
私 に 池 が あ り ま す

マ レ ー シ ア 人 の 明 る い リ ラ ッ ク ス し た 雰 囲 気 と 中 国 人 の ま じ め さ を 合 わ せ

持 つ フ ァ ド 先 生 は 、 こ の 一 年 間 の 日 本 滞 在 で 更 に 彼 の 日 本 語 力 に 磨 き が か か

る と 思 う の だ が 、 彼 に も 大 き な ウ イ ー ク ポ イ ン ト が あ る 。

そ れ は 発 音 で あ る 。

日 本 人 の 話 す こ と な ら 九 十 パ ー セ ン ト は 分 か る と い う の に 、 彼 の 言 う こ と

は 時 々 聞 き 間 違 え ら れ る と い う の だ 。

こ の 間 も 「 私 に イ ケ が あ り ま す 」 と 言 っ た ら 相 手 の 先 生 に 「 え っ ？」 と 変

な 顔 を さ れ て し ま っ た と 、 私 の 顔 を じ っ と み つ め る 。 私 な ら 分 か っ て く れ る

で し ょ う と い う 風 に 。 で も 待 っ て 下 さ い 。 フ ァ ド 先 生 。

前 後 の 文 章 が な け れ ば 、 私 に だ っ て 分 か ら な い わ 。 「 池 が あ る ？ 」「 ど こ

に ？」「 あ な た に ？」「 ま さ か ？」「 あ な た の 家 に と い う 意 味 ？」
「 フ ァ ド 先 生 、 申 し 訳 な い け れ ど 、 私 に も 意 味 が よ く わ か ら な い わ 。 イ ケ っ

て 、 あ の 魚 や 蛙 の い る 池 の こ と ？」

フ ァ ド 先 生 の 黒 い 瞳 が 失 望 の 色 を た た え て い る 。 陽 気 な 彼 も 良 い け れ ど 、

こ ん な 表 情 も 捨 て が た い 。 彼 、 日 本 語 の 先 生 じ ゃ な く て 役 者 に な れ ば 良 か っ

た の に と 彼 の 感 情 に は お か ま い な し に 、 が っ く り と 肩 を 落 と し て い る フ ァ ド

先 生 を み つ め 返 す 。

「 イ ケ は 池 で は な く て 、 オ ピ ニ オ ン の こ と 、 イ ケ で す」
「 あ あ 、 意 見 ！ 分 か っ た わ 。 先 生 に 『 私 に 意 見 が あ り ま す 』 と 言 い た か っ た

の ね」
「 そ う で す」
「 池 は ま ず い わ 、 フ ァ ド 先 生 、 ま ず イ ケ と イ ケ ン で は 高 低 ア ク セ ン ト が 逆 だ

し 、 そ れ に あ な た は ン を 発 音 し な か っ た 。 つ ま り 三 拍 の こ と ば を 二 拍 で 発 音

し て し ま っ た の ね」
「 あ あ 、 や は り そ う で し た か 。 そ ん な こ と だ ろ う と は 思 い ま し た け れ ど 、 と

て も 惨 め で し た よ 。『 エ ッ ？』 と 言 わ れ た 時 に は」
「 そ ん な に 気 に し な い で 。 私 が も し そ の 場 に い た ら 、 き っ と 先 生 の お っ し ゃ

る 意 味 が 分 か っ た と 思 う わ 。 今 ま で だ っ て 間 違 え た こ と な い で し ょ う ？」

外 国 人 の 間 違 え や す い 発 音 と い う の は 、 も ち ろ ん そ の 人 の 母 国 語 に も よ る

が 、 大 体 共 通 点 は あ る も の だ 。 だ か ら 大 抵 の 場 合 は 聞 い て い て な ん と か 分 か

る 。
で も フ ァ ド 先 生 く ら い 日 本 語 が 出 来 て 、 こ ん な に 大 き な ウ イ ー ク ポ イ ン ト
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を 持 っ た 人 も 珍 し い 。 き っ と 日 本 語 を 勉 強 す る 際 「 読 む 、 書 く 、 聞 く 」 に 重

