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2拍前項 を も っ 明治期村名 の
連濁 と 非連濁 に 関与す る 諸条件 に つ い て
-現代 の地名 への変遷 ま で を視野 に入れて-

城 岡 啓

o . 筆者 の こ れ ま での連濁研究 と 本稿 の 内 容

筆者 は 、 こ れ ま で地名 や河川 名 を 中心 に 連濁 ・ 非連濁 の傾向 や変遷 を 扱 っ た

4 本 の論文 (城岡2014a、 2014b 、 20日、 2017) を 書 い て い る 。 最後の 論文 (城

岡 2017) で は 、 内務省地理局編 の 『地名 索 引 j ( 1885) に ま と め ら れ た 明 治期

の村名 の う ち 、 前項が 3 拍 の も の の 主 な も の を 調査 し て 、 長い 前項 を と る 場合

の連濁 ・ 非連濁 の傾向 に つ い て 現代 の 地名 の連濁率 の 著 し い上昇 な ど の変遺 と

と も に論 じ た 。 し か し 、 日 本 の 地名 で も っ と も 多 い の は前項が 2 拍 の 地名複合

語で あ り 、 3 拍 前項の 結果 も こ れ と の 比較で理解す べ き で あ り 、 日 本 の地名 の

連濁 ・ 非連濁 に つ い て 述べ よ う と す る な ら 、 2 拍前項 の調査 が必要不 可欠 でお あ

る 。 城岡 (2017 : 1 1 0) で 「本稿 で 2 拍前項 に つ い て 述べて い る と こ ろ は、 一部

の サ ン プノレ を 調べ た程度 な の で、 地名 複合語の 最多数派 の 2 拍 の 前項 を 詳細 に

調査す れ ば別 の傾向 を 示 す場合 も あ る か も し れ な い J と 述べ た が、 本稿 は、 こ

の 、 こ れ ま での 拙論の 不足 ・ 不備 に応 じ る た め に 行 っ た 調査 を ま と め た も の で

あ る 。

1 . 調査対象

3 拍前項 の 調査で は 『地 名 索 引 』 に 掲載 さ れて い る 主 な 前項要素 を す べて と

り あ げ、 後項 に つ い て も 連濁可能後項 (つ ま り 後項先頭拍 が カ 行清音、 サ行清

音、 タ 行清音、 ハ 行清音 の後項) で特殊 な も の 以外 は す べ て 調査 し た 。 そ れ は
存在 自 体が少 な い 3 拍前項 だ か ら 、 調査対象 の 項 目 数 を 少 し で も 大 き く す る た

め に そ う い う 方針 を と っ た が、 今回 は、 『地名 索 引 j (1885) 1 に 掲載 さ れた 2 拍 の

1 雄松堂版 (1967) 名 著出版版 (1973) 、 ゆ ま に 書房版 (1 985) の 3 種の復刻版 を利用 し て 、 で き
る だ け正確 を期 し た 。 今回の地名調査の 際 に ゆ ま に書房版 に は編集 ミ ス の落丁や乱丁 が あ る こ と
も 判 明 し た の で、 他の復刻版での調査 を基本 と し た 。
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前項 を と る 村名 の う ち 、 組み合わせ る 後項要素 を 限定す る こ と で後項要素 の 違

い に よ る 連濁傾向 の違い を で き る だ け排除す る よ う に し た 。 調査対象の 1 拍後

項要素 は 「木 ( キ ) J 、 「 田 ( タ ) J 、 「津 ( ツ ) J 、 「戸 ( ト ) J の 4 つ 、 2 拍後項 は

1m ( カ ワ ) J 、 「方 ( カ タ ) J 、 「坂 (サ カ ) J 、 「崎 (サ キ ) J 、 「島 ( シ マ ) J 0 I谷 ( タ

ニ) J 、 「塚 ( ツ カ ) J 、 「橋 (ハ シ) J 、 「畑 (ハ タ ) J の 9 っ と し た 。 1 拍 の後項要素

と し て サ行の も の も 加 え た か っ た が、 「瀬 ( セ ) J や 「須 ( ス ) J は比較的一般的

に 多用 さ れ る 後項要素で あ る が、 非連濁傾向 が強 く 、 連濁傾向 の 違い を 見 る 調

査 に は 向 い て お ら ず、 他 に適当 な も の は な く 、 サ行 の 1 拍 の後項要素 は調査対

象 に 入 っ て い な い 。

一方、 前項要素 に つ い て は、 和語の も の を 中心 に 調査 し た が、 地名 に お い て 、
広 く 使われて い て 、 和語の よ う に 多 く の組み合わせ の存在す る 「徳 ( ト ク ) J と

