるものに準じるとかんがえるならば、筆者がうけとった不採用通知
の「公印あり」率は 40%（43/107）ということになる。

注7 表 3において合計の比率が 100%にならないのは、本稿では小数第一位を四捨五入していることに
よる。なお、植木［2018］があげる数字も同様である。

注8 池田［1976: 199–200］には「差出人の名と受取人であるわたしと、個人に深い関係がな」いような
手紙はおおくが「本文とともに「様」という字だけが印刷してあって」「ペンなり筆なりで「池田弥
三郎」と書いてあ」り、「差出人は、「様」一字を書くのを倹約して、相手をみんな呼び捨てで、書
いている」のがかるく不愉快であるという趣旨の記述がある。筆者がうけとった 107通の不採用通
知のうち、そのように「呼び捨て」の手書きであったものは 4通（公立 1通、私立 3通）で、すべ
て「様」が印刷されていた。池田の時代と比較すると、ワープロの普及によって「呼び捨て」の手
書きは減少していると推測される。
なお、筆者個人の印象としては、国立の中でも伝統的な「一文字学部」の系統につらなる部局ほ

ど「殿」である比率がたかく、新興部局やセンターの系列では「様」の比率がたかい。この傾向は
文面の丁寧さとも相関している。附録 3の簡素な例 1と丁寧な例 5は、どちらも同一の国立大学で
あるけれども、前者は一文字学部であり、後者はセンターである。
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まり敬度は感じられず、言ってみれば、呼び捨てにしないという程度の感覚であろう。

が、“改まった敬称” だというつもりでか、官庁に合わせてか、民間企業からの文書も

「殿」が少なくなかった。しかし、「様」のほうが感じがよいと受け止める向きが多いよ

うで、最近は「殿」から「様」へ切り替える傾向が出てきている。

「殿」は「あまり敬度は感じられず」、「呼び捨てにしないという程度の感覚」で使用されてい

るということである。

不採用通知における二人称としてどのような単語が使用されているかをまとめると表 4のよ

うになる。

二人称 貴殿 貴台 貴方 注9 先生 藤原様 注10 その他 注11 なし

国立 21%（22/107） 1%（1/107） 4%（4/107） 0%（0/107） 3%（3/107） 0%（0/107） 10%（11/107）
公立 2%（2/107） 0%（0/107） 2%（2/107） 0%（0/107） 0%（0/107） 0%（0/107） 3%（3/107）
私立 12%（13/107） 2%（2/107） 1%（1/107） 8%（8/107） 3%（3/107） 2%（2/107） 28%（30/107）
合計 35%（37/107） 3%（3/107） 7%（7/107） 8%（8/107） 6%（6/107） 2%（2/107） 41%（44/107）

表 4 不採用通知の二人称

国立で「貴殿」がおおく、私立では「なし」がおおい。「貴殿」は、「殿」とおなじく「あまり

敬度は感じられず」、「呼び捨てにしないという程度の感覚」で使用されているようにおもわれ

る 注12。文化審議会答申［2007: 42］は「あなたの」の使用について次のようにのべる。

相手の名前を示さずに呼ぶことで、中立的な表現となる反面、やや冷たい響きが感じら

れると言える。

「相手の名前を示さずに呼ぶ」というのは「貴殿」もおなじであり、「やや冷たい響き」がある

といえる。文化審議会答申［2007: 35］にあるように、「敬語を使う際に、相手に対する配慮の

意識がなく、むしろ見下しているような気持ちがあるとすれば、幾ら敬語を使っていても失礼

注9 「貴方」の内訳は「貴方」（国立 1通）、「貴方様」（国立 2通、公立 1通）、「あなた」（公立 1通、私
立 1通）、「あなた様」（国立 1通）である。

注10 「藤原様」の内訳は「藤原様」（国立 3通、私立 2通）、「藤原敬介様」（私立 1通）である。
注11 「その他」の内訳は「皆様」（私立 1通）、‘you’（私立 1通: 注 23参照）である。
注12 菊地［2010: 256］によると接頭辞の「き-（貴-）」は「尊敬語を作る接頭辞。相手側を高める。「貴
下・貴兄」は、男性間で相手を指す代名詞として使う（ただし、実際には目上に対してではなく同
輩以下に対して使う）」とのことである。
「貴殿」を辞書でひくと「同等（以上）の相手に対する敬称」（『新明解国語辞典第 7 版』2011
年）、「相手をさす尊敬語」（『三省堂国語辞典第 7版』2013年）という語釈がある一方、「（尊敬の二
人称）あなた。貴下」（『広辞苑第 6版』2008年）という語釈もある。また「「貴殿」「貴下」は事務
文書でもよく使われる」（『類語新辞典』2005年）という記述にもあるように「事務」的な語である
といえる。「貴殿」は、「貴下・貴兄」といった二人称と同様に、敬意逓減の法則により「実際には
目上に対してではなく同輩以下に対して使う」というのが実態に即しているであろう。
こころみにツイッターで「貴殿」を検索すると、相手に対して批判的な意見をのべるときに使用

される事例がおおいことがわかる。形式的には敬意をあらわしつつも「むしろ見下しているような
気持ち」が感じられる。
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に感じられてしまう」ということだろう 注13。

