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み や ら

沖縄県石垣市宮良方言の活用体系

新垣 公弥子

0. はじめに

琉球方言の研究は少なくない｡その中でも比較的進んでいるのは音韻研究である｡

活用研究はと言えば比較研究が行なえるまでに資料が整い､適時研究を通して各活用

形の古形が推定できるようになったところである｡ 活用研究は音韻研究を踏まえなけ

ればならないといった方法論上の問題から音韻に比べ記述研究が遅れていた｡これま

では資料の少なさゆえ記述研究に全精力を傾注 しなければならなかったが､音韻研究

の成果も充実してきた今 日では､活用の記述研究にも目が向けられ主要方言の体系が

明らかにされた｡現在では比較研究も行なわれるまでになってきたが､しかしまだま

だ十分とは言えずさらに記述研究を進めていく必要がある｡ 本論考では沖縄県石垣市

宮良 (みやら)方言の動詞と形容詞について記述する｡ 当地は明和8年の大津波で村

が半壊 したため琉球政府により小浜島からの入植政策が取られた｡そのため現在でも

石垣島市内の方言とは違いが見 られると指摘されている｡調査資料は東成底光秀氏

(1912生)と青田久子氏 (1915生)を話者とし1998年から1999年にかけて行なったも

のである｡

1.琉球方言活用研究の流れ

琉球方言それ自体の記述は rEssayinAidofaGrammarandDictionaryoftheLuchuan

LanguageJ(B.H.Chamberlain1895)に初まり r那覇方言概説J(金城1944)と続 く｡や

はり構造言語学的手法に基づいて活用を精轍に記述 して見せたのは服部四郎の ｢琉球

語｣(1955)である｡首里方言を対象とした実証的な記述方法は､後の琉球方言の宿

用研究に大きな影響を与える｡ これに対 して､中央語との対応関係を重視 した体系記

述方法を用いたのは仲宗根政幸 ｢沖縄方言の動詞の活用｣(1960)である｡ これは今

帰仁与那嶺ほか5方言を記述 しており､比較研究の芽生えも見て取れる｡以後の活用

記述では､後者の方法に従い､中央語との対応関係を重視 した記述方法が取られてい

る｡ 以後琉球方言の活用に関する論考は ｢首里方言の動詞のいいきりの形｣(鈴木

1960)､｢琉球語動詞の適時的考察｣(崎山1963)などが見られる｡ これまでの活用研
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究では各地域の体系記述が主であったのに対 し r琉球方言の総合的研究｣(平山他

1966)､r琉球先島方言の総合的研究J(平山他1967)では全琉球主要方言の体系記述

を行なっている｡また仲宗根 (1960)の記述方法からアスペクトを切 り離した形で活

用をまとめて見せたのは r琉球方言文法の研究J(内聞1984)である｡ 奄美諸島から

与那国に至る全琉球主要方言の体系記述を基に比較考察､通時研究を行なっている｡

これ以後は､適時研究も盛んになり各活用形の古形も推定できるまでに活用研究は進

められている｡ 方法論としては内聞 (1984)に基づき以下､石垣市宮良方言について

見ていく｡

2. 宮島方言の活用

2.1 音韻

2.1.1 音素

宮良方言の音素は次の通 りである｡

母音音素/i 王 e a o u/ (6個)

子音音素/' h k 9 t d c z s rn p b m/ (14個)

半母音音素/j w/ (2個)

拍音素/Q N/ (2個)

2.1.2 拍構造

官良方言の拍構造は次の通りである｡

CV CSV V CNQ

2.2 動詞の活用

2.2.1 活用分類

宮良方言の動詞を語幹の末尾に着目し分類すると 【表1】のようになる｡

【表1】

基本語幹1 基本語幹2 基本語幹3

1類 C C C

2類 CV CV CV
3類 CVC CVC C

4類 k. ku k
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2.2.2 活用体系

【表1】の5類について､代表例をもって語幹と語尾とに分けて表示すると 【表2】

のようになる｡

【表2】

分 動 基本 喬 未 令 辛 逮 麓類 詞 書五PR 妖

幹1 形 形 形1 形2 形 形

1類 書 く kak a a 1 'jaa 1 1

2類 食う hwa a auuu 1 i'jaa 11王王 11ii

3類4類 起きる来る 'ukir'ukk aaa 1uu 'jaau5類 する h aa 1 'jaa (S)i ii

主な接尾形式 nu(ない) daraa(よ) ●●IplSaN､(たい) tee(て)