「福 ( フ ク ) J は加 え る 予定 だ っ た が、 「福J に つ い て は、 『地名 索引 』 の記載内容

に 疑義 が あ る た め 断念 し た2。 ま た 「菊」 も 本来 は漢語だ が、 漢語 と い う 意識 さ

え な く な っ て い る と 思 わ れ る の で、 調査前項 に含 め た 。

2 . 調査結果

[表 1 ] に調査結果

全体 の基本 デー タ を

ま と め て い る が、 292

種 の 2 拍 の 前項要素

[表 1 ] 調査村名 の基本デー タ

を も っ4， 657 か村の連濁 ・ 非連濁 を 調査 し て 、 全体の連濁率 は 、 33. 4% だ っ た 。

城岡 (2017) で調査 し た 1 1 6種 の 3 拍 前項 を も っ572 か村の 連濁率 は36. 4% だ っ

た の で、 3 拍 の前項 も 2 拍 の 前項 も 明治期村名 の連濁率 は ほ と ん ど変わ ら な か っ

た よ う で あ る 。 し た が っ て 、 長 い 前項が極 め て 強い連濁傾向 を も っ て い る と 考

え ら れ る 現代 日 本語の 傾向 を 明治期 の村名 は も っ て い な か っ た こ と に な る と 思

わ れ る 。 な お、 現代 の郵便番号簿の 地名3で は、 3 拍前項 を と る 地名複合語の連

2 r福田村」 に フ ク タ の項 目 が な く 、 フ ク ダが 2 項 目 に分かれて記載 さ れて い る 。 同一発音が 2 項
目 に 分かれ る 編集 ミ ス は 『地名 索引J で は そ れ な り に見つか る が、 「福 田j の場合は、 か な り の
村名 が該当 す る こ と 、 単純 に ど ち ら かが フ ク タ で あ る と 判断す る根拠 も な か っ た。 現代で も フ ク
タ と 発音す る地名 がかな り 存在す る こ と か ら 、 両方が フ ク ダ と 判定す る の も 無理があ り そ う であ
り 、 調査項 目 に含め な い こ と に し た。

3 本稿では、 と く に 断 ら な い場合は、 城岡 (2017) 同様 に2017年 2 月 28 日 更新の郵便番号簿の地名
を も と に調査 し て い る 。 日 本郵便がイ ン タ ー ネ ッ ト 上 で提供 し て い る も の で、 Windows の コ マ
ン ド プ ロ ン プ ト と cgrep を利用 し て 、 様 l( な検索 を し て い る 。 正規表現 を使 っ た検索、 都道府県
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濁率 は現在 ま での 聞 に 大幅 に 上昇 し て お り 、 頻度 の 高 い 8 つ の 前項要素 ( ヤ ナ

ギ、 マ ガ リ 、 イ ズ ミ 、 カ シ ワ 、 ウ ノレ シ、 ウ シ ロ 、 サ ク ラ 、 ハ ヤ シ) の 調査では、
連濁率 が36% か ら 77 % ま で上 が っ て い た 。 2 拍 の 前項で は そ こ ま で大幅 な 連濁

率 の 上昇 は な い と 思わ れ る が、 今回 は現代地名 での 連濁率 の 上昇 の 程度 は調査

し て い な い。

2 .  1 各後項要素 の連濁傾向の違い

[表 2 ] 調査後項別 の連濁率 (連濁率の 高 い頗)
今回 の 調査の 主 な

関心 は 明 治期 の村名

の 地名複合語の 前項

の 音韻や意味の条件

に よ る 連濁抑制条件

や連濁促進条件 に つ

い て ( 2 . 2 ) と 、 前

項末 と 後項先頭 の 音

の 組み合わせ に よ る

連濁促進条件 で あ る

が ( 2 . 3 ) 、 後項要

素単独 で も 連濁 し や

す さ は か な り 変わ る

よ う で あ る 。 [表 2 J は、 今回 の 調査で利用 し た 各後項要素 の 連濁率 を ま と め た

も の で あ る 。 連濁 ・ 非連濁 の傾向 が極端 な 後項要素 と 判 断 し た 要素 は調査対象

か ら 除外 し で あ る が、 結果 を 見 る と 、 連濁 し や す い後項要素 か ら 連濁 し に く い

後項要素 ま でか な り 差 が あ り 、 前項 の 連濁抑制条件や連濁促進条件 な ど を 明 ら

か に す る だ け で は連濁 と 非連濁 の 現象全体 の解明 に な ら な い こ と が示 さ れて い

る 。 後項単独 で も 連濁傾向 の 大 き な違 い が あ る の だ か ら 、 音韻や意味の 面 の 規

則性 が後項要素 に も 潜在 し て い る 可能性 が あ る だ ろ う 。 [表 2 J で連濁率が と く

に 高 い の は 「 田 J で、 「 田 J を 含 め 先頭音 が タ 行 で 1 拍 の後項 の 連濁率 が高 く 、

連濁率 が8. 7 % の 「坂」 や 15 . 4% の り 1 1 J 4 は と く に低 い よ う で あ る 。 連濁率 が下

位 の 後項 は、 最下位 か ら 見て い く と 、 [坂 (サ カ ) J 、 り 1 1 ( カ ワ ) J 、 「畑 (ハ タ ) J 、

名 と 市町村名 を 除外 し た検索、 条件 を複合 さ せ た AND検索、 検索結果 か ら 特定の項 目 を 除外す
る 除外検索、 cgrep を利用 す る こ と で こ れ ら の検索が可能 に な る 。

4 fJ 1 1 J は現代の地名 で は連濁傾向 を 強 め 、 現代 の河川 名 の場合は さ ら に 強い連濁傾向 を持つ よ う
に な っ て い る と 考 え ら れ る 。
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「 崎 ( サ キ ) J 、 「橋 ( ハ シ ) J 、 [表 3 ] 後項の行別連濁率 (連濁率の 高 い順)
「木 ( キ ) J 、 「島 ( シ マ ) J へ と