二人称として「なし」がおおいのは示唆的である。文化審議会答申［2007: 42］は次のように

のべる。

名前を知っている相手に対しては名前を呼ぶことによって、名前を知らない相手に対し

てはその人の動作などに敬語を使うことによって、「あなた」を使わないようにすること

もできる。

「貴殿」などを使用するのは失礼と感じられる一方、個人名を入力するのは手間がかかる。と

はいえ、採用するわけでもない相手を「先生」とはよびたくない。そこまで失礼ではなく、不

採用者の数だけ書類を作成する手間がかからない方法として、二人称の不使用がひろがってい

るようにおもわれる 注14。

5 不採用通知の差出人

植木［2018: 76］では、平成 11∼14年（1999–2002）と平成 22∼25年（2010–2013）を比較

すると、「組織の長，部局の長の割合が減少し、より下の職位の教員，事務職員の割合が増加し

ていることがわかる」と分析されている。そして、この事実は「研究者の不採用通知がより簡

素で事務的になったことを示唆」しているとされる。

「研究者の不採用通知がより簡素で事務的」であるという指摘はただしいとおもわれる。ただ

し、筆者がうけとった不採用通知の差出人は、表 5にしめすように、組織の長と部局の長が合

計して 80%をこえている。この数字だけをみれば、植木［2018］にしめされる平成 11∼14年

（1999–2002）の数字によりちかい。組織の長や部局の長が差出人となっているものは、実際の

文書作成はかならずしも本人がしているわけではなく、他の教員や事務職員が担当しているこ

とがおおいのではないだろうか 注15。

植木（1999–2002） 植木（2010–2013） 藤原（2008–2020）
組織の長 20% (6/30) 16% (8/49) 32% (34/107)
部局の長 53% (16/30) 35% (17/49) 49% (52/107)
学科の長 3% (1/30) 8% (4/49) 2% (2/107)
担当教員 13%（4/30） 22%（11/49） 7%（8/107）
事務 10%（3/30） 16%（8/49） 7%（7/107）
その他 注16 0%（0/30） 2%（1/49） 4%（4/107）

表 5 不採用通知の差出人

注13 不採用者に「貴殿」とかく担当者も、同僚には「貴殿」とはかかないのではないだろうか。
注14 たとえば附録 3の丁寧な例 5は、二人称を使用せずに丁寧に表現している例である。
注15 なお、学長本人が実際に文案をかいているとみられる不採用通知も存在する。附録 3の丁寧な例 4
は、そのような例である。

注16 藤原（2008–2020）における「その他」は、委員会名であるものが 2通、差出人が明示されていな
いものが 2通である。植木［2018］における「その他」が具体的にどのようなものであるかは明記
されていない。
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6 不採用通知の本文

不採用通知の本文の例は附録 3にしめすとおりである。筆者がうけとった範囲では、本文の
長さは 3行から 12行の間におさまっている。内容は、簡素なものから丁寧なものまでさまざま

である。

本文でよく使用される表現としては「お祈り」または「祈念」（73通; 68%; 73/107）、「ますま

す」（27通; 25%; 25/107）、「健勝」（33通; 31%; 33/107）、「活躍」（66通; 62%; 66/107）、「貴意

に添えず」あるいは「ご希望に添えない」に類するもの（75通; 65%; 70/107）などがある 注17。

これらの表現は、おそらく数十年にわたり使用されてきたものである 注18。

近年話題にあがる「させていただく」に類する表現については、30通（28%; 30/107）で確認

された 注19。

7 不採用通知の結びの挨拶

筆者がうけとった 107 通の不採用通知のうち「結びの挨拶」があったものは 88 通（82%;

88/107）であった。この 88通のうち「お祈り」または「祈念」という単語がはいっていたもの

は 73通（83%; 73/88）、「ますます」という単語がはいっていたものは 27通（31%; 27/88）で

あった 注20。表 4にしめすように、植木［2018: 76］にしめされる平成 22∼25年（2010∼2013

年）の結果と比率を比較すると、「結びの挨拶」と「ますます」については筆者がうけとったも

ののほうがややたかい一方、「お祈り」についてはかなりひくい。

注17 これらすべての文言がはいっている不採用通知はめずらしくない。附録 3の丁寧な例 2は、その一
例である。

注18 飯間［2014: 58］には杉元［1990: 303］にある「今後のご健闘をお祈り申し上げます」という例が
ひかれている。なお石渡［2013: 49］によれば「日本に大卒採用が定着したのは大正時代」とのこ
とである。そのころから不採用通知も送付されていたかもしれない。

注19 三輪［2000: 133］によれば、「させていただく」に対する不快感はふるくから表明されている。たと
えば、「「サセテイタダク」というインギン無礼な円曲法がマンエンしつつある」［三上 1955: 223］、
「この言い方は、お客様の好意にすがって、というような、口先だけのいんぎんさがちらついてい
やな言い方」［池田 1976: 195］、「慇懃無礼。相手との接触に間を置こう、トラブルを避けようとい
うおよび腰の姿勢が感じられます。高度成長に伴う人間関係の希薄化を物語っているのでしょう」
［大岡 1993: 17］といった例である（原文からの引用にあたり、三輪［2000: 133］からの引用とは
ことなる部分がある）。
椎名［2021］では「「させていただく」には（中略）「気遣い」をやりとりしていたはずが、定型

表現になることによって、もともとのポライトな意味が形骸化し、慇懃無礼な表現と解釈されても
仕方がないような場面が出てきて」（p.215）おり、「「させていただく」を過剰に使用すると、話し
手に焦点が当たりすぎて、自己の尊大化がおこり、相手への敬意が相対的

ママ

も低下する」（p.229）と
いう可能性があることが指摘されている。
今も昔も「させていただく」に対して「慇懃無礼」に感じる人は一定数いることがわかる。慇懃

無礼さが身上の不採用通知においては、今後も「させていただく」の使用は増加するのではないか
とおもわれる。

注20「一層」がふくまれる 5通をふくめると 36%（32/88）となる。植木［2018］には「一層」について
は言及がない。
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植木（1999–2002） 植木（2010–2013） 藤原（2008–2020）
「結びの挨拶」 40% (12/30) 76% (37/49) 82% (88/107)
「お祈り」 83% (10/12) 95% (35/37) 83% (73/88)
「ますます」 8% (1/12) 27% (10/37) 31% (27/88)