分 動 葦 終 終 逮 du 秦 基本 *正
演 詞 蓉 止 止 体 昏 件 寺玉.PE)形 形 形 形 幹 形

2 1 2 形 3

1類 書 く kak u u'N u u u kak 1

2類 食う h(W)o 0 o'N 0 0 0 hwa'ukk 11ii3類4類 起きる来る 'ukirku uu u'Nu'N uu uu uu

5類 する hu u u'N u u u
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2.2.3 活用表

【表2】をより具体的に音声レベルで示すと 【表3】のようになる｡ また資料が得ら

れなかった箇所についてはNRと記 しておく｡

【表3】

1類

志向形 未然形 命令形1 命令形2 連用形 接続形

書 く kaka kaka kaki kakja: kak王 kaki

働 く hataraga hataraga hataragl hataragja: hataragl NR

束ねる NR maraga mara91 mara9Ja: maragl mara91

着る kisa kisa k‡fi kita: k亨Ti kili

切る ks1-Sa ksisa kisi kila: kis王 kili

言う idza idza id3i id3a: idz王 id3i

立つ NR tatsa tatfi tatfa: tatfi tatfi

死ぬ sina .slna Sini sinja: S王ni NR
殺す kuraha kuraha kuraGi kuraca: kurasi kuraC1

煮る ba9aha ba9aha bagaGi bagaGa: ba9aGi bagaCi

呼ぶ jaraba NR jarabi jarabja: jarabi jarabi

被る kaba kaba kabi kabja: kab王 kab王

包む Suma Suma Surm SumJa: Suml Sum

眠る nlma NR mlm nimJa: nin nlml

読む juma juma jumi Ju叩a: jumi jumi

居る ura ura uri urja: uru mi

いらっしゃる o:ra o:ra o:ri o:rja: o:ri o:ri

刈る kara kara kari karja: kari kari

蹴る kira kira kiri kirja: kiri kiri

取る tura tura turi turja: turi turi

行 く para NR pari parJa: Pam NR

跳ぶ majar a maJara malari maJarJa: maJarl maJari

終止形1 終止形2 連体形 du結び形 条件形 禁止形

書 く kaku kakun kaku kaku kaku kak王

働 く hataragu hataragun hataragu hataragu hataragu hataragu

束ねる mara9u maragun maragu mara9u maragu maragl.

着る kisu kisun kisu k壬su kisu kili.

切る ksisu ksisun k弓Su ks亨su kSisu ksi:

言う idzu idzun idz王 idzu idzu idzi
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死ぬ S王nu slnun Sinu sinu sinu s王nu

殺す kura争u kura争un kura4u kura申u kurah kuraha

煮る ba9a4u bagahn ba9a如 ba9a如 baga如 ba9aG王

呼ぶ jarabu jarabun jarabu jarabu jarabu . jarabi

被る kabu kabun kabu kabu kabu kabi

包む Sumu Sumun Sumu Sumu Sumu Sun

眠る nlmu nlmun nibu nlmu nlmu nin

読む jumu Jumun jumu jumu jumu jun

居る um umn unl unl unl un

いらっしゃる O:ru 0:ruJ1 0:ru 0:ru 0:ru 0:A

刈る karu karun karu karu karu kan

蹴る k王ru kirun k王ru kiru kiru kin

取る turu turun turu turu turu tun

行く Paru Parun ,Paru Paru NR Pan

志向形 未然形 命令形1 命令形2 連用形 接続形

食う ね: 4a: ki ねija: ねi ぬi

笑う ba:ra: ba:ra: ba:mi ba:ralJa= ba:rai ba=rai

洗う a:ra: a:ra: ㌫ral a:ralJa: a:ral a:ral

思う uno: umO= umul umulJa: umul umul

漕ぐ ko: ko= kui kuija: kui NR

買う ka: ka: kai kaja: kai kai

終止形1 終止形2 連体形 du結び形 条件形 禁止形

食う ho: 40:n ho: ho: 40= Qai

笑う ba:ro: ba=ro:n ba:ro: NR ba:ro: ba:rai

洗う a:rO: a:rO:n a=rO: a:rO: a:rO: a:rat

思う uno: NR umo: NR umo: umul

漕ぐ ko: ko:n ko: ko: ko= kui

買う kau kaun kau kau kau kai
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3類