続 き 、 カ 行の カ ワ と キ も 混 じ

る が、 摩擦音 と い う 共通の 特

徴の あ る サ行 と ハ 行で始 ま る

後項が多 い こ と に 気付 く 。 し

か し 、 後項の行別 に連濁率 を集計 し て み る と ( [表 3 ] ) 、 サ行 と ハ 行で始 ま る 後

項だ け が著 し く 連濁率が低い と い う こ と に は な ら ず、 タ 行 だ け が連濁率が高 く 、

カ 行、 サ行、 ハ 行の 連濁率 は、 ほ ぽ同様 と い う こ と に な る よ う だ。

調査項 目 に 含 め な か っ た 後項要素 に つ い て も 述べ て お く 。 「瀬 ( セ ) J 、 「須

(ス ) J 、 「浜 (ハ マ ) J 、 「姫 ( ヒ メ ) J な ど は非連濁傾向 がか な り 強 く 、 [垣 (カ キ ) J

は逆に か な り 強い連濁傾向 を持 っ て い る 。 と 考え ら れ る 。 「沢 (サ ワ ) J や 「 口 ( ク

チ) J は 明治期 か ら 現代 ま での あ い だ に連濁傾向 を か な り 強 め て い て 、 現在 の地

名 で は連濁す る こ と が多 い。 し か し 、 ど ん な後項要素が連濁 し や す く 、 し に く

い の か、 現在 の と こ ろ 、 正確 に 予想 す る の は容易 で は な い だ ろ う 。

前項 に よ る 条件 だ け で地名複合語の連濁や非連濁 と い う 現象が説明 し き れ な

い と い う こ と を具体例 で確認 し て お く と 、 城岡 (2014a : 177・ 179) に 書 い た と

お り 、 地名 (や姓) で 「黒 田j が連濁 す る こ と が多 い か ら と い っ て 、 「黒J が複

合語 を連濁 さ せや す い前項 と い う こ と に は な ら な い し 、 連濁 ・ 非連濁 に 関与す

る 前項の 条件 も ク ロ ダで否定 さ れ る わ け で は な い。 [表 4 J は、 「黒 ( ク ロ ) J を

村名 の 前項 と す る も の の連濁数 と 非連濁数で あ る 。

サ行で は連濁 す る 例 が ま っ た く な く 、 カ 行 で も 15. 6 % と 低い連濁率 で あ る 。

タ 行 1 拍 の 「 田 j と 「津」 の 組み合わせで は連濁数が非連濁数 よ り 多 く な っ て

い て 、 と く に 「 田j の場合 が著 し い。 「 田J が比較的連濁 し や す い と し て も 、 こ

れだ け ク ロ ダが多 く な っ た の は、 言語外の 何 ら か の 事情が反映 し た 可能性が あ

る と 思わ れ る が、 ク ロ 以外 の 多 く の 前項要素で村名 の連濁 ・ 非連濁 を観察す れ

ば、 そ の よ う な例外 は捨象で き る は ずでー あ り 、 形容詞 の 語幹や 2 拍 め の ラ 行拍

5 後項の 「垣j が前項末の濁音 (強い連濁抑制傾向の) 以外で非連濁 に な る も の を郵便番号簿で探
す と 、 連濁抑制傾向 があ る 前項末が ラ 行音や狭母音の も の で、 し か も 石川県、 福岡県、 沖縄県 に
し か分布 し て お ら ず、 他の í-垣j は す べ て 連濁 し て い る (① 石川 県羽咋郡志賀町倉垣 ( ク ラ
カ キ ) ② 福岡県久留米市田 主丸町石垣 ( タ ヌ シ マ ル マ チ イ シ カ キ ) ③ 福 岡県大川 市上 白 垣
(カ ミ シ ラ カ キ/下 白 垣 ( シ モ シ ラ カ キ ) ④ 福岡県三瀦郡大木町上 自 垣 ( カ ミ シ ラ カ キ) ⑤ 沖
縄県糸満市新垣 ( ア ラ カ キ) ⑥ 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 (セ ラ カ キ ) ⑦ 沖縄県中頭郡中城
村新垣 ( ア ラ カ キ ) ) 。
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[表 4 ] rク ロ (黒)J を前項 と す る 明治期村名 の連濁 ・ 非連濁 の調査結果

の連濁 を 抑制 す る 傾向 が強い こ と は、 ク ロ で は分か り に く く な っ て い る 面 も あ

る が、 2 . 2 で後述す る 調査結果か ら 結論で き る と い う の が筆者 の考 え で あ る 。

2 . 2 前項の諸条件 に よ る 連濁率の遣い
村名 の連濁 に 関与す る よ う な 音韻条件 を調べ、 連濁率の低い順 に 並べ た の が、

[表 5 J で あ る 。 連濁 に 関 与す る 音韻条件 は、 連濁 を抑制 す る 条件 と 促進す る 条

件 の 二つ に な る が、 先行研究 で検討 さ れた も の や 、 城岡 (201 7) の 3 拍前項の

調査結果 な ど に 基づ く 。 分 か り に く い 条件 に つ い て 説明 し て お く と 、 「 引 き 音

[表 5 ]
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(/R/) J は、 独 自 の 音素 と し て 分類 し た の で、 1 2 拍 め が母音単独拍J に は分類

し て い な い。 1 2 拍連続無声子音」 で は 、 1 拍 め と 2 拍 め の先頭 に 無声子音音素

が使わ れて い る も の を分類 し た の で、 カ キ や カ サや ツ チ や シ カ な ど を こ れ に 分

類 し て い る 。

結果 を 見 る と 、 連濁促進効果 を も っ 前項の音韻条件 と し て は、 弱 い順 に 2 拍

め がカ 行清音、 2 拍連続無声子昔、 2 拍 め がマ 行昔、 2 拍 め が ナ行音、 2 拍 め

がサ行清音の 5 つ と い う こ と に な る 。 一方、 連濁 を 抑制 す る 音韻条件 の 方 は 、

弱 い順か ら あ げ る と 、 無声子音 が欠如、 2 拍 め が ヲ 音 (/wa/) 、 2 拍 め が ラ 行

音、 2 拍 め が引 き 音 (/R/) 、 2 拍 め が ラ 行狭母音、 2 拍 め が濁音の 6 つ に な る 。

2 拍 め が ワ 音 (/wa/) の 場合 に連濁 が抑制 さ れ る こ と は、 城 岡 (2017) で 3 拍

の 前項の カ シ ワ が明治期村名 で は非連濁傾向 が あ っ た こ と と の 関連で触 れて い

る が、 2 拍 の 前項の 場合 は 、 8 種 の 前項要素の 平均連濁率が22. 3 % と 、 中程度

に 連濁 を 抑制 し て い る よ う で あ る 。 よ く 使わ れ る 前項要素 に 「岩 ( イ ワ ) J と

「川 ( カ ワ ) J と 「津 (サ ワ ) J が あ る が (付録 2 参照) 、 「岩 ( イ ワ ) J は他 の 2
者 に 比べ て 連濁率 が か な り 低 い。 「岩 ( イ ワ ) J の連濁率が10. 6 % で極 め て 低 い