点 を 置 き す ぎ「 話 す」 練 習 が た り な か っ た の だ 。 そ れ も 効 果 的 な 練 習 法 が 。

彼 の 発 音 を 徹 底 的 に 直 し た い 。 「 マ イ ・ フ ェ ア ・ レ デ ィ ー 」 の ヒ ギ ン ズ 教

授 の よ う に 。 イ ラ イ ザ よ り は フ ァ ド 先 生 の 方 が 数 段 、 頭 が 良 い こ と 間 違 い な

し 。 ポ イ ン ト を 決 め て 集 中 的 に や れ ば 目 に 見 え て 効 果 が 現 れ る は ず だ 。 私 の

中 に ひ そ ん で い る 「 や り た く て た ま ら な い 虫 」 が ま た 眼 を さ ま し た と み え

る 。
そ の 虫 は 、 虫 と 言 っ て も 気 体 の よ う な も の で 、 何 も な い 時 は 消 え て し ま っ

て そ の 存 在 さ え 分 か ら な い の に 、 大 き く 膨 れ あ が る と 、 頭 の て っ ぺ ん か ら 爪

先 ま で 、 血 管 の 隅 々 に ま で 入 り こ み 、 私 に 行 動 を お こ さ せ て し ま う の だ 。

私 は 子 ど も の 頃 か ら 、 こ の 虫 の た め に ど れ ほ ど た く さ ん の 行 動 を お こ し た

こ と か 。 十 代 や 二 十 代 の 頃 は 気 体 虫 の ふ く れ あ が る の が 急 速 す ぎ て 失 敗 し 、

後 で 随 分 後 悔 も し た け れ ど 、 歳 と 共 に 膨 れ あ が る 速 度 が 鈍 っ て き て 、 こ の 頃

で は こ の 虫 に あ ま り 迷 惑 を か け ら れ る こ と が な い 。 む し ろ 時 々 は 感 謝 し た い

く ら い な の だ 。

今 日 の 気 体 虫 の 膨 れ あ が り 方 は 異 常 な ほ ど 早 い 。 や り た く て た ま ら な い 虫

は 、 ま ず 心 臓 を ど き ど き さ せ 、 そ れ か ら 指 の 先 を ム ズ ム ズ さ せ 、 頭 は 素 早 く

行 動 を お こ す 段 取 り を 考 え て い る 。 ど う し よ う 。 注 意 信 号 は ど こ に も 鳴 っ て

い な い し 、 こ の ま ま 大 空 に 向 け て 飛 び 立 た せ よ う か 。

そ の 時 フ ァ ド 先 生 が ピ ス ト ル を 一 発 。

「 先 生 、 私 も 学 生 た ち と 発 音 の ト レ ー ニ ン グ し て い た だ け ま す か 。 毎 日 三 十

分 く ら い 、 短 時 間 で 効 果 の あ が る 科 学 的 メ ソ ッ ド で」

ふ く ら み す ぎ て 、 も う 私 の 体 の 中 に お さ ま り き れ な く な っ て い た や り た い

虫 は 、 ピ ス ト ル の 音 に 触 発 さ れ て 口 か ら ふ わ っ と 飛 び 立 っ た 。

「 い い わ 、 や り ま し ょ う 。 速 効 性 の あ る ト レ ー ニ ン グ を ね」

や り た い 虫 の 色 は 、 私 の 眼 に は よ く 見 え な か っ た け れ ど 、 燃 え る よ う に 赤

か っ た み た い だ 。

早 速 、 準 備 に か か ろ う 。

短 時 間 で 効 果 の あ が る ト レ ー ニ ン グ の た め に ！

ト レ ー ニ ン グ Ａ（ 高 低）

ま ず 日 本 語 は 高 低 ア ク セ ン ト 、 つ ま り 一 語 の 中 に 高 く 発 音 さ れ る 部 分 が 必

ず 一 カ 所 は あ る と い う こ と を 肌 で 理 解 さ せ る こ と で あ る 。

そ れ も 高 低 に は 型 の 種 類 が い く つ か あ る か ら 、 そ れ ら は ま と め て 練 習 さ せ
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る こ と 。