表 6 不採用通知における「結びの挨拶」と「お祈り」と「ますます」

8 おわりに

以上、筆者がうけとってきた不採用通知を、植木［2018］の分類にならい紹介した。植木

［2018］では考察の対象となっていない宛名や二人称をめぐる問題についても考察をくわえた。

不採用通知の研究は「不採用通知のさまざまな事例を報告することで、不採用通知を受け取っ

た者の負の感情 注21の軽減につなげる」［植木 2018: 77］ことも目的のひとつである。

ところで、時枝［1941: 452］によれば「敬語は尊敬表現であるよりも、尊卑の識別による素

材の概念的把握の表現であり、かゝる表現を通して、話手の尊卑の識別を表現することであり、

そこに話手の教養或は人格を覗ふことが出来る」という。不採用通知からも「話手の教養或は

人格を覗ふことが出来る」といえるだろう。

本稿が不採用通知作成者の目にとまり、どのような不採用通知が「負の感情」を軽減するか

をかんがえる契機ともなればさいわいである。

附録 1・「お祈り」文書の体裁
筆者がうけとってきた不採用通知の体裁をまとめたものが以下の表である。各項目の意味は

次のとおりである。

1. 番号: 筆者がつけた整理用の番号。1から 107までである。*がついているものは面接に

よばれた末にとどいたものである 注22。

2. 年度: 不採用通知の送付された年度。2008年度から 2020年度までである。

3. 校種: 国立大学、公立大学、私立大学等の種類をあらわす。筆者が応募した範囲では、高

等専門学校や研究所の類は国立である。

4. 差出人: 組織長は学長や所長、部局長は研究科長や学部長をあらわす。その他、学科長、

注21 不採用通知をめぐる「負の感情」に関連して、2016年に自殺した西村玲氏の両親が編集した西村・
西村（編）［2019: 402］に次のようにのべられている（引用は森新之介氏の note「呉座界隈問題と
私の Twitter夜逃げ（その 2）」（https://note.com/mshin0621/n/nd43a181c0164 2022
年 4月 2日閲覧）に掲載されている画像による）。
「大学教職の “公募”について、本人が憤懣やるかたなかったのは、ほとんどの場合、採用者がす
でに決まっていながら、“公募”の体裁を整えるために行なうものであったこと、しかも応募書類を
ほとんど見もしないのにやかましい書類、資料、書式を求めることだった。定価数千円、数百ペー
ジの著書を六部要求して、その返却を前提としてもいない例、仕方なくコピーして送ると、クリッ
プの位置が提出時のまま、ということもあった。応募大学は二十余校」。

注22 面接のあとにうけとった不採用通知は 3通しかない。そのうち 1通は、ほぼおなじ文面のものを面
接によばれずに不採用であったときにもうけとっている。面接によばれたかどうかと不採用通知の
丁寧さに相関関係はないようにおもわれる。
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教員、事務職員などがある。

5. 文書番号: 不採用通知に付された文書番号をあらわす。この番号がついていれば、公文書

としてあつかわれていることをしめす指標となる。

6. 公印: 公印があれば「有」、なければ「無」、「公印省略」と明記されていれば「略」、割印

があれば「割印」、個人印であれば「個人」である。

7. 様式: レターヘッドがあれば「有」、なければ「無」である。

8. 日付: 和暦または西暦の別を表記する。

9. 宛名: 名前のあとにくるのが「様」または「殿」、名前なしで「応募者各位」などとかかれ

ているものは「各位」である。

10. 文頭・文末: 拝啓・敬具、前略・草々、謹啓・謹言などの組み合わせ。敬具のみのことも

ある。

11. 行数: 本文の行数をあらわす。(+1)などとあるのは、本文のあとに何らかの追記があるこ

とをしめす。たとえば 17番で (+1)とあるのは「※提出していただいた応募書類は同封

にて返却させていただきます。」という追記が 1行あるからである。

番号 年度 校種 差出人 文書

番号

公印 様

式

日付 宛名 文頭・文末 行数

1 2008 国立 学科長 無 割印 無 和暦 様 7
2注23 2008 私立 教員 無 無 無 西暦 各位 5
3 2008 私立 組織長 無 無 有 西暦 様 拝啓・敬具 8
4 2008 国立 教員 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
5 2009 国立 部局長 有 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 5
6 2009 国立 部局長 無 略 無 和暦 各位 4
7 2009 国立 組織長 無 割印 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
8 2009 国立 部局長 無 有 無 和暦 殿 3
9 2010 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 5
10 2010 私立 事務 無 無 無 西暦 殿 拝啓・敬具 7
11 2010 私立 部局長 無 略 無 西暦・和暦 様 拝啓・敬具 7
12 2010 私立 事務 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 8
13 2010 国立 組織長 有 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 8
14 2010 私立 学科長 無 個人 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
15 2010 国立 組織長 無 無 無 和暦 殿 拝啓・敬具 7
16 2010 私立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 5
17 2010 私立 組織長 有 有 無 和暦 様 以上 2(+1)
18 2010 私立 部局長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 7
19 2010 国立 部局長 無 略 無 和暦 各位 4

注23 日本国内の大学に対して応募書類をすべて日本語でかいたけれども、この不採用通知のみ、全文英
語でかかれている。差出人が外国人教員であるからとおもわれる。
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番号 年度 校種 差出人 文書

番号

公印 様

式

日付 宛名 文頭・文末 行数

20 2010 公立 組織長 有 有 無 和暦 殿 謹啓・謹白 6
21 2010 国立 教員 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 7
22 2010 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 9
23 2011 国立 部局長 有 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
24 2011 私立 部局長 無 有 無 和暦 様 4
25* 2011 私立 組織長 有 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
26 2011 国立 部局長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 5
27 2011 公立 部局長 無 略 無 和暦 様 拝啓・敬具 10
28 2011 私立 組織長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 5
29 2012 国立 教員 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 8
30 2012 国立 部局長 無 有 無 和暦 殿 5
31 2012 公立 組織長 有 有 無 和暦 様 4
32 2012 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 以上 3
33 2012 私立 事務 無 無 有 西暦 様 前略・草々 4(+2)
34 2012 私立 部局長 無 有 無 西暦 各位 拝啓・敬具 9
35 2012 私立 組織長 無 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 8
36 2012 私立 事務 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 9
37 2012 国立 組織長 有 有 無 和暦 様 4
38 2012 国立 部局長 有 割印 無 和暦 殿 謹啓・謹言 9