の は、 2 拍 め の ワ 音 に 加 え て 前項全体 に 無声子音が含 ま れて い な い と い う 音韻

条件が加 わ っ て い る た め と 説明 で き る だ ろ う 。 2 拍 め が ラ 行音の場合で も 中程

度 に連濁 を抑制す る が、 ラ 行狭母音 な ら 、 か な り 強 く 連濁 を 抑制す る と い う 結 J

果 に な っ て い る が、 ラ 行狭母音 の 連濁抑制効果 に つ い て は 、 城岡 (2017) で確

認 し た 3 拍前項 と 共通の性質で あ る 。

も っ と も 強 く 連濁 を 抑制 す る 地名複合語前項の 音韻条件 は 2 拍 め の濁音で あ

る が、 こ れは一般語葉では確認で き な く な っ て い る 音韻条件であ る 。 城岡 (2014)

で述べ た よ う に 河川 名 で は廃れつ つ あ る 連濁抑制条件で、 連濁 し な い安倍川 や

富士川 が例外的 な 存在 に な り つ つ あ る 。 し か し 、 明治期 の 村名 の調査で は 、 濁

音後 に ま れ に 連濁す る 村名 が あ っ た と し て も 、 そ れが複数見つ か る と い う こ と

は な か っ た 。 た と え ば、 長塚村で は 、 ナ ガ ツ カ が 5 村で、 ナ ガ ヅカ が 1 村で、

菅谷村で は 、 ス ガタ ニ が 4 村、 ス ガダニ が 1 村で あ る 。 藤塚村 も フ ジ ヅカ が 1

村で、 フ ジ ツ カ が 5 村 だ っ た 。

無声子音が連続 し た り 、 2 拍 め が無声子音 で終わ る 前項 は 、 声帯が連続稼働
で な い の で、 「疲労J 6 し て お ら ず、 連濁 で声帯 を あ ら た に稼働 さ せ る こ と に余裕

で対応で き る 点 に 連濁促進効果の理 由 を 求 め る こ と がで き る だ ろ う 。 2 拍 め が

6 こ の よ う な言い方で説明 し や す い と 思 う が、 術語 と し て 声帯の 「疲労J や 「長時間労働j があ る
わ け で は な い。
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マ 行音 に つ い て は 、 パ行子音 と マ 行子音 は調音位置 が同ー の 両唇音でサ ミ シ ー

と サ ビ シ ー が入 れ替わ る よ う に 、 準濁音 と し て の性質 が あ る か と 思 い、 調べた

も の で あ る 。 城 岡 (201 7) で も 、 3 拍前項で調 べて 、 濁音 に 準 ず る 連濁抑制傾

向 が あ る か調べ た が、 は っ き り し な か っ た 。 2 拍前項 の今回 の 調査で は、 連濁

を抑制 す る ど こ ろ か、 2 拍 め がマ 行音 は、 連濁率 が45. 2 % で、 連濁 を 促進す る

傾向 が出 て い る 。 2 拍 め が ナ行音 の場合 も 連濁率 が48. 3 % で、 さ ら に 強 く 、 連

濁 を促進す る 傾向 が出 て お り 、 マ 行音 の 結果 と 同様で あ っ た 。 こ の こつ の場合

は音韻 と し て も 有声 の 鼻音 と い う 共通点 が あ る の で、 そ れ も 考 え る と と 、 音韻

同化作用 が起 き て 、 後項先頭 の無声子音 を 有声 に変 え よ う と す る 力 が働 き 、 連

濁 を 促進す る と い う 説明 が可能 だ ろ う 。 有声 の 鼻音 で音韻同 化作用 が起 き て 、

濁音 の場合 に は こ の 音韻同化作用 が起 き ず に 連濁 を 抑制 す る と い う の は、 日 本

語の 独 自 の 規則性 な の で あ ろ う 。 連濁 を 抑制 す る 音韻条件 の 方 を概観 し て み る

と 、 2 拍 め に 無声子音 が含 ま れ な い と い う 条件 が共通 し て い る こ と が分 か る 。

声帯 の連続稼働 を 回避す る 傾向 と の 関連で説明 で き そ う で あ る 。 声帯の 「長時

間労働J を避 け る 目 的 で連濁 が抑制 さ れ る と い う 解釈で あ る 。 な お、 連濁促進

効果 が も っ と も 強 か っ た 2 拍 め がサ行清音 の 前項 に つ い て は、 戸帯の 連続稼働

の 関連で説明 す る こ と も で き な い し 、 音韻同化 で も 説明 で き ず、 筆者 の知見 で

は、 仮説 と し て の 理 由 も 推定す る こ と がで き な か っ た 。

[ 図 1 J は 、 [表 5 J の 結果

か ら 、 2 拍前項 の 連濁率 の 平

均33. 4% に近い結果だ っ た 1 2

拍 め が ヤ 行音」 、 1 2 拍 め が タ

行清音」 、 1 2 拍 め が母音単独

拍」 に は連濁 を 抑制 す る 効果

も 促進す る 効果 も な い と し て

除外 し て 、 残 り の 音韻条件 を

連濁促進効果 を 持つ も の と 連

濁抑制効果 を も つ も の に分 け、

図式化 し た も の で あ る 。

さ て 、 現代 の 地 名 ( や 姓)