志向形 未然形 命令形1 命令形2 連用形 老練形

起きる ukira uku ukiri ukirja: uki uki

受ける ukira uku ukiri ukirja: uki uki

上げる agira a9u a9iri 喝1ⅠJa: 喝i a9i

見る mlra mu: miri mlrJa: mi = mi=

終止形1 終止形2 連体形 du結び形 条件形 禁止形

起きる ukiru ukirun ukiru ukiru ukiru uki

受ける ukiru ukirun ukinl ukinl ukim uki

上げる a9inl a91nln a9iru a9inl 喝inl a9i

4類 ･5類

志向形 未然形 命令形1 命令形2 連用形 凍続形

する ha: ha: ci: Ga: Si ci:

終止形1 終止形2 連体形 du結び形 条件形 禁止形

来る ku: ku:n ku: ku: ku: ki:

2.2.4 活用形の用法

1)志向形

lma:dzugkaka](一緒に書こう)

lma:dzun皇鉱】(一緒に食おう)

lattsa:hajaha=幽 (明日早 く起 きよう)

lma:dzunJi9utu虹 】(一緒に仕事 しよう)

2)未然形

【nu】(ない)を後続させる｡

Pa:辿 nu](私､書かない)

pa:奴 nu](私､食わない)

lme=da血 nu](まだ起 きない)

lkju=ja虹 nuhadzi】(今日は来ないはず)

lba:虹 nu](私､しない)

3)命令形1

【jo:】(よ)､【dara:】(よ)を後続させる｡

lma=dzug辿 jo:】(一緒に書けよ)
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lwantag9a:辿 dara:】(君だけ食えよ)

Plajaha盛垣dam=](早 く起きろよ)

lwanug虹 dara:】(君 も来いよ)

lwa:虫三dara=】(君､ しろよ)

4)命令形2

lma=dzug些 】(一緒に書け)

lwa:垣虹】(君､食え)

majaha些蛙 】(早 く起 きろ)

lwanughbajo:】(君も来いよ)

lwa:皇室jo:】(君､しろよ)

5)連用形

lpisa:n](たい)を後続させる.

lbanumma:dzug幽 pisa:n](私 も一緒に書きたい)

lurin辿 pisa:so:n](これも食べたそうにしている)

辿 pl-sadaru](起 きたいよ)

lbanuD皇辻pisa:n](私も来たい)

panunli9utu盛癖a:ru](私も仕事 したいよ)

6)接続形

【te:】(て)を後続させる｡

比出 tte:garaasab王na:haru](書いてから遊びに行 く)

【血 te:asab王na:duharu](食って遊びに行 く)

【生垣te:hate:9e:harita】(起きて畑に行った)

lkumage:虹 tema=dzunharani:】(ここに来て一緒に行こうよ)

lJiguto:蛙 te:jukuija](仕事 して休め)

7)終止形l

lwa:kakukka:banug由虹I(君､善 くから私 も書 く)

lure:ba:du虹 dara:】(これは私が食うよ)

lba:du仙 (私､起きる)

lbanunattsa:du:由三】(私も明日来る)

lligutudu虹 】(仕事する)

8)終止形2

lwa:kakukka:banug由由迎】(君､善 くから私 も書 く)

lwa:40:ka:banun短辺](君､食うから私 も食う)

lme:盛出盛】(もう起 きる)

Panun attsa:由辿】(私 も明日来る)

lkju:garaJi9utu皇旦辿 dara:】(今 日から仕事するよ)
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9)連体形

【pi叫 (人)を後続させる｡

【姐血pituuranu](書 く人､いない)

lmunu出 baJu:jamunui:suna](食べる時は静をするな)

』出払pituuranu](起 きる人､いない)

ltaro二g由にpituuranu](誰も来る人､いない)

lJi9utugkatsi:虹 pituuranu](仕事 も手伝いする人､いない)

10)duの結び形

lkju:jada:由 辿 :】(今 日は誰が書 くか)

lkari由虹 ttlo:】(これが食うって)

lnantuk王n由 生地 ju:ba9aranu](何時に起 きるのか分からない)

Eta:血 虹 ju=ba9aranu】(誰が来るのか分からない)

lkunuliguto=ta:由 虹 ju:ba9aranu](この仕事は誰がするのか分からない)

ll)条件形

【ka:】(から)を後続させる｡

lwa:由血 kka:banugkaku】(君､善 くから私 も書 く)

lwa:虹 ka:banun40:n](君､食うから私も食う)

lwa:血 ka:banunukirun](君､起 きるから私 も起 きる)

lwa:虹 ka:karigku:hadzi】(君､来るからあれも来るはず)

lwa:虹 ka:banun軸:n](君､するから私 もする)