・略 9
39 2012 国立 部局長 無 有 無 和暦 様 5
40 2012 国立 部局長 無 略 無 和暦 殿 4
41 2013 国立 教員 無 個人 無 和暦 各位 以上 4
42 2013 私立 組織長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 3
43 2013 国立 組織長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
44 2013 国立 教員 無 無 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
45 2013 私立 部局長 無 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 7(+3)
46* 2013 国立 組織長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
47 2013 国立 部局長 無 無 無 和暦 殿 謹啓・謹白 8
48 2013 国立 部局長 無 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 5
49 2013 私立 組織長 無 無 無 和暦 様 謹啓・敬具 6
50 2013 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 6
51 2013 私立 部局長 無 有 無 西暦 様 拝啓・敬具 7
52 2014 国立 部局長 無 無 無 和暦 殿 拝啓・敬具 5
53 2014 国立 部局長 無 略 有 和暦 殿 7
54 2014 私立 組織長 無 有 無 和暦 様 8
55 2014 私立 部局長 無 無 無 和暦 無 拝啓・敬具 8
56 2014 国立 部局長 無 無 無 和暦 殿 9
57 2014 国立 部局長 無 無 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
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番号 年度 校種 差出人 文書

番号

公印 様

式

日付 宛名 文頭・文末 行数

58 2014 私立 なし 無 無 無 和暦 各位 拝啓・敬具 12
59 2014 私立 部局長 無 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 8
60 2014 国立 部局長 有 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 8
61 2015 私立 組織長 無 有 無 西暦 様 拝啓・敬具・

以上

7

62 2015 国立 委員会 無 無 無 和暦 各位 4
63* 2015 私立 部局長 無 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
64 2015 私立 組織長 無 略 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
65 2015 国立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
66 2015 私立 組織長 有 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 5
67 2016 私立 部局長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
68 2016 私立 部局長 無 割印 無 西暦 各位 拝啓・敬具 5
69 2016 私立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
70 2016 私立 部局長 無 割印 無 西暦 様 拝啓・敬具 5
71 2017 私立 組織長 無 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 4
72 2018 公立 部局長 無 有 無 和暦 様 5
73 2018 私立 部局長 有 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
74 2018 国立 委員会 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
75 2019 私立 部局長 無 有 無 西暦 殿 拝啓・敬具 7
76 2019 私立 組織長 有 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
77 2019 国立 教員 無 無 無 西暦 無 5
78 2019 私立 部局長 無 有 無 西暦・和暦 各位 拝啓・敬具 10
79 2019 私立 組織長 有 有 無 西暦 殿 拝啓・敬具 6
80 2019 私立 組織長 無 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
81 2019 私立 組織長 有 有 無 和暦 殿 拝啓・敬具 9
82 2019 公立 部局長 無 無 無 和暦 様 7
83 2019 国立 部局長 無 略 無 和暦 殿 6
84 2019 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 謹啓・敬具 6
85 2019 私立 組織長 無 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 4
86 2019 私立 事務 無 無 無 西暦 様 謹啓・謹白 4
87 2019 私立 副組織

長

無 略 無 西暦 様 拝啓・敬具 6

88 2020 私立 組織長 有 有 無 西暦 様 敬具 6
89 2020 国立 部局長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 5
90 2020 私立 無 無 無 有 和暦・西暦 様 拝啓・敬具 8
91 2020 私立 部局長 無 無 無 西暦 様 拝啓・敬具 7
92 2020 私立 事務 無 有 無 無 様 8
93 2020 私立 組織長 無 無 無 西暦 様 9
94 2020 国立 部局長 無 略 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
95 2020 私立 教員 無 無 無 無 無 拝啓・敬具 10
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番号 年度 校種 差出人 文書

番号

公印 様

式

日付 宛名 文頭・文末 行数

96 2020 私立 組織長 無 有 無 西暦 様 拝啓・敬具 7
97 2020 私立 組織長 無 有 無 和暦 様 拝啓・敬具 6
98 2020 国立 組織長 無 略 無 和暦 殿 拝啓・敬具 8
99 2020 国立 組織長 無 無 無 和暦 殿 拝啓・敬具 6
100 2020 公立 組織長 有 無 無 西暦 様 4
101 2020 国立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 10
102 2020 私立 事務 無 無 無 和暦 様 3
103 2020 私立 組織長 有 有 無 西暦 様 敬具 5
104 2020 国立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 10
105 2020 公立 部局長 有 割印 有 和暦・西暦 様 5
106 2020 国立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 8
107 2020 私立 部局長 無 無 無 和暦 様 拝啓・敬具 7

附録 2・「お祈り」文書における結びの挨拶一覧

1. —
2. —
3. 末筆ながら、貴殿の益々のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
4. 末筆ではありますが、藤原様のより一層のご活躍をお祈りいたします。
5. —
6. —
7. 末筆ながら、貴殿の今後のご健勝をお祈り申し上げます。
8. —
9. 今後のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。

10. 末筆ながら、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。
11. 貴殿の今後のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
12. 末筆ながら高等研究所にご応募頂きましたことを深謝しますとともに、今後一層のご活躍をお祈り
申し上げます。