で も 「中 田 」 に ナ カ タ の発音

が残 り 、 「 中沢」 に ナ カ サ ワ と

ナ カ ザ、 ワ の 両方 が あ る 。 2 拍

| 強
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[図 1 ] 前項の音韻条件 に よ る
連濁促進効果 と 連濁抑制効果
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[表 6 ] 前項の 2 母音が同ー の場合の連濁率 の 前項 の二つ の母音が同

ー の と き に連濁 を 抑制 す

る の で は な い か と 考え て

調査 し た が、 [表 6 J の 結

果 か ら は そ う い う 傾向 に

は な ら な か っ た 7。 な お 、

引 き 音 ( 用/ ) は 独 自 の
音素 と し て 計算 し た の で、 例 え ば 「遠 ( ト ー) J は前項の 2 母音が同ー と し て 計

算 し て い な い 。 そ れか ら 、 [表 6 J に 「同一母音 が le/J の欄 が な い の は 、 そ の

よ う な 前項要素が な か っ た か ら だ。 日 本語で は も と も と le/ の頻度 が低 く 、 自

由 に は使わ れて い な い 。 結果 を 見 る と 、 使用例 は少 な い が、 狭母音 の と き の結

果が特殊で /iI な ら 連濁 が強 ま り 、 lu/ な ら 連濁 が抑制 さ れ る と い う 結果 に な っ

て い る が、 そ の よ う な 規則性が あ る も の な の か、 あ る い は、 直接 は、 無関係 で、

別 の条件か ら 間接的 に 来て い る 結果の 可能性 も あ る 。 「古 ( フ ル) J な ら 、 「形容

詞語幹J と 「 ラ 行狭母音」 が重 な っ て い て 、 /ul の重複 自 体 に 意 味 は な い 可能

性が あ る と い う こ と で あ る 。 連濁率が 0 % の 前項の 中 に は 「荒J や 「永J が あ

る が、 こ れ ら は、 形容詞 の語幹 と 考 え る こ と がで き る 。

形容詞 の語幹 を 前項 と す

る 村名全体の連濁率 を 出 し

た の が [ 表 7 J で あ る 。

17. 2 % の連濁率で こ れ よ り

[表 7 ] 形容詞 の語幹の連濁率

も 低い連濁率 は、 [図 1 J に ま と め た 音韻条件で は 、 濁音 と ラ 行狭母音 の 二 つ し

か な く 、 中程度 の連濁抑制傾向 が あ る 。 よ く 使わ れ る 前項要素 に つ い て 、 個 々

に 連濁率 を 調べ た の が [表 8 J で あ る 。 形容調 の語幹で連濁率 の低い も の か ら

高い も の を 眺 め て 見 る と 、 タ カ 、 ア カ 、 フ カ が高 め で、 2 拍 め がカ 行清音で終

わ っ て い る 。 2 拍 め がカ 行清音 と い う の は 、 [ 図 1 J で想定 し た 弱 い連濁促進傾

向 を も っ音韻条件であ る 。 タ カ と フ カ は、 さ ら に 、 2 拍連続無声子音で も あ る 。

も っ と も 連濁率の 高か っ た ク ロ に つ い て は 、 2 . 1 の [表 4 J の説明 です で に述

べ た よ う に ク ロ ダの影響 を 受 け て い る が、 ク ロ も 無声子音 を含ん だ前項要素で

あ る 。 一方、 連濁率が低い方 は、 無声子音 を ま っ た く 含 ま な い か ( ア ラ 、 ナ ガ、

ア オ ) 、 2 拍 め が ラ 行音 だ っ た り ( ア ラ 、 フ ル、 シ ラ ) 、 ラ 行狭母音 だ っ た り す

7 I中 ( ナ カ ) J に 弱 い の連濁抑制効果が あ る と す れ ば、 後述す る よ う に 、 意味の抽象性 に よ る も の
と 考 え ら れ る 。
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[表 8 ] 形容詞の語幹を前項 と す る 村名 の連濁率 (低い順) る ( フ ル) 0 2 拍 め が濁

