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促 音 便
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ドイツ語 を学 習す る時,日 本語 にない数 々の発音,例 えば母音で はa,ii,0,0,u,e,子 音

で は1,n,r,pf,ch,schが あ って,こ れ らを完全 に身 につ けるには努 力を要す る。 ドイツ語

入 門の第一 歩 と して,一 応 これ らの発音 は,種 々の単語 が例 にあげ られて,教 科書 の始 あ

の数 頁 にま とめ られて い る。然 し乍 ら,日 本語 に頻繁 に 出て来 る促音 につ いてはふ れ る こ

とな く終 る。 そ して促音 は外 国語 を発 音す る時 に も当然の如 く使 われて い る。 ドイ ツ語 に

も促 音が あ るのであ ろ うか。促音 の ドイ ツ語訳 は見 当 らない。 それ に近 い発 音が あ る こと

は事実で あ るが,日 本語 の促音 とは 区別で き るので,こ の点 につ いて考 えてみ たい。

日本語 を使 う時促音 は頻繁 に 出て 来て,発 音 の重 要な構成 要素 の一 つで あ る。例 えば促

音 を含 む名詞,副 詞,形 容詞(出 発,屈 服,活 気,す っか り,や っと,ゆ っ くり,も っ

と,立 派 な)や 促音 便 を持 つ動 詞(待 って い る,立 って い る,買 って来 る,洗 って ほ し

い)等 があ る。 日本語 か ら促音 を除 けば言 葉 と して その役 割は果 しに くくな るであ ろ う。

促音 の ドイツ語訳 を ドイ ツ人 にたずね ると,DoPPeltkonsonanten(重 子 音,複 子 音)を

提案す るが,こ れ らが 日本語 の促音 に当 るか ど うかは分 らな い とい う。 その理 由 は,日 本

語 の文字が 子音 の発 音を表 わす場合 は 「ン」だ けで あ って,他 は子音 と母音 との組合 わせ

た有声 音で あ るか ら,発 音 が強 くな るのでは ないか とい う。両者 の発音 を比較 す る と,促

音 と ドイツ語の重,複 子音 とは異 な る ことに気 がつ く。 その最 も良 い証 拠 は ドイツ人 に促

音 のあ る 日本 語 を発音 させてみ ることで あ る。「待 って下 さい,持 って来て下 さい」 等を,

ドイツ人 は 「マテ クダサ イ」,「 モ テキテ クダサ イ」 に近 く発音す る。 日本 人の使 う促音

には注意が 向か ない よ うで あ る。 そ こで 「待 っって」「持 っって」 と促 音 の部を強 調 して

訂 正す ると,わ ざ と ら しく大 げ さに音 をつ ま らせて促 音 にす る。 そ して,ま るで軍 隊 のよ

うだ,と い う。 あ ま り良 い感 じを持 たぬ よ うで あ り,促 音 を発 音す ることをため らうよ う

で あ る。 ドイツ語 を学 習す る時は,こ の事実 を重要 視すべ きで あ る。即 わち逆 に促 音 を ド

イ ツ語 に入 れて はな らない ので あ る。促 音 を使 うと ドイツ語 ら し く聞え ない。 ドイ ツ語 ば

か りで な く,筆 者 の知 る限 りの英語,仏 語 に も促音 はない よ うで あ る。但 し詩の朗 読,演

劇 のせ りふ等で は促音 に近 い発音 を 聞 くことが あ る。例 えばDasHexenlied(魔 女 の歌)の

PriorがMedardusの 死 の床 に灯 をふ りか ざ してか けつ け る時 の"DieTiirwaroffen."の

offenは 明 らか にオ ッフン と聞え る。又 オペ ラのDieZauberflote(魔 笛)のPapagenoの

歌 う"EinVogelfangerbinichja,stetslustig,heisa,hopsassa!"のhopsassaは ホプサ

ッサ と聞え る。 この他 前述 の軍 隊等 にお け る号令,そ の他 のか け声 等 の場 合が あ る。 それ

はrの 発 音を この よ うな場合 には っき りと巻舌 の発音 にす るのに似て い る。hatteハ ッテ,

Gottゴ ッ ト,abア ップ ,Tischテ ィ ッシュ,Deutschド イ ッチ,Stadtシ ュ タ ッ ト,Katze

カ ッツ ェ,waschenヴ ッシェン,essenエ ッセ ン,backenバ ッケ ン,Kopfコ ップフ,
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WaPpenヴ ッベ ン,hoffenホ ッフ ェン,Iachenラ ッヘ ン,sechsゼ ッ クス等 と促音 を使 っ