13. このたびのご応募の労に対し厚くお礼申し上げますとともに，貴殿のますますのご活躍とご健勝を
お祈りいたします。

14. せっかく御応募いただきましたのに、申し訳ないことですが、御容赦のほどをお願い申しあげます。
15. 末筆ながら、貴殿の今後のご活躍を心からお祈り申し上げます。
16. 末筆ながら、貴殿の益々の御健勝を祈念いたします。
17. —
18. 末筆ながら、貴殿の今後のご健闘をお祈り申し上げます。
19. —
20. 末筆ながら貴殿の今後の益々のご健勝をお祈り申し上げます。
21. 今後の益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。
22. 今後のご研鑽とご多幸をお祈り申し上げます。
23. 末筆ながら、貴殿のますますのご活躍をお祈り申し上げます。
24. —
25. まずは、書面にてご通知申し上げます。
26. 末筆ながら、今後の貴殿のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
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27. 貴方様のますますのご発展をお祈り申し上げます。
28. 末筆ながら、貴殿の今後のご活躍精励をお祈り申し上げます。
29. 今後ともあなた様の益々のご活躍をお祈りさせていただきます。
30. 末筆ではありますが，貴殿のより一層のご活躍をお祈りいたします。
31. —
32. —
33. 今後ますますのご健勝を祈念申し上げます。
34. 末筆ではありますが、貴殿の今後のご活躍を心より祈念しております。
35. —
36. 末筆ながら、ますますのご活躍をお祈り申し上げ、略儀ではございますが、書中をもちましてご通
知申しあげます。

37. —
38. 末筆ながら，今後一層のご活躍をお祈り申し上げます。
39. 今後のご活躍をお祈り申し上げます。
40. 末筆ながら、貴殿のますますのご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
41. 最後となりましたが、貴方様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。
42. —
43. 末筆ながら、貴殿の今後のご活躍を心からお祈り申し上げます。
44. 今後ますますのご健勝・ご活躍を心よりお祈り申し上げます。
45. 末筆ではございますが、今後のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
46. 末筆ながら、貴殿の今後のご活躍を心からお祈り申し上げます。
47. 末筆ながら、今後の貴方様のご活躍をお祈り申し上げます。
48. 末筆ながら、貴台の今後ますますのご活躍をお祈りいたします。
49. 先生の今後のご活躍をお祈り申し上げます。
50. 今後のご活躍を心から祈念申し上げます。
51. 末筆になりますが、今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
52. —
53. 末筆ではございますが、貴殿の今後のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
54. 文末ながら、先生の今後のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
55. 末筆ながら、今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
56. —
57. 今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
58. 末筆ながら、皆様のより一層のご活躍をお祈り申し上げます。
59. 尚、先生の今後のご活躍をお祈り申し上げますとともに、今後とも本学の諸活動についてご支援を
賜りますよう切にお願い申し上げます。

60. 貴殿のますますのご活躍とご健勝をお祈りいたします。
61. 末筆ではございますが、貴台の今後ますますのご活躍を祈念いたしております。
62. 末筆ではございますが、貴殿のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
63. 末筆ながら、今後の藤原敬介様のご活躍をお祈り申し上げます。
64. 末筆ではありますが、藤原様のより一層のご活躍をお祈りいたします。
65. 略儀ながら書中にてご連絡申し上げます。
66. まずは失礼ながら書中を持ってご通知いたします。
67. 貴殿の今後益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
68. 今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
69. 末筆ながら、貴台の益々のご活躍、ご健勝を祈念いたしております。
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70. 今後ともますますのご精励とご活躍を心からお祈り申し上げます。
71. 今後益々のご活躍を祈念いたしております。
72. —
73. 今後のご健勝ご活躍をお祈り申し上げます。
74. 藤原様の、より一層の御活躍をお祈り申し上げます。
75. ご応募頂きましたことに心から感謝申し上げ、審査の結果をご報告させて頂きます。
76. 今後ますますのご活躍を心より祈念いたしております。
77. 末筆ではございますが、今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
78. 今後ともご高配賜りますようお願い申し上げます。
79. —
80. 末筆ではございますが，今後より一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。
81. ご高配賜わりましたことに深く感謝申し上げますとともに、先生のご健勝と益々のご活躍をお祈り
申し上げております。

82. 末筆ではありますが、ますますのご健勝とご活躍をお祈りいたします。
83. ここに、ご応募いただきましたことに感謝いたしますとともに、今後のご活躍を心からお祈り申し
上げます。

84. 末筆ながら、益々のご活躍をお祈りいたします。
85. 今後益々のご活躍を祈念いたしております。
86. ご応募くださいましたことに感謝いたしますとともに、今後のご活躍をお祈り申し上げます。
87. 今回、ご応募いただきましたことを感謝するとともに、藤原様のより一層のご活躍とご健勝を心か
らお祈り申し上げます。

88. 末筆ではございますが、貴殿のご活躍とご健勝をお祈り申しあげます。
89. —
90. 末筆ではございますが、今後のご健勝をお祈り申し上げます。
91. 末筆ではございますが、ご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。
92. 多数の大学の中から本学にご応募いただいたことに感謝するとともに、益々のご活躍をお祈り申し
上げます。

93. これに懲りず又の機会にご応募くださいます事をお願いいたしまして今回の結果報告とさせていた
だきます。

94. 末筆になりましたが、貴殿のますますのご活躍をお祈りいたします。
95. 末筆ながら、先生の今後のより一層のご活躍をお祈り申し上げます。
96. 末筆ではございますが、今後のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
97. 末筆ではございますが，今後より一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。
98. 末筆ではございますが，貴殿の今後のご活躍をお祈り申し上げます。
99. 貴方の今後の益々のご活躍を祈念しております。

100. 今後の益々の御活躍と御健勝をお祈りいたします。
101. 末筆になりますが、藤原様の今後益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
102. —
103. 末筆ではございますが、貴殿のご活躍とご健勝をお祈り申しあげます。
104. 末筆ながら，今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
105. ご希望に沿えず申し訳ありませんが、今後とも○○大学へのご理解とご支援の程、よろしくお願い

いたします。

106. 貴殿の今後のご活躍をお祈り申し上げます。
107. 今後のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。
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附録 3・「お祈り」文書の文面例
簡素な例 1（8番）