(合計村名数が20以上 の も の) 音 の ナ ガ も 低 い 。 こ れ

ら は 完全 に 予測可能で

は な い が、 形容調 の語

幹 と い う 連濁抑制条件

に [図 1 J で ま と め た

連濁促進傾向 や連濁抑

制傾向 が複合 し た も の

と い う こ と で説明 で き

る も の と 思 わ れ る 。 と

こ ろ で、 「安 ( ヤ ス ) J は

形容詞 の 語幹 と はせず、 『地名 用 語語源辞典』 で語源不確 か と 記載 さ れて い る 8

点 も 考慮 し て 、 こ れか ら 述べ る 意味の 抽象性 の 項 目 で 「意味不 明 瞭」 と 分類 し

て い る 。 「安 ( ヤ ス ) J を 前項要素 と す る 地名 は か な り 多 い が、 意味 が は っ き り

し な い 。 「安 田 j が 「安 い 田 」 と 解釈で き る わ け で も な さ そ う で あ る 。 「安 ( ヤ

ス ) J を 前項 と す る 村名 の連濁率 も 高 く 、 70. 3 % だ っ た 点 も 形容調 の語幹 と 解釈

さ れ る 他 の 前項要素 と は著 し く こ と な っ て い る 。

さ て 、 形容詞 の 語幹 で な く て も 、 「下 ( シ モ') J や 「横 ( ヨ コ ) J や 「片 ( カ

タ ) J や 「北 ( キ タ ) J な ど、 連濁率 が20数パ ー セ ン ト 以 内 に 収 ま っ て お り 、 抽

象的 な 意味 を も っ 前項で は、 全体 と し て 、 形容詞 の 語幹 ほ ど の 非連濁傾向 ま で

は行 か な い が、 連濁率 が多少抑 え ら れて い る よ う で あ る 90 [表 9 J で は 、 前項

要素 の 意味 に よ る 区分 を試
[表 9 ] 意味の抽象性 ・ 非抽象性の 区分 に よ る

連濁率の違い み と し て 行 っ た も の で、 抽

象的意味 と 非抽象的意味 を
区別 し て 、 連濁率 を 出 し て

い る 。 幾分無理や り 区別 し

た と こ ろ も あ る と 思 う し 、

8 I実例 か ら は一つ の意味 ・ 語源 に特定 し がた い と こ ろ が感 じ ら れ る 。 い く つ かの語源 に よ る 近似
音の用語が 『安』 と い う 好字 に 収紋 じ て い っ た も の か も 知 れ な い 。 J ( r地名用語語源辞典』 、 1981)

9 平 田 (20 1 1 ) で は 、 姓の 「平田j が非連濁 で、 「原 田 J が連濁 す る 理 由 の説明 が未解決の問題だ
と 指摘 し て い る 。 城岡 (2014a) で は 、 有力地名や著名姓の読み方か ら の影響 な ど、 な ん ら か の
特殊事情や偶然の結果 と い う 説明 を 行 っ て い る が、 こ こ で の結果 に基づ く と 、 「平 ( ヒ ラ ) J な ら
抽象的意味の前項、 「原 (ハ ラ ) J な ら 非抽象的意味の前項 な の で、 連濁傾向 の差 の一端 は、 前項
の意味が担っ て い る 可能性が多少 は あ る と 思わ れ る 。
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『地名 用語語源辞典』 な ど の記載が一般 に 多義 と し て 扱わ れて い る こ と を考 え れ
ば分か る こ と で あ る が、 客観的基準で調査対象全体 を 分類す る こ と は不可能 で

あ ろ う 。 当 て 字 の場合 も あ る わ け だ し、 厳密 な 分類 に は な っ て い な い だ ろ う が、
抽象的意味 と 判断 し た の は、 形容調の語幹の ほ か、 時間的意味 を表す も の ( í春J 、

「秋j な ど) 、 相対的位置関係 を 表す も の ( í横J 、 「下」 な ど) 、 非現実的空間 に

関す る も の c r天j 、 印刷 な ど) 、 動詞的意味 を表す も の ( í折」 、 「落J な ど) 、 数

量 を表す も の な ど で あ る ( 1三j 、 「八J ) 、 (巻末の付録 1 の調査前項 リ ス ト に抽象

的意味 と 区分 し た 1 07種 の 前項要素 は ア ス テ リ ス ク を 付 け て 区別 し て い る ) 。 連

濁率 は24. 3 % だ か ら 、 連濁抑制効果があ る こ と が分か る 。 逆 に 、 非抽象的意味、

つ ま り 具体的 な意味 を も っ前項要素の場合 は、 連濁率が39. 83 % で弱 い連濁促進

効果 を も っ て い る こ と に な る 。 前項 に複数の 意味が あ る 場合や本来の 漢字 の 意

味では使 っ て い な い場合 な ど、 区分 は絶対的 で は な く 、 「意味不 明 瞭j と い う 区

分 も 設 け、 「相 ( ア イ ) J 、 「斎 (サ イ ) J 、 「 乙 ( オ ト ) J 、 「曾根 ( ソ ネ ) J な ど は こ こ

へ分類 し た 。 「時」 も 鴇 の 意 味や ま っ た く 別 の 意味 の 語 の 語形 が崩 れ、 ト キ に

な っ た と い う 説 も あ る く ら い な の で、 時間的意味で 「抽象的意味」 と はせず に 、

「意味不明瞭j と し た 。 具体的 な 意味 を も っ前項が そ の 意味で使わ れて い な い場

合 な ど は あ い ま い で あ る が、 「下」 や 「横」 の よ う な 場合 は、 非抽象的意味 と い

う こ と は あ り 得 な い だ ろ う 。 な お、 抽象的意味 だ か ら 連濁 が抑制 さ れ る の か、

具体的 な 意 味 を も っ て い な け れ ば、 連濁 が抑制 さ れ る と 考 え た 方 が よ い の か、

そ の あ た り の こ と は、 今後、 地名 や 固有名 詞以外の 連濁研究か ら 示唆が得 ら れ

る 可能性 を期待 し た い。 意味不 明 瞭 と 分類 し た も の の 連濁率が高 く な っ て い る

の は、 「安 ( ヤ ス ) J や 「吉 ( ヨ シ) J 10 を こ こ に含め た た め で、 こ の二 つ を 除外す

る と 、 抽象的意味の 前項要素 な み に か な り 低 め の連濁率 に な る 。

形容詞 の語幹 を 含 め て 抽象的 な 意味の 要素が複合語前項 に な る と き 連濁 が抑

制 さ れ る 傾向 は あ る が、 多 く の場合、 さ ら に 、 前項 の 2 拍 め に ラ 行音や狭母音

が複合 し て 出現す る 。 単独 でお は ど の程度連濁 を抑制 し て 、 複合が可能 な 組み合

わせが ど れ と どれで、 連濁 を抑制 す る 強 さ が ど の程度 で、 そ れ は 、 現代 ま で変

化 し て い な い の か と い う よ う な 問題 は、 明確 に 回答す る こ と は で き な い 。 し か

し 、 現代 ま で の傾向 の変化 と い う こ と で は、 形容調 の 語幹が前項や抽象的 な 意

味の前項 と い う 条件 は、 単独条件 と し て は、 連濁抑制効果 を 弱 め た 可能性が あ

る 。 明治期 の 「高 田村」 は、 『地名索引 』 に よ る と 、 連濁形 : 14、 非連濁形 : 50 

10 植物 の 「産」 の意味の言い換え と い う 説明 も 一般に行われて い る し 、 単純 に好字 と し て 使われて
い る と い う 説明 も な さ れて い る 。
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で、 非連濁形 が は る か に 多 か っ た 。 と こ ろ が、 現代 の 郵便番号簿地名 で は、 連