教 室 に は 、 子 供 用 の 鉄 琴 と ピ ア ノ の 上 で 埃 を か ぶ っ て い た メ ト ロ ノ ー ム を

持 ち 込 ん だ 。 人 が 見 た ら 、 て っ き り 音 楽 の 授 業 を 始 め る と 思 っ た か も し れ な

い 。
私 が 初 め て 英 語 を 覚 え た 小 学 校 の 頃 、 母 は 楽 し そ う に フ ラ イ パ ン を ス プ ー

ン で 叩 き 、 強 弱 ア ク セ ン ト を 教 え て く れ た も の だ 。

「 ビ ュ ー テ ィ フ ル」

ビ ュ ー の と こ ろ で 強 く フ ラ イ パ ン を 叩 く と 鉄 の フ ラ イ パ ン は 思 っ た よ り い

い ポ ワ ー ン と い う 音 を 出 し た 。 テ ィ フ ル の 弱 い と こ ろ は ポ ア ン 、 ポ ア ン と い

う 音 。 日 本 人 の 英 語 の 発 音 は 平 坦 に な り 勝 ち と 言 わ れ る が 、 私 の 英 語 が ど う

に か 平 坦 さ を 免 れ て い る の は 、 母 の 笑 顔 と 、 フ ラ イ パ ン と ス プ ー ン の お か げ

だ と 思 っ て い る 。

鉄 琴 と メ ト ロ ノ ー ム な ら 、 も う ち ょ っ と 音 楽 的 に で き る か も し れ な い 。 英

語 や ド イ ツ 語 に 強 弱 を 教 え る リ ズ ム 楽 器 が 必 要 だ と す れ ば 、 日 本 語 で は 、 高

い 音 と 低 い 音 を 出 す 、 メ ロ デ ィ ー を 奏 で る 楽 器 が 必 要 だ と 考 え た か ら だ 。

メ ト ロ ノ ー ム は 拍 感 覚 を 数 え る た め の も の で あ る 。 拍 は 音 節 と も 言 わ れ る

こ と が あ る が 、 要 す る に 日 本 語 の 中 で 一 番 小 さ い 音 の 単 位 だ 。 タ イ は 二 拍 、

に ほ ん は 三 拍 、 イ ギ リ ス は 四 拍 、 ス ウ ェ ー デ ン は 五 拍 、 私 達 日 本 人 は 一 拍 を

同 じ 長 さ で 発 音 す る か ら 、 メ ト ロ ノ ー ム の カ チ ッ 、 カ チ ッ と い う 動 き に 合 わ

せ て 発 音 す れ ば 、 効 果 的 と 考 え た の だ 。 う ま く い き ま す か ど う か 。

ま ず 二 拍 の 語 か ら ス タ ー ト 。 こ れ は （ 高 ↓ 低） か（ 低 ↓ 高） の 二 種 類 し か

な い 。

ａ グ ル ー プ 　 高 ↓ 低 　 低 ↓ 高

黒 板 に 二 拍 の 音 を 持 つ 単 語 を 書 い た 紙 を は る 。 私 が 教 室 に 楽 器 を 持 っ て

入 っ て き た 時 か ら 、 学 生 た ち は 好 奇 心 を 抑 え き れ ず 、

「 先 生 、 今 日 は 何 の 勉 強 で す か」

と 聞 い て い た の だ 。

「 は い 皆 、 黒 板 を 見 て 下 さ い 。 赤 い 字 は 高 い 音 で 、 黒 い 字 は 低 い 音」

コ イ（ 恋）

カ ジ（ 火 事） 　

　 　 　 　 　 　 　 　 高 い 音 ↓ 低 い 音ア サ（ 朝）

カ サ（ 傘）
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筆者は鍾季儒（2005）(3)などで、既に日本と台湾との間の文化交流について考察
し、新外来語の成立背景について分析したため、本稿では主に新外来語の構成方法
について分析する。すなわち、従来の外来語研究を遡って、中国語の外来語の構成
方法の種類を確認し、それを新外来語に当てはめるかどうかを研究したい。なお、
新外来語の用例、使用状況と、台湾の言語社会(4)にどのような影響を与えたかなどの
点については論じない(5)。

２．外来語の定義

中国語の外来語の定義と構成方法による分類に関して、各学者の主張に多少の相
違点がある。那須雅之（1992：145）は「中国語の外来語の分類（構成方法による
分類－筆者注）とその定義は、これまでの外来語研究に最も盛んに議論されてきた
テーマである。したがってその分類と定義にも様々な見解があり、未だ定説を見な
いのが現状である」と述べている。
中国語における外来語の定義について、まず孫常叙（1956）(6)の説を借りて説明
する。孫常叙（1956：307）は「外来語の中で他民族から直接借用し、そのまま使
用するものは借詞である。中国語の造語法で翻訳したものは訳詞である」と分類し
た。また、孫常叙（1956：309）はさらに「借詞は音声の借用と書写の借用との２
種類がある」と細かく分けた。すなわち、孫常叙（1956）の説を図で示すと、下記
の〈図１〉になる。