○○大学の採用人事に御応募いただきましたが，残念ながら貴意に添いかねる結果と

なりましたので，悪しからず御了承願います。

簡素な例 2（6番）
この度は、本研究科助教の教員公募に応募いただきありがとうございました。

選考の結果、残念ながら貴意に添えませんでしたことをお知らせします。

つきましては、お送りいただきました履歴書、研究業績一覧、論文及び著書等をお返

しいたします。

簡素な例 3（42番）
このたびは、本学教員へのご応募をいただき、ありがとうございました。第一次選考

（書類審査）の結果、残念ながら不採用とさせていただくこととなりましたので、あしか

らずご了解の程お願い申し上げます。

簡素な例 4（102番）
この度は、本学教員に応募いただきましてありがとうございました。

令和○年度教員採用書類選考の結果、今回は遺憾ながら貴意に添い難い結果となりま

したので、悪しからずご了承願います。

通常の例 1（23番）
拝啓、時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、このほど本学大学院特定教員に応募いただきまして、厚く御礼申し上げます。

研究領域や研究課題等を踏まえて選考委員会で慎重に審議・選考に努めましたが、今

回は残念ながら貴意に添いがたく、ここに謹んでご通知いたします。

末筆ながら、貴殿のますますのご活躍をお祈り申し上げます。

敬　具

通常の例 2（105番）
この度は、標記募集にご応募いただきありがとうございました。

ご提出いただきました応募書類を審査した結果、誠に残念ですが、あなたは○○大学

教員公募において二次審査（面接）の対象とはなりませんでした。
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ご希望に沿えず申し訳ありませんが、今後とも○○大学へのご理解とご支援の程、よ

ろしくお願いいたします。

丁寧な例 1（35番）
拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

この度は、本学の教員採用にご応募いただき誠に有難うございました。

優れた研究結果等をお寄せいただきましたが、当該学科において担当予定の科目への

適合性等につきまして慎重審議の結果、この度は残念ながら貴殿の採用には到りません

でした。取り急ぎご報告いたします。

結果のご報告が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。

尚、ご応募の際にお送りいただきました業績書類のうち「著書」についてのみ、別便

にてご返送いたしますので、悪しからずご了承ください。

敬具

丁寧な例 2（69番）
拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より本学の教育・研究

活動にご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびは本学の教員募集にご応募くださり誠に有難うございました。多数の

方からご関心を寄せていただき心より感謝いたしております。

厳正なる選考の結果、誠に残念ではございますが、今回は貴台のご希望に沿うことが

できませんでした。悪しからずご了解願います。ご提出書類につきましては、将来のご

縁に備えてお預かりさせていただきたく存じます。

末筆ながら、貴台の益々のご活躍、ご健勝を祈念いたしております。

丁寧な例 3（76番）
年の瀬も押し詰まってまいりました。先生にはお忙しくお過ごしのことと存じます。

さて、先般は、本学にご応募いただき誠にありがとうございました。残念な結果になっ

てしまいましたが、先生の今後のご活躍を心よりお祈りしております。

ご応募の際にお預かりしております書類・資料等は返却しないことになっております

が、先生のご著書につきましては、返送させていただきます。その貴重なご労作を、先

生の今後に生かしていただければ、と存じます。

来る年が先生にとりまして良き年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
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丁寧な例 4（93番）
教員公募の結果報告とお詫び

此度は学校法人○○大学の教員採用にご応募いただき、ありがとうございました。お

かげさまで、○○名の先生方にご応募いただきました。ありがとうございました。

応募していただきました先生方は皆素晴らしく甲乙つけがたかったです。しかし欠員

は一名ですので私をはじめ本学の教員審査委員も苦慮しました。そして何回かの話し合

いの末一名の教員を決めました。

先生に置かれましては大変申し訳ないのですが、不採用の決定がなされましたのでこ

こに応募の御礼と不採用のお知らせをさせていただきます。これに懲りず又の機会にご

応募くださいます事をお願いいたしまして今回の結果報告とさせていただきます。

○○大学学長・教授（○博・○大）

○○　○○　　　　　　

丁寧な例 5（104番）
拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは，○○大学キャリアセンター教員公募にご応募いただき，誠にありがとう

ございました。

ご提出いただきました応募書類の内容に基づき，キャリアセンター内の選考により，

（1)業績，（2)募集分野と職務内容の整合性，（3)今後の就職支援に対する抱負に主眼を

おいて，慎重に審議いたしました。その結果，恐れ入りますが，今回はご意向に沿えな

いとの結論に至りました。

本公募に関心をお寄せいただき，せっかくご応募をいただきながらこのような結果と

なり，誠に申し訳なく存じますが，この度の結果をご容赦ください。

末筆ながら，今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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レプチャ語民話「人食い芋の話」

村上武則 

東京外国語大学 

キーワード：レプチャ語、ヤム芋、グロ民話

1 はじめに 

 本稿は畑で採れたヤマノイモの一種(レプチャ語名 <kasaok book> (/kəsɔk buk/), Dioscorea属)