て 発 音 し勝 ちであ るが,厳 しくい ま しめねば な らない。音標文r.,に おいて も,促 音 を表現

す る記号は ない。Bettは(bεt)で あ り,backenは(baken),hoffenは(hっfen)と 記 さ

れて い る。然 し ドイ ツ語を相 当深 く学 習 した時 で も,促 音 を使 わぬ よ う注意 され た ことは

聞か ない。

DoPPeltkonsonanten(重 子音)に はll,mm,nnも 含 まれ る ことにな る。 これ は促 音には

な らない。 それ ど ころか,日 本 人はalleを ア レ,komsnenを コ メン,kennenを ケ ネンと

1,rn,11と 同 じ発 貯にす る傾 向が あ る。 ドイツ語 に馴れ た感 じを出 そ うとす る時 特 に この よ

うに発音 され る。 然 しこれ はあ くまで アル レ,コ ン メン,ケ ン ネンであ る。 ドイツ 入が

時 には ア レ,コ メン,ケ ネン と発音 して い るよ うに 聞え る場合が あ って も注意 して 聞 くと

Il,mm,21nを 言外 にひびか せてい る ことが分 る,

日本語 の促 音便 は奈良時代 か ら既 にあ り,平 安 中期頃完成 され た とい う。 それ は無表記

なので分 らないが,発 音 され て いたよ うで あ るnそ して現代 の 口語体 に 日本 語が移 り変 っ

てゆ くにつれ て,促 音 は ます ます 多 くな るよ うで あ る。 日本 人は促 音が好 きな ので あ ろ う

か、,

日本 の民族性 を,そ の気候風 土 に影 響 され て,長 年 の間 に形 成 され た もの とい う観 点か

ら考 えてみた い。 日本 人自身 の中か ら湧 き出 るよ うに踊 り出せ る リズムは阿波 踊 りの それ

で あ るiワ ルツの よ うな3拍 子 も,ス ウ ィングの無 い4拍 子 も日本人 には よそゆ きの もの

で あ る。 それ は酒 類 に酔 った時 に最 も真 実 に表現 され るので あ る。 この阿波踊 りの リズム

は促 音 と何 か相通 ず る ものが あ るよ うに思われ る。何 故,阿 波踊 りの リズムが好 まれ るの

で あ ろ うか。 日本列島 の 主要 部は温帯性気 候で あ る。熱帯 の よ うに ジ ャングルや砂 漠 の形

成 され る烈 しい暑 さも無 ければ,大 陸で もな く,又 北欧 のよ うな恐 ろ しい寒 さもな い。 と

い って も日本の夏 は蒸 し暑い0連 日の暑 さは耐 え難 く,も はや耐 え られ ぬで あ ろ うと思 わ

れ る頃,L``_秋 や盆 が きて,突 如 と して冷 や りと した朝夕 が一 と時 お とず れ る。残暑 が きび

し くて も精神 的 に一 と息 つ く。冬 の寒 さは,北 欧 の よ うに暖房 を完全 にせねば な らない程

きび しくない。 それだ けに不完全 な暖房 で寒 さにふ るえな ければ な らない。生か さず殺 さ

ず の気候 と言 い たい。 そ して 四季は 規則 正 しく3カ,月 毎 に 移 り変 ってゆ くC,欧 州 の よ う

に,ド イツ人 が夏 と称す る暖 かい 時季 と,寒 い冬 の二つ の季節 には分 け られな いのであ っ

て,生 活 は3ヵ 月 毎 の衣 食住 の移 り変 りに一年 中を,そ して 一生 涯 を 追 い立て られ て ゆ

く。 これ は 日本民族 を南 方民 族の よ うに のんび りとさせ る ことな く,又 北欧民 族 のよ うに

重厚で 哲学 させ る こともな く,そ の 中道を ゆ き,勤 勉 で骨身惜 しまず,阿 波踊 りの リズム

が性 に合 う気質 を 形成 したので は ないか。

このよ うに して 日本語 は 世の スピー ドア ップ と共 に ます ます促 音を 増す よ うで あ る。

「ハ イッ」 と娘 さんが 返 事をす る、中 々歯切れ よ く,か いが い しくひび く。 ところが ドィ

ッ人は これを ひ ど く気にか け る。 号令の よ うに聞えて,切 角 の妙齢 の娘 さんが 台無 しにな

るとい う。 ラジオ体 操 の号令が ひび くと,神 経 をか き立 て られ るよ うで,「 オ ィ ッ,オ ィ

ッ」 とまねて お どけて ま ぎらせ よ うとす る。 日本全土 を掩 う歌 は 「ワ ッタ シはア ナ ッタを

ス ッキー ヨ,ス ッキー ダ ッカー ラ オ ッコ レナ イ」,「 オ ッ トコ タッダイマ ヨッ メサ

ン ボ ッシzチ ュー,シ ッズカな クッラシは イ ッカガデ ッスー」 と 流 して行 く。 童謡

に まで もお よび,「 カ ッモ ッ メーの ス ッイヘ ッ イサ ン」,「ア ッメ ア ッ メ フ ッ レ フ ッ

レ,カ ッアサ ッンが一」 と幼児 の耳 に促音 が,阿 波 踊 りの スウ ィングの リズム と共 に叩 き
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こまれてゆ く。

日本列島が温滞性 の気候 で島国であ る限 り,日 本民族 は阿波 踊 りの リズムに魂 をゆ さぶ

られ,骨 身惜 しまず行動す るであ ろう。 そ して言葉 に活気 を与え,歌 謡 曲に心情 を訴 え る

たあに,ゆ りか ごか ら墓場 まで促音をwurzen(香 味を与 え食欲 を増す)し て ゆ くことで

あ ろ う。然 しこれ と同時に,促 音を 自覚 して ドィッ語 に入 れぬ よ う注意す るべ きで あ る。

助言を賜 りま した村 上 フ ミ様 に感謝の意を表 します 。
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