図１　孫常叙（1956）の説

38

!"#$%&'()*#$+,-./01&2+3456789:;<=>8?@

ABCDEFGHIIJKLMN,/O5PQR01R&S&TUVW5X8>YZ#/[

\]+&*^_`5X8>ab#$$c/Qd,Ce5[\]+&f*gh5X8>

abi?@iMjk/l]&\]+mn;op>/qr+&\]+&f*gh&st

;uv#/wx;[\]+5y>Cc?'Nz';mn#$8@M{/[\]+&|

}/~|��R/01&2+34�5N&�zM9:;<=$'MN&�5X8>C�

�M8J

!"#$%&'(

qr+&\]+&��Rf*gh5�?at5�#>/��B&e�5��&��

��-?@����G���H���JKC�qr+&\]+&at�f*gh5�?at�A

B��Rw&��C/�x�,&\]+mn5�% ¡5¢�£x>7$¤¥¦,-

?@#$�p>w&atR��5%§¨M©ª�-./«¬�;©M8&�®�,

-?¯R°±>8?@

qr+5{²?\]+&��5X8>/�³´µ¶G��J·K·&;!.>¸i?@

´µ¶G��J·�LI¹KC�\]+&q,º»¼'(½¾!|#/w&��~|i?%&C

!¿,-?@qr+&À+h,ÁÂ#$%&CÂ¿,-?¯Rat#$@�$/´µ

¶G��J·�LI�KC£(5�!¿CÃÄ&!|RÅÆ&!|R&Çst�-?¯RÈ'É

a²$@iMjk/´µ¶G��J·K&;Ê,ËiR/ÌÍ&ÎÊÏÐ5M?@

ÎÊÏÐ´µ¶G��J·K&

ÃÄ&!|

"Ñ&!|�!¿

\]+ÅÆ&!|

ÒÓ&ÁÂ�Â¿

´µ¶G��J·K&R/w&Ô&�RÕÖ#$×,/ABCÎÊÏÐ;ÌÍ&ÎÊ

ÇÐ5Å7½#>Ø$@

ÎÊÇÐqr+5{²?\]+&at

ÙÃÂ+¹

"Ñ&!|

\]+Ú!"+Û

ÒÓ&ÁÂ�ÜÒÂ+

!"#$%&''()*+,-./01234!5-./06789:;<1=>?@ABCDE1FG-HI

JKLMN-OPQMN-RFSHTRUVWXYZ[\]^_`a1b^K7
cPQMN-deDE1f-g6h1ij:kH-.1ijb^K7BlmnYGlodppq`rs

tYuvMN-`pq1ija^K78w:o-.RFSHxyzK7
!

"{W|:"#$%&''()R}~7"
#

"���%4�(�)CMN-�.T*�-�.5������g!'c�!&&�"

孫常叙(1956)の説と、その後の学説と比較した上で、筆者は〈図１〉を下記
の〈図２〉に書き直してみた。

図２　中国語における外来語の分類
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〈図２〉を見て分かるように、中国語における外来語の分類は大まかに三種類に
分けられる。

①外国語の発音を真似して訳す音訳語。
②形をそのまま借用する借形語。
③意味を訳す意訳語。
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メ ト ロ ノ ー ム を 動 か し 、 鉄 琴 を た た き な が ら 発 音 し て み せ る 。 こ れ は 面 白