12)禁止形

【na】(な)を後続させる｡

lkumagga=iakina](ここには書 くな)

lure:血 na](これは食うな)

Dajaha:riki止ina](早いので起 きるな)

lwa:attsa9ara比 na](君､明日から来るな)

2.3 形容詞の活用

2.3.1 活用分類

宮良方言の形容詞を語幹の末尾に着目し分類すると 【表4】のようになる｡

【表4】

派生語幹1 派生語幹2

1類 CVV CVV
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2.3.2 活用体系

【表4】の2類について､代表例をもって語幹と語尾とに分けて表示すると 【表5】

のようになる｡

【表5】

分 馨 派坐 未 逮 逮 終 意 理 準類 普I 妖 止

詞 幹1 # 形1 形2 形 形 形 形

1類 高い takahaa ra ≠ ≠ IN ∩ rLl ≠2類 遠い toohoo ra ≠ ≠ 一N ri nu

主な接尾形式 ba'N neenu kisjaa kii 'N

分 馨 派坐 逮類 請 体
詞 幹2 形

1類 高い takahaa ru

2類 遠い too m

2.3.3 活用表

【表5】をより具体的に音声レベルで示すと 【表6】にようになる0【表6】

1類

未然形 連用形1 連用形2 終止形

高い takaha:ra takaha: takaha: takaha:A

可衷相 kimuitaha:ra kimuitaha: NR k王muitaha:A

苦しい o:maha:ra o:maha: o:maha: NR

美味しい mmaha:ra .mmaha: mmal1a: mmaha=n

珍しい midz王raha:ra midz王raha: midziraha: midz王raha:A
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忙しい pantaha:ra pantaha: pantaha: pantaha:A

涼しい pirigehe:ra pirigehe: pirigehe: pirigehe:a

嬉しい sanihe:ra sanihe: sanihe: sanihe:a

美しい(もの)kaihe:ra kaihe: kaihe: NR

恐ろしい nugurihe:ra nu9urihe: nugurihe: nu9urihe:a

恥かしい bakkahe:ra bakkahe: bakkahe: bakkahe:A

軽い karuho:ra- karoho: karoho: karoho:a

難しい mutsikasa:ra mutsikasa: mutsikasa: muts王kasa:A

暑い attsa:ra attsa: attsa: attsa:瓜

重い ittfa:ra .ittla: ittfa: ittfa:n

ひどく苦しい k甘tlissa:ra k甘tfissa: kvtfissa: NR

大人しい utinassa:ra utinassa= utinassa: utinassa:a

薄い bjo:ho:ra bjo:ho: bjo:ho: bjo:ho:a

寒い pi:fa:ra pi:fa: pi:fa: pi:fa:a

接続形 理由形 準体形 連体形

高い takaha:ri takaha:nu NR takaharu

可真相 kimuitaha:ri kimuitaha:nu k王muitaha: kimuitaha:ru

苦しい o:malta:ri 0:maha:nu o:maha: o:maha:ru

美味しい mmaha:ri mmaha:nu rrmaha: mmaha:ru

珍しい midziraha:ri midziraha:nu midz王raha: midz王raha:ru

忙 しい pantaha:ri pantaha:nu pantaha: pantaha:ru

涼しい pirigehe:ri pirigehe:nu pirigehe: pirigehe:ru
樟しい Sanihe:ri Sanihe:nu sanihe: Sanihe:ru

美しい(もの)kaihe:ri kaihe:nu kaihe: kaihe:ru

恐ろしい nugurihe:ri nugurihe:nu nugurihe: nugurihe:ru

恥かしい bakkahe:ri bakkahe:nu bakkahe: bakkahe:ru

軽い karuho:ri karuho:nu karuho: karoho:ru

難しい mutsikasa:ri muts王kasa:nu mutsikasa: mutsikasa:ru

暑い attsa:ri NR attsa: attsa:ru

重い ittJa:ri ittla:nu ittla: ittla:ru

ひどく苦しい k甘tfissa:ri k甘tfissa:nu k甘tfissa: k甘tlissa:ru

大人しい utinassa:ri utinassa:nu utinassa: utinassa:ru

薄い bjo:ho:ri bjo:ho:nu bjo:ho: bjo:ho:ru
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未然形 連用形1 連用形2 終止形

遠い to:ho:ra to:ho: to=ho: to=ho:A

美しい (人) appare:he:ra appare:he: appare:he: appare=he:A

接続形 理由形 準体形 連体形

遠い to:ho:ri to:ho:nu to:ho: to:ru

美しい (人) appare:he:ri appare:he:nu appare:he: appare:ru

2.3.4 活用形の用法

1)未然形

lbaJl](ても)を後続させる.