を持ち帰って調理しないまま放置しておいた結果、芋が夜中に化け物に変身して眠ってい

る主人公の姉を食い殺してしまい、その弟である主人公も最終的には死亡するというショ

ッキングな結末の民話である。これは食べ物を腐らせてしまうことに対する警告を込めた

恐怖譚であると考えられ、レプチャ文化復興運動のリーダーであった故 K. P. Tamsang 氏が

母親から語り聞かされていた物語を記録し、その息子である Lyansong Tamsang 氏が英訳を

付けてレプチャ人学校用の教材である Raong Ring Hlaap : Learn Lepcha (2012) に掲載したテク

ストを調査協力者の Jongmith Lepcha さんがカリンポンのレプチャ語振興団体 Rongring

Society でのレプチャ語教材開発用に語り直したものを底本としている。レプチャ人の間で

は畑で採って来た芋の頭頂部分 (/aʃi apam atʰjak/) を切り取る (/tjət djen/) ことなくに家屋内に

放置していると不吉なこと (/namtɔk aʒen/) が起こる、という話は広く知られてはいるが、こ

のように物語仕立てになっている民話が必ずしも各村落に普及しているわけではなく、

2022 年 3 月にインド西ベンガル州カリンポン市近郊のレプチャ人村落で行った調査でもこ

の物語の異なるバージョンを発見することは出来なかった。同年同月の Lyansong Tamsang 

氏本人へのインタビューにおいてもこの話は独立の物語として伝承されてきたのではなく、

氏の祖母もしくはそれ以前の世代のレプチャ人が子供たちを怖がらせるために既存のフォ

ークロアの要素をつなぎ合わせて作った話ではないか、という意見を述べておられた。特

に孤児が主人公であることは他のレプチャ語民話にも共通してみられるパターンである。 

2  凡例 

レプチャ語は SOV型言語である。具格・奪格標識の nɯ (INS / ABL) は動詞に後続してあ

たかも接続詞のように使われる。これは「(～する)ことによって」、「(～して)から」のど

ちらでも解釈が可能で、本稿では具格 (INS) に統一した。 

レプチャ語カリンポン方言の音素目録を以下に示す。

母音 /ə, a, i, e, u, ɯ, o, ɔ/ 

子音 /k, kʰ, g, ŋ, ʧ, ʧʰ, ʒ, ɲ, t, tʰ, d, n, p, pʰ, f, b, m, r, l, j, w, v, s, ʃ, z, ʦ, ʦʰ, h, ʔ/ 
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  [ɛ] は /e/ の異音であり、独立した音素としては認められない。ブティヤ語やチベット文語

に由来すると考えられる <kr> ([ʈ]), <gr> ([ɖ]) などの反舌音は高齢の話者の間でも既に使われ

ていない。/pʰ/ と /f/、/ʒ/ と /z/、/w/ と /v/ の対立はネパール語やヒンディー語などインド・

アーリア諸語の影響により摩滅しつつあると考えられ、口語では頻繁に交替する。/ʒ/ と /z/

は破擦音の [ʤ], [ʣ] で実現されることも多い。<hr>, <hl> は必ずしも流音が無声化せず、そ

の場合は単なる二重子音のように発声されるため  /r/, /l/ の無声音は音素として認めない。

ranthyet 記号の有無による二種類の <ə>, <i> や <nyi> と <ni> などレプチャ文字で異なる綴り

であっても音韻的区別が無いものは全て同じ音素表記に統一した。なお本稿では視認性を

損ねかねないためレプチャ語本文にイタリック体は使用しない。グロス中に用いる略号は

「FIN : 終助詞」と「HORT : 推奨」以外   

Leipzig Glossing Rules (https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php) に準じる。 

3 レプチャ語テクスト本文(太字音素表記、グロス、日本語訳) 

ya ya ba   rjɔt     kɯp nɔm  nɯ    ɲet   ni    mə   o. 

in the past  orphen   child elder sister INS   2 exist  PST  FIN 

昔々、孤児の少年とその姉がいた。 

zɔm  ʃet   tʰɔŋ   ʃet   ʃu la  mə   nin   nɯ   hɯ-ni  ɲet bu   re 

food  out  drink  out  any  NEG exist  INS  3DL  double  DEF 

食べ物が全く無かったので、2人揃って 

kəsɔk kəʧiŋ      do    ak     do    bam   mə  o. 

yam and its kind  FOC uproot FOC CONT PST FIN 

ヤム芋の類を掘っていた。

suk nim  kat   kəsɔk kəʧiŋ ak nɔŋ  ba     kəsɔk  mərɔ  sa  

day     1 yam and its kind  uproot   go where yam   person GEN 

ある日、芋を掘りに行くと、人間の 

duk    kɯŋ   sa  kat   ʦɯm  nɯ  du  bɯ   lat tʰi  mə  o. 

similar  PTCP GEN  1 find   INS dig  carry come  reach  PST FIN 

ような形をした一つの芋を見つけ、掘り出して持って帰った。 

zɔm   mə    tən    nɯ   ʦɯŋ  nɯ   tɯŋ kjɔŋ  ka     dɯm tɯk   nɯ   

eating NEG intend INS  store INS  corner     LOC  cloth cover  INS  

(それを )食べる気にならなかったので、保存して (家の) 隅に布を被せて 
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de  tʰo  mə  o.   iŋ   re    nɯ   anɔm  re   -m    li    mo.  

sit  set PST FIN bro  DEF  INS  sister  DEF  DAT say  PST. FIN 

置いておいた。弟は姉に言った。 

 

kəsɔk  re    ŋu   tʰa  fat      ka     o.    ʃen la   anɔm re   nɯ 

yam   DEF  boil  eat   already  HORT FIN.  but     sister DEF  INS 

芋を煮て(早く)食べようと。しかし姉は 

 

pʰɔk   -la    do    mə    ɲen   nɯ   mə   o. 

hard   ADV  FOC  NEG  listen INS  PST  FIN 

頑なに聞こうとしなかった。 

o ʦɔŋ  sonap   ka    da ni   ʃenla   anɔm  re    tʰjup  -la  

that day night  LOC sleeping  but    sister  DEF  asleep ADV 

その日の夜に寝るのだが、姉は寝て 

 

mik krap  nɔn   mə  o. 

eye  dose   gone PST FIN 

深く眠ってしまった。 

 

iŋ      re    nɯ   bam  do    ʧak    nɯ    anɔm  re    -m 

brother DEF  INS  exist  FOC  pinch  INS   sister  DEF  DAT 

弟はずっと姉を起こそうとつねってみたものの 

 

ʃi     mə   o.    ʃen la  ʃim  mə   kʰɯt   mə  o.  

wake PST  FIN  but    look NEG fulfill  PST FIN  

姉は起きなかったし、起きる様子も無かった。  

 

iŋ   re    pʰɔk  dɔ    mik krap   mə   lat     nɯ    da ni     ʃen ʧa  tɯŋ kjɔŋ  ka  

bro  DEF  hard  FOC eye dose   NEG come  INS   sleeping  though  corner    LOC 

弟は目を閉じて眠ろうとしたが眠れず、隅の 

 

dɯm  tɯk   nɯ   de  tʰɔ  bu      mərɔ  doŋ     kəsɔk re  

cloth  cover  INS  sit  set NMLZ  human shaped  yam     DEF 

布を被せて置いてあった人型の芋が 
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tjɯk  ŋan   ʃi     mə  o.    iŋ   re    muŋ  zuŋ  nɯ   

jump sit   wake  PST FIN  bro  DEF  terrify    INS 

飛び上がりながら起き上がっていた。弟は怖くなって 

 

tʰɔp   ka    ʃaŋ      tʰap  mi   do     mat lɯŋ  ŋan   mə  o.  