そ う と 皆 口 々 に 真 似 る 。 マ レ ー シ ア 人 は 音 楽 感 覚 が 良 い と み え て な か な か ス

ム ー ズ に 発 音 す る 。

で は 次 。

ク ツ（ 靴）

コ コ 、 ソ コ　 　 　 　 　 　 　 　 低 い 音 ↓ 高 い 音

ア シ（ 足）

カ キ（ 柿）

学 生 た ち に 教 え る の は 標 準 語 の ア ク セ ン ト だ が 、 こ れ が 関 西 弁 に な る と 、

高 低 が 全 く 逆 に な る 。 も っ と も こ の 頃 は テ レ ビ や ラ ジ オ の 影 響 で 誰 も が 標 準

語 を 耳 に し て い る か ら 、 改 ま っ て 京 都 の 友 人 な ど に た ず ね る と 、 「 ア サ 、 朝

で し ょ う」「 あ ら 、 麻 か し ら」 な ん て 、 本 人 も こ ん が ら が る 。

こ れ が 日 本 語 教 師 だ と 、 こ ん が ら が っ た な ん て 言 っ て い ら れ な い 。 私 の 友

人 で 「…… コ ト で す」 と い う 文 章 を 「…… 古 都 で す」 あ る い は「 琴 で す」 の

よ う に 低 ↓ 高 を 高 ↓ 低 に 教 え て し ま っ た 先 生 が い る 。 特 に 発 音 指 導 し た わ け

で は な い ら し い が 、 何 回 も 繰 返 し 発 音 さ れ れ ば 、 学 生 だ っ て 自 然 に 覚 え て し

ま う 。
そ う い う こ と で す 。

…… と い う こ と は

あ っ 、 ト ニ ー の こ と で す か

話 し た い こ と が あ り ま す

学 生 た ち が 一 様 に 間 違 え て 発 音 す る の を 聞 い て 、 頭 が く ら く ら し た 覚 え が

あ る 。 気 の 毒 に 、 逆 の 高 低 ア ク セ ン ト を 覚 え た 留 学 生 た ち は そ れ が 逆 だ と い

う こ と に も 気 が つ か な い 。 友 人 に 問 い 質 し て み た ら 、 意 識 的 に 指 導 し て い る

時 は 良 い が 、 ふ っ と 他 の 方 に 気 を と ら れ る と 高 低 が 逆 に な っ て し ま う の だ そ

う だ 。
日 本 語 教 師 は 、 そ う い う 意 味 で は 標 準 語 と 方 言 の バ イ リ ン ガ ル で な け れ ば

な ら な い だ ろ う 。
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筆者は鍾季儒（2005）(3)などで、既に日本と台湾との間の文化交流について考察
し、新外来語の成立背景について分析したため、本稿では主に新外来語の構成方法
について分析する。すなわち、従来の外来語研究を遡って、中国語の外来語の構成
方法の種類を確認し、それを新外来語に当てはめるかどうかを研究したい。なお、
新外来語の用例、使用状況と、台湾の言語社会(4)にどのような影響を与えたかなどの
点については論じない(5)。

２．外来語の定義

中国語の外来語の定義と構成方法による分類に関して、各学者の主張に多少の相
違点がある。那須雅之（1992：145）は「中国語の外来語の分類（構成方法による
分類－筆者注）とその定義は、これまでの外来語研究に最も盛んに議論されてきた
テーマである。したがってその分類と定義にも様々な見解があり、未だ定説を見な
いのが現状である」と述べている。
中国語における外来語の定義について、まず孫常叙（1956）(6)の説を借りて説明
する。孫常叙（1956：307）は「外来語の中で他民族から直接借用し、そのまま使
用するものは借詞である。中国語の造語法で翻訳したものは訳詞である」と分類し
た。また、孫常叙（1956：309）はさらに「借詞は音声の借用と書写の借用との２
種類がある」と細かく分けた。すなわち、孫常叙（1956）の説を図で示すと、下記
の〈図１〉になる。

図１　孫常叙（1956）の説
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孫常叙(1956)の説と、その後の学説と比較した上で、筆者は〈図１〉を下記
の〈図２〉に書き直してみた。

図２　中国語における外来語の分類
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〈図２〉を見て分かるように、中国語における外来語の分類は大まかに三種類に
分けられる。

①外国語の発音を真似して訳す音訳語。
②形をそのまま借用する借形語。
③意味を訳す意訳語。
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ｂ グ ル ー プ