lkunuidzo:takaha:rabagka:mba:】(この魚は高くても買う)

lto:ho:rabanhariga:】(遠くても行 く)

2)連用形1

【ne:nu】(ない)を後続させる｡

land3ima:de:幽 垣ne:nu](そんなにまでは高くない)

幽 ne:nu](遠くもない)

3)連用形2

lgkiJa:】(そう)を後続させる.

lkunuidzo:幽 gkiJa血 u](この魚は高そうだ)

Bgih9LgkiJa:ru](遺そうよ)

4)終止形

lkure:takaha:n](これは高い)

lkumagaratumO:ri9e:ja皇血 塾1(ここから海までは遠い)

5)接続形

【ki:】(ので)を後続させる｡

rtakaha:riki:ka:nu](高いので買わない)

lkuma9aratumO:ra:tO:ho:riki:haranu](ここから海は遠いので行けない)

6)理由形

rtakaha:nukai]anu](高いので買えない)

lto:ho:nuharanu](遠いので行けない)

7)準体形

【n】(か)を後続させる｡

luk1-na:n姐 n](沖縄も暑いか)I

lkuma9aratumO:ri血 一(ここから海は違いか)
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8)連体形

rtakaharujama](高い山)

』は旦kata9e:ParLnadara:】(遠い所には行 くなよ)

3.まとめ

以上､宮良方言の動詞､形容詞の活用体系について見てきた｡先ず当方言の動詞の

語幹は 【表1】で示 したように基本語幹1､2､3で記述できる｡ 奄美 ･沖縄方言では基

本語幹の他に派生語幹､接続語幹を立てるが､宮良方言ではそれらの語幹は立てずと

も基本語幹のみで記述できる｡ また活用は5類に分類できる｡ ここでは ｢書く｣を例

に 【表7】(内聞1984)の分類と比較しながら特に成立に関する問題で重要な終止形1､

2､連体形､接続形について見ていく｡

【表7】

未然形 条件形 命令形 連用形 禁止形

古形 (lb) ※kaka ※kake ※kake ※kaki ※kaku

古形 (lb) 古形 (2b)
終止形1 ｢連用形+※wori｣ ｢連用形｣

終止形2 ｢連用形+※worimu｣ ｢連用形+※mu｣

連体形 ｢連用形+※wom｣ ｢連用形｣

【表7】からも明らかなように琉球方言の終止形1､2､連体形､接続形は連用形を基に

成立している｡ 奄美 ･沖縄方言の終止形1､2､連体形は ｢居り｣が結合するために派

生語幹が見出される｡これに対 し､宮良方言の場合は終止形2が推量の助動詞 ｢む｣
を付加させる以外は連用形そのものが終止形1､連体形､接続形となっているため､

派生語幹は立てなくてよい｡以下､渡嘉敷 (沖縄)方言と比較する｡

【表1】動詞活用分類 (宮良方言) 【表8】動詞活用分類 (渡嘉敷方言)

基本語幹1 基本語幹2 基本語幹3

1類 C C C

2類 CV CV CV
3類 CVC CVC C

4類 k ku k

基本語幹 連用語幹 派生語幹 接続語幹

1類 C C CV C

2類 CVC CV CVV CVC
3類 ko ci cuu c
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(13)

次に形容詞であるが､宮良方言の形容詞はサアリ系統に属する｡ 同じサアリ系統で

も､奄美 ･沖縄方言とは多少異なる｡ 奄美 ･沖縄では､基本語幹､派生語幹､壊続語

幹の3つが区別しえたのに対 し､宮良方言では､基本語幹は見出しえない｡また動詞

の活用記述と平行的に､接続語幹も認めたいところであるが､凄続語幹は派生語幹と

まったく同じになるため､形容詞の活用は派生語幹ひとつで記述 した0

【表4】形容詞活用分類 (宮良方言) 【表9】形容詞活用分類 (渡嘉敷方言)

派生語幹1 派生語幹2

1類 CVV CVV

基本語幹 派生語幹 接続語幹

1類 CV CVCV CVCVC

宮良方言の形容詞では派生語幹1､2や言立てられる.｢遠い｣の派生語幹1【to:ho:】が

連体形では【to:】になるため派生語幹2を立てた｡このような語は ｢美しい人｣を表す

語の【appare:he:】が連体形で【appare:]となるのみで語例としては少ない｡
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