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ことばの不思議 事務的なこと

• スライドとノートテイキングに関して

金田一語類

東京  

「～が」
京都  

「～が」
長崎  

「～が」
1類  

風  牛  虫  鼻  森  道
0  

低高高
H 0  
高高高 A  

高高低2類  

川  石  歌  冬  村  紙 2  
低高低

H 1  
高低低3類  

犬  家  月  草  山  花
B  

低低高
4類  

空  海  糸  船  板  肩 1  
高低低

L 0  
低低高

5類  

春  雨  窓  声  秋  汗  

L 2  
低高低

音韻論

音声学

ima nanji ka wakarimasu

語用論

意味論
統語論

「今何時か分かります？」

「はい。分かります。さようなら」
「あ、2時5分です」
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単語

/tri/

おしながき

• 単語とは？ 

• 単語のつくられ方 

• 世界の言語の単語 

• ケーススタディ：連濁

単語とは？
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文を単語に区切るのは簡単？

• 次のフレーズのなかに単語はいくつ？ 

• 「持ってかなかったんじゃないかな」 

• 「南阿蘇水の生まれる里白水高原駅前」

単語とは何だろうか

• 意味的な単位？ 

• 文法の単位？ 

• 音の単位？ 

• 書くときの単位？ 

• 基準によって一致しない。

単語とは何だろうか：  
もう一つの問題

• 「強い」と「強く」は同じ単語ですか？ 

• strong と strongly は同じ単語ですか？ wr i t e

w r i t e s

w ro t e

w r i t t e n

w r i t i n g

語形 (word form)

WR ITE

語彙素 (lexeme) REWR I TE

WR I TER

• 語彙素どうしの関係を派生 (derivation)、 

• 語形どうしの関係を屈折 (inflection) という。 

• ただし、両者の厳密な区別は難しい。

WR ITABLE



単語の作られ方

単語の作られ方

• 何の由来もなく音を並べて作られることは、ほとんどない。 

• 例外（？ 諸説あり） 

• コダック 

• アイダホ 

• プノパポン 

• ほとんどの新語は、既存のパーツの組み合わせや省略で作ら
れる。

単語の形の作られ方

• 派生（語幹と接辞のくみあわせ） 

• 複合（語幹どうしのくみあわせ） 

• 重複（同じ要素のくりかえし） 

• その他いろいろ 

• 転換（形を変えずに他の品詞に使い回すこと） 

• 母音交替 

• 省略 

• 混成語 etc.

接辞のいろいろ

• 接尾辞　happy → happiness 

• 接頭辞　happy → unhappy 

• 接中辞 

• タガログ語 sulat「書く」→ sumulat (行為者焦点) 

• 接周辞 

• ドイツ語 spielen「遊ぶ」→ gespielt (過去分詞)



複合

• basketball, video game, wallpaper, greenhouse gas 
emission reduction scheme proposal 

• 手紙、腕時計、電子マネー、公益財団法人全日本軟式
野球連盟

重複

• 山々、人々 

• duhp (‘dive’) → du-duhp (‘be diving’) 

• mihk (‘suck’) → mi-mihk (‘be sucking’) 

• （ポナペ語 / ミクロネシア連邦）

(Rehg 1981: 78)

世界の言語の単語

世界の言語の単語

• 世界の言語には、「単語」の中身が複雑な言語（統合
的 synthetic な言語）と、シンプルな言語（孤立的 

isolating な言語）とがある。



孤立的な言語

• 他　在　图书馆　看　报　（中国語） 

• 彼　で　図書館 見る 新聞 

• 「彼は図書館で新聞を読んでいる。」

(Li and Thompson 1981)

統合的な言語

• Paasi-nngil-luinnar-para ilaa-juma-sutit. 

• understand-not-completely-1SG.SBJ.3SG.OBJ.IND 
come-want-2SG.PTCP 

• （西グリーンランド語） 

• 「私には、あなたが来ようとしたことが全く理解でき
なかった」

(Fortescue 1984: 36)

ケーススタディ：連濁

ケーススタディ：連濁

• かみ (kami) → おりがみ (origami) 

• カバー → ブックカバー / *ブックガバー 

• 異形態 (allomorph)



ケーススタディ：連濁  
コメントシート

• 連濁が起こる例、起こらない例をたくさん考えてくだ
さい。 

• 連濁が起こる条件は何ですか？

ライマンの法則

• 濁音（ガ行、ザ行、ダ行、バ行） 

• 最初から（後ろに）濁音がある語は、連濁しない。 

• かみくず (*かみぐず)、あいかぎ (*あいがぎ)、そよ
かぜ (*そよがぜ)、はなしことば (*はなしごとば) 

• 例外：　なわばしご

単語には語種の違いがある

• 和語、漢語、外来語 

• 日本では、古い時代に中国語から入った語彙は「漢語」
と呼び、「外来語」には含めないことがよくある 

• 外から入った単語は、より一般的には、借用語 

(loanword) という。

語種と連濁

• 和語 … 連濁が起こる（起こりうる） 

• 漢語 … 連濁が起こらない 

• 現代社会（げんだいしゃかい / *げんだいじゃかい） 

• 例外 … 株式会社、夫婦げんか、黒砂糖、単行本、… 

• 外来語 … 連濁が起こらない 

• 生クリーム / *生グリーム　大ヒット / *大ビット 

• 例外 … いろはがるた、雨がっぱ、…



単語には品詞の違いがある

• 名詞、動詞、形容詞、…

品詞と連濁

• 動詞+動詞の複合動詞では連濁は起きない 

• だきつく (*だきづく)、つきさす (*つきざす)、かけつけ
る (*かけづける)、かきとる (*かきどる) 

• 例外：たちどまる、いきづまる など 

• 名詞+動詞なら連濁は起きる 

• 気づく、めざす、元気づける、相手取る (あいてどる)

単語には（しばしば）主要部がある

• バナナワニとワニバナナ

単語には（しばしば）主要部がある

• ゾウガメは、カメの一種。ゾウの一種ではない 

• 「カメ（ガメ）」が、「ゾウガメ」の主要部 (head) 

• バナナワニはワニの一種で 

• ワニバナナはバナナの一種



主要部と連濁

• 主要部のある単語は連濁する 

• 苗木 (なえぎ)、団子鼻 (だんごばな)、縦書き (たてがき)、食わず嫌い 

(くわずぎらい) 

• 並列の単語は連濁しない 

• 草木 (くさき)、目鼻 (めはな)、読み書き (よみかき)、好き嫌い (すきき
らい) 

• 重複は連濁する 

• 人々 (ひとびと)、月々 (つきづき)、…

単語には木構造がある

• モンシロチョウとオジロワシ

連濁と木構造

• にせたぬきじる 

• にせだぬきじる

連濁は予測できない

• なぜ連濁しないのか 

• 朝日（あさひ）、枯れ木（かれき）、織姫（おりひめ） etc. 

• 連濁を完全に予測するのは不可能。 

• 単語の両面性 

• 単語それぞれに歴史がある。我々はしばしばそれを聞いたまま覚えて
いるだけであり、頭の中のルールで作っているわけではない。 

• といって全て「覚えているだけ」というわけでもない。「ワニバナナ」
がバナナの一種であることはすぐわかるし、「ググる」の否定は「ググ
らない」であることはすぐわかる。