三 拍 、 四 拍 、 五 拍 と 拍 数 を 増 や し て い く 。 日 本 人 の 名 前 や 駅 名 、 地 名 、 日

常 使 う 言 葉 な ど な ど 。

サ サ キ 、 ハ ヤ シ 、 ギ ン ザ 、 キ ョ ー ト

コ ー ヒ ー 、 コ バ ヤ シ 、 シ ン バ シ

面 白 い こ と に 、 ど ん な 単 語 で も 、 一 拍 目 が 低 け れ ば 次 は 高 く 、 一 拍 目 が 高

け れ ば 次 は 低 く な っ て い る 。 こ の へ ん も 学 生 た ち に 肌 で 覚 え さ せ た い と こ ろ

だ 。
ア オ モ リ 、 ワ カ ヤ マ 、 カ ナ ガ ワ

こ の へ ん に な る と 高 低 ア ク セ ン ト も 少 し 込 み 入 っ て く る 。 せ っ か く 、 ア オ

モ リ と オ の 部 分 を 高 く 教 え て も 、 県 を つ け て ア オ モ リ ケ ン と す る と 、 青 森 の

部 分 は フ ラ ッ ト で 県 に な っ て 音 が 下 が る と い う 風 に ア ク セ ン ト が 変 わ っ て し

ま う 。 こ の 例 は 他 に も た く さ ん あ っ て 、 二 つ 並 べ て 教 え る 。

シ ナ ノ ↓ シ ナ ノ ガ ワ

ト シ ョ ↓ ト シ ョ シ ツ

自 分 で も 高 低 の 印 を つ け な が ら 、 自 信 が な く な っ て く る こ と が あ る 。 や は

り 頼 る べ き は ア ク セ ン ト 辞 典 。

ピ ン ク 色 、 会 議 場 、 韓 国 製 、 芸 術 家 の よ う に 、 後 に - 色 、 - 場 、 - 製 、 - 家

が つ く よ う な こ と ば は お わ り の 部 分 が フ ラ ッ ト に な る 傾 向 が あ る よ う だ 。

そ れ に 対 し て シ ン ブ ン 社 、 ベ ン ゴ 士 、 シ ュ ッ チ ョ ウ 費 、 な ど - 社 、 - 士 、

- 費 な ど が つ く と お わ り の 部 分 は 必 ず 下 が る 。

こ こ ま で 来 る と 学 生 た ち も お 手 上 げ と い う 感 じ だ し 、 私 も 少 々 シ ン ド ク

な っ て く る 。 興 味 が な く な る と 、 脳 下 垂 体 へ の ホ ル モ ン の 分 泌 も 減 っ て 、 記

憶 力 も 下 が る と か 。

次 の ト レ ー ニ ン グ に 移 ろ う 。

ト レ ー ニ ン グ Ｂ（ 促 音）（ 長 音）（ 撥 音）

切 手 と マ ッ チ を 買 っ て 、 家 に 帰 っ た 。
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こ の 文 章 を 学 生 た ち に 言 わ せ る と 、 例 外 な く 次 の よ う に な っ て し ま う 。

キ テ と マ チ を カ テ 、 イ エ に カ エ タ 。

そ れ も 、 変 な と こ ろ に ス ト レ ス を 置 い て 発 音 す る の で 、 余 計 わ か り に く く

な る 。
つ ま る 音 「 ッ」 が 日 本 語 で は 他 の 音 と 同 じ 一 拍 の 長 さ を 持 つ の だ と い う こ

と を 、 徹 底 的 に 覚 え て も ら わ な い こ と に は 、 こ の 問 題 は 解 決 し な い 。

「…… さ ん 、 こ れ な め て ご ら ん な さ い 。 す っ ぱ い で し ょ う ？」
「 え え 、 ス パ イ で す」
「 違 う 。 ス パ イ で は な く て ス ッ パ イ」