濁形 が多 く な っ て い る 11。 形容詞 の 語幹や意味 の 抽象性 に よ る 非連濁傾向 は 弱

ま っ て き て い る こ と が考 え ら れ そ う で あ る 。 な お、 ホ イ ト ニ ー ( 1889) 12 は 『地

名 索 引 』 と 同 時代 に編集 さ れ、 発音 の ゆ れ ま で記載 し て い る が、 全国 の 8 か所

の 「高 田 」 は す べ て Takata と さ れて い る 。 大正時代 の 『 日 本地 図 帖地名 索 引 』

で は タ カ タ が 9 か所、 タ カ ダ は 7 か所で、 タ カ ダの割合が増 え て い る よ う だ が、

依然、 非連濁形の タ カ タ がやや タ カ ダ を 上回 っ て い る 。 現代 で も 高 田 地名 は か

な り 多 い の で、 地域 を 限定 し て 、 かつ て タ カ タ 村 が も っ と も 多 か っ た 千葉県 の
「高 田 」 で明治期 と 現代 の 連濁傾向 を 比較 し て み よ う 。

【明 治期 の 千葉県 内 の 「高 田 村j 】 『地名 索 引 』 か ら

タ カ タ 5 村 上総国市原郡/上総園長柄郡/上総国武射郡/下総国東

葛飾郡/下総国千葉郡

タ カ ダ 1 村 下総国海上郡

【現在 の 千葉県 内 の 「高 田 j 地名】 郵便番号簿地名 か ら

タ カ タ 1 か所 柏 市高 田 ( タ カ タ )

タ カ ダ 5 か所 千葉市緑区高 田 町 ( タ カ ダチ ョ ウ ) /銚子市高 田 町 ( タ

カ ダチ ョ ウ ) /茂原市高 田 ( タ カ ダ) /市原市高 田 ( タ

カ ダ) / 山 武郡芝 山 町高 田 ( タ カ ダ)

タ カ タ と タ カ ダの件数が明治期 と 現代で逆転 し て い て 、 5 対 1 か ら 1 対 5 に な っ

て お り 、 連濁傾向 が大 き く 進 ん だ こ と が確認で き る 。
全国 に 広 く 分布 し た 「 中 島村」 に つ い て も 、 明治期 か ら 現在 ま で の状況 を確

認 し て お こ う 。 明 治期 の 中 島村 は 、 非連濁形の ナ カ シ マ (54村) が連濁形 の ナ

カ ジ マ (26村) の 2 倍以上 も あ り 、 ナ カ シ マ が優勢 だ っ た が、 大正期 の 『 日 本

地図 帖地名索引 j (1925) に 掲載 さ れた 地名 の 「 中 島J で は 、 ナ カ シ マ と ナ カ ジ

マ が 5 対 5 で措抗 し て い て 13、 連濁形 の 割合 が増加 し た こ と が分 か る 。 現在 の

郵便番号簿で は 、 完全 に 逆転 し て い る 。 こ れが全国 の状況で あ る 。 「 中 島j は 島

1 1 全国 的 な 証拠 は 出せ な い が、 姓 に お い て も 、 タ カ ダがタ カ タ に対 し て優勢 に な っ て き て い る こ と
が予想 さ れ る 。 静岡大学の2015年の 防災訓練時の ネ ッ ト 上 の安否確認に よ る と 、 回答 し た教職員
と 学生の 「高田j さ ん は、 タ カ ダが 3 人、 夕 方 タ が 2 人 だ っ た 。

J 2 CiNii Books で調べ る と 、 国 内 で所蔵 し て い る 図書館 は 多 く な い が、 復刻版がで て い る 。 筆者が
利用 し た の は、 詳 し い書誌情報 は な い が、 イ ン ド のPranava Books か ら 出版 さ れた復刻版で あ る 0

J3 他 に 、 愛知県 に あ っ た 中 島郡 がナ カ シ マ と さ れて い る 。
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名 と い う よ り は 、 河川 の 下流部 に 見 ら れ る 中洲 に 関連 し て 多 く 使われ、 全国 で

頻度 の 高 い地名 の 一 つ でh あ り 14、 静岡県 内 に も 多 く 分布 し て い る 。 明治期 の 村

名 で は 、 静岡県 の 中 島村 も ナ カ シ マ が 5 村 (遠江国豊田郡、 遠江国 山 名郡、 駿

河国富士郡、 伊豆国君津郡) 、 ナ カ ジ マ が 1 村 (駿河国駿東郡) だ っ た が、 現在

の 静岡県 の 地名 で は 、 下記 に 見 る 通 り 、 ナ カ シ マ は 完全 に 消失 し て い る 。

【郵便番号簿か ら 抽 出 し た 静岡県 の 中 島】

静岡市駿河 区 中 島 ( ナ カ ジ マ ) 磐 田 市福 田 中 島 ( フ ク デナ カ ジ マ )

浜松市 中 区 中 島 ( ナ カ ジ マ ) / 中 磐 田 市竜洋 中 島 ( リ ュ ウ ヨ ウ ナ カ ジ マ )

島町 ( ナ カ ジ マ チ ョ ウ ) 伊豆 ノ 国市中島 ( ナ カ ジ マ )

三島市 中 島 ( ナ カ ジ マ ) 駿東郡小山 町 中 島 ( ナ カ ジ マ )