hearth LOC firewood put   fire  FOC  by side    sit    PST FIN 

暖炉に薪をくべてそばに座った。 

 

mi   re    djak  lɯŋ  a-tim  zu    lɯŋ  nɔŋ    ŋɯŋ   sa    kəsɔk  re     la  

fire  DEF  blaze out   huge  burn  out   within PTCP along yam   DEF   then 

炎が大きく燃えている間は芋は 

 

mə   tjɯk  nɯ    ŋan  (n)i  mə  o.     an    mi   re    mak-la mak-la   

NEG jump INS   sit   be   PST FIN   and  fire  DEF  gradually 

跳ねずにじっとしていた。そして炎がだんだん 

 

nɔk  ŋɯŋ   sa     kəsɔk re     ʧa    da    luk   nɯ    tjɯk  mə  o.  

dark PTCP along  yam   DEF  soon  sleep  rise  INS  jump PST FIN 

暗くなってきたら芋はすぐに起き上がって跳ねた。 

 

iŋ  re    muŋ    do     zuŋ  nɯ   anɔm re   -m    ʃim   ʃet     mənin  ne.  

bro DEF  terrify FOC   fear INS  sister DEF  DAT wake power  not be   NEG. FIN 

弟は恐ろしくなった、(しかし)姉を起こすことは出来なかった。 

 

iŋ   re    nɯ   mi   mat    ʃaŋ      tʰap  ʧɔm  yet     bɯ    nɯ     tit   nɔn  mə    o.  

bro  DEF  INS  fire  toward  firewood put   left   behind load  INS    run  go   PST  FIN 

弟は炉に残りの薪をくべて逃げ出した。 

 

iŋ  re    ljaŋ  hlo  kɯp  kat  fjɔk  lɯŋ  lɔ    vuŋ   nɯ   ŋək   ʃen la  

bro DEF  place hill  small one cross out   again turn  INS  look  but 

弟は小さな山を越えてから振り向いたが、しかし 

 

mi   re    hjɯm-la   ʧa    mak  nɔn   nɯŋ    sa    kəsɔk  re    luk   diŋ   nɯ  

fire  DEF  glow ADV soon  die   gone PTCP along  yam   DEF  rise  stand INS 

炎がちらつきながらすぐに消えてしまったところで、芋は立ち上がって 
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anɔm  mik krap   da ni   bu      re    -m     ʧa    zo  nɯ   vi      poŋ   tʰɔŋ    nɯ  

sis    eye  dose   sleep  NMLZ  DEF  DAT  soon  eat INS  blood   flow  drink   INS 

寝ている姉をすぐに食べて血を飲み干し 

 

kəsɔk  re   ahjɯr  ŋun     ŋan   ʃi    nɯ   hɯ  re    ʧa    o bi  lom    pʰil   do    tit   mə  o.  

yam   DEF  red    become  sit   wake  INS  he   DEF  soon  there from away FOC run  PST FIN 

芋は赤く染まって起き上がり、彼(弟)はすぐにそこから離れて走った。 

 

o lom      tit   nɯ   blɯ  kə kjɔk  hjɔk  lel     nɯ   lɔ    vuŋ  nɯ   buk  tə   hɔŋ   ka  

from there  run  INS  hill   seven    pass  finish  INS  again turn INS  yam bear hole  LOC 

そこから(弟は)走って 7つ山を越え、振り返り、芋を植える用の穴に 

 

van   nɯ   ma   ŋan   ni   ʃen la  kəsɔk  re    la    hɯ  -m     rjak bu 

enter INS  hide  sit   be   but    yam   DEF  then  he   DAT  follow 

入って隠れていた、しかしそこで芋は彼を追いかけて来て 

 

hɯ  ma  ŋan   ni  bu      tə   hɔŋ   pɯn  ka    lat    kʰɯt    tɯŋ   sa  

he   hide sit   be  NMLZ  bear hole  near  LOC come fulfill   PTCP  along 

彼が隠れている所のその穴の近くにまで来てしまった時に 

 

hik   bɯ   ʧa    rjaŋ  tʰjo   mə  o. 

cock  male just  crow hear  PST FIN 

ちょうど鶏が鳴くのが聞こえた。 

 

o re   kəsɔk  re    ʧa    kəsɔk  do    ŋan   ka    lɔ    nɔŋ   nɯ   ŋan  (n)it   mə  o. 

then  yam   DEF  soon  yam   FOC sit    LOC again gone INS  sit  sleep  PST FIN 

その時芋はすぐにヤム芋に戻ってしまい、その場にとどまって眠った。 

 

iŋ   re    buk  tə   hɔŋ   nɯ    luk  plə       dəŋ    nɯ    tit   nɯ    a-ʒɔŋ    

bro  DEF  yam  bear hole  INS   dig  come out  move  INS   run  INS  maternal uncle's 

弟は芋穴を掘り出て来て走って母方のおじの 

 

ljaŋ  ka    tʰi    nɯ   djaŋ tʰja  kat  tɯŋ vjeŋ  nɔŋ    ka    djaŋ tʰja  kat  ljaŋ     ka  

place LOC reach INS  foot head  1   door       inside LOC foot head  1    outside LOC 

所に着いて、片足を戸の中に入れて、もう片足を外に 
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tʰo  nɯ   tʰam  dɯn  kʰɯt   tɯŋ   sa       pok  til     nɯ   mak  nɔn   mə  o. 

lay INS  thing tell   fulfill  PTCP along   fall   down  INS  die   gone PST FIN 

置いて、出来事を話し終えた時に、倒れて死んでしまった。 
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