思 わ ず 手 を 四 つ 続 け て 叩 く 。

「 ホ ー ム ラ ン を 打 っ た 。 続 け て ！」
「 ホ ー ム ラ ン を 打 た」
「 も う 一 度 、 打 っ た」

私 が 「 歌」 と「 打 っ た 」 を 発 音 す る と 、 そ の 違 い は 聞 き 分 け ら れ る の だ

が 、 学 生 た ち が 発 音 す る 段 に な る と 、 思 う よ う に 一 拍 あ け て く れ な い 。 半 拍

く ら い の 感 じ で 次 の タ の 音 が 入 り 込 ん で 来 て し ま う 。 こ れ は フ ァ ド 先 生 に つ

い て も 同 じ で あ る 。

さ あ 、 メ ト ロ ノ ー ム の 動 き に あ わ せ て 練 習 し ま し ょ う 。

打 っ た 、 取 っ た 、 拾 っ た 、 吸 っ た 、 行 っ た 、 買 っ た 、 立 っ た 、 洗 っ た

皆 で 声 を は り あ げ て 練 習 す る 。 な か な か 良 い 感 じ 、 こ の 分 な ら 効 果 が あ が

り そ う 。

次 は「 ン」 の 音 。

こ れ も 外 国 人 か ら 見 る と 、 同 じ 一 拍 と は 認 め が た い 音 の よ う で 、 「 原 因 は

何 で す か 」 に 対 し て 「 ゲ ニ ン は 」 、「 今 月 の 予 定 は 何 で す か 」 に 対 し て 「 コ

ゲ ツ の」 と な っ て し ま う 。

さ あ 、 今 日 は 気 分 を 変 え て 外 で レ ッ ス ン し よ う 。 住 宅 街 の 中 に ぽ っ か り 開

い た 空 き 地 に は 柔 ら か い 緑 の 雑 草 の じ ゅ う た ん 、 時 は 春 、 誰 が 通 っ て も 気 に

し な い で 、

「 タ ン ゴ 、 ダ ン ゴ 、 タ ン ボ 、 ト ン ボ」
「 ト ン ボ が ト ン デ ル 、 タ ン ボ に ト ン デ ル」
「 ア ン ナ 、 コ ン ナ 、 ド ン ナ 、 ソ ン ナ」

次 は 長 音 。
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こ れ も 間 違 え や す い 音 だ 。 イ タ リ ア の 女 子 学 生 か ら 「 私 サ ド 好 き で す 」 と

言 わ れ た 時 に は 思 わ ず 、 あ の サ ド 公 爵 の サ ド か と 思 い 、 彼 女 の 可 愛 ら し い 顔

を 見 つ め 返 し て し ま っ た も の だ が 、 何 の こ と は な い「 茶 道」 の こ と だ っ た 。

サ ド と 茶 道 で は 、 印 象 が あ ま り に 違 う で は あ り ま せ ん か 。 あ ま り 紛 ら わ し

い こ と を 言 わ な い で 下 さ い ね 。

お じ さ ん と お じ い さ ん 、 お ば さ ん と お ば あ さ ん 、 こ の へ ん は 、 間 違 え ら れ

た ら 間 違 え ら れ た で 、 喜 ぶ 人 も 出 て き そ う だ が 、 長 音 も 人 並 に 一 拍 だ と い う

こ と が 、 外 国 人 は ど う も 解 せ な い ら し い 。

「 フ ッ ト ボ ー ル は 何 拍 ？」
「 四 拍 で す」

こ れ が ま ず 普 通 の 外 国 人 の 答 え 方 で 、 良 く て も 五 拍 。 「 六 拍 で す 」 と い う

と 「 な ぜ ？ 」 と 怪 訝 な 顔 を さ れ て し ま う 。 促 音 も 長 音 も 無 視 さ れ て 可 哀 相

に 。 で も 音 節 に 対 す る 考 え 方 が 違 う の だ か ら 仕 方 な い 。 そ の 上 フ ッ ト ボ ー ル

の よ う な 外 来 語 は 英 語 で は 二 音 節 で 発 音 さ れ る 。 開 音 節 の 日 本 語 的 発 音 に 直

さ れ た 上 に 、 促 音 や 長 音 が 入 っ て は 発 音 し づ ら い の は 当 然 だ ろ う 。

ト レ ー ニ ン グ は 始 ま っ た ば か り 、 ま だ 始 ま っ た ば か り で 何 と も 言 え な い

が 、 マ レ ー シ ア の 学 生 た ち も 練 習 に 乗 気 の よ う だ か ら 、 き っ と 成 果 が あ が る

だ ろ う 。

フ ァ ド 先 生 の 期 待 す る 科 学 的 メ ソ ッ ド に は ほ ど 遠 い か も し れ な い け れ ど 、

彼 の 発 音 は 目 に 見 え て 上 が っ て い る 。 　（ 五 〇 三 六 字）

佐 々 木 瑞 枝『 留 学 生 と 見 た 日 本 語』（ ち く ま 学 芸 文 庫 、 一 九 九 五 年） に よ る
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