富士宮市中 島 町 ( ナ カ ジ マ チ ョ ウ ) 志太郡大井川 町中 島 ( ナ カ ジ マ )

富士市 中 島 ( ナ カ ジ マ )

ナ カ ジ マ や タ カ ダが現代多 く な っ て い る こ と は、 前項の ナ カ や タ カ だ け の 問

題では な く 、 後項要素 と し て の [島」 や 「 田 j の連濁傾向 が強 く な っ た こ と が

関係 し て い る こ と も 考 え ら れ る 。 ま た 、 [図 1 ] に ま と め た よ う に タ カ や ナ カ は

2 拍 め がカ 行清音 と い う こ と で弱 い連濁促進傾向 が明治期 の 地名 で も あ っ た は
ずであ る 。 様 々 な 条件 の複合可能性や一つ一つ の連濁抑制条件や連濁促進条件

の 強度 と い う も の も 考 え る こ と で、 連濁 ・ 非連濁 の 時代 ご と の 実態 と 歴史的変

化 に つ い て解明 が進 む可能'性 は あ る だ ろ う が、 全国 の 地名 デー タ で も 、 必ず し

も 十分 な 数の デー タ が集 ま る わ け で は な く 、 確か な推定 は容易 で は な い だ ろ う 。

2 . 3 複合語境界を挟んだ同一行の清音連続が連濁 に 与える 影響

2 . 2 で は前項の条件 を 扱 っ た が、 前項だ け の条件で は な く 、 前項 と 後項の 両

方が絡ん だ連濁促進 ・ 抑制条件 が あ る よ う で あ る 。 前項末の 拍 と 後項先頭の 拍

の組み合わせが関与 し て い て 、 同一行 の 清音連続が関与す る 連濁 ・ 非連濁 が あ

る 。 カ 行 と タ 行 の場合 は 、 明治期 の 村名 で同一行の 清音連続 だ と そ れ を 回避 し

て 、 連濁 し よ う と す る よ う で、 連濁率 が高 く な る こ と が分 か つ た 。 サ行で は逆

14 城岡 (2009 : 46) で は、 人 口 順 に 1 00位以 内 の 日 本人の姓を2007年の 郵便番号簿地名 ( 町域名 )
で ど の程度地名 で使われて い る か探 し た 結果 を載せて い る が、 地名 と し て全国の 100か所以上で
見つ か っ た も の は、 清水、 中野、 山 田 、 上野、 中 島、 原、 和 田 、 田 中、 中 山 の 順 に 9 つ だ っ た 。
な お、 日 本人の地名や姓で、 明治期以降、 連濁傾 向 が動 い た 可能性が あ る 使用 頻度 の 高 い名称
は、 中 島、 吉 田 、 高 田 、 小川 、 福 岡 、 山崎、 山 口 、 大塚、 中川、 小島、 高木 ぐ ら い で あ ろ う (郵
便地名 の頻度順) 。
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に 清音連続が許容 さ れや す く な る 傾向 が見 ら れた 。 な お、 連濁 と 関係 し て い る

清音 に は ハ 行 も あ る が、 語中 ・ 語末の ハ 行音 は 、 タ ヒ ラ (平) や カ ヒ (貝) や

シ ホ (塩) な ど で明 ら か な よ う に、 発音 がハ 行で は な か っ た と 思 わ れ る し 、 カ

行、 サ行、 タ 行 に 比べて 数 も 少 な く 、 調査項 目 か ら 除外 し て い る 。

ま ず、 2 拍 め が清音

( カ 行清音、 サ行清音、

タ 行清音) 前項 の連濁

率 を前項の該当数を [表

1 0J に 出 し て お く 、 調

査前項全体 の 連濁率 が

33. 4 %  ( [表 1 ] ) だ っ た わ け で あ る か ら 、 2 拍 め が無声 の 清音 で終わ る こ れ ら

の 前項 は す べ て 平均以上 の 連濁率で、 と く に サ行 が54. 0 % で高 く な っ て い る こ

と が分か る 。 2 拍 め の 先頭 に 無声子音 が使わ れ る こ れ ら の 場合 は 、 声帯が連続

し て 稼働 し て お ら ず、 声帯の稼働 の 障害 に な る 声帯の 「疲労J 15 の よ う な 要素 が

な く 、 そ の こ と が連濁 し 易 い こ と に 関与 し て い る と 説明 で き る だ ろ う 。 2 . 2 で

見 た よ う に 、 逆 に 、 前項 に 無声子音 が欠如 す る 場合 は、 声帯 は前項 の 1 拍 め の

先頭か ら 2 拍 め の末尾 ま で連続稼働 す る こ と に な る が、 連濁 が抑 え ら れ る と い

う こ と は 、 声帯が さ ら に連続稼働す る こ と を抑制 し て い る も の と 解釈で き 、 連

濁率が25. 0 % で ( [表 5 ] ) 、 平均 よ り か な り 低 く 抑 え ら れて い た 。 連濁 が声帯の

「疲労j を起 こ す よ う な 連濁 を抑制 し た た め と 説明 で き る だ ろ う 。

[表1 1J は カ 行終わ り の前

項 に カ 行始 ま り の 前項 が続

く 場合の 連濁 率 を そ の他 の
場合 と 対比 し て い る 。 後項

先頭 がカ 行清音 の 場合の 連

濁率 が58. 5 % で、 そ の他 の

場合治宝35. 6% だか ら 、 約23%

[表1 1 ] 力 行の 同 一清音行連続 と そ の他の場合

カ行清音終わ り の喜古墳 連濁数 非遼濁数 逮濁喜界
(38穣) 304 470 39. 3 %  
後項が 72 51 58. 5 %  カ行清音始 ま り の場合
後項が 232 419 35. 6 %  その他の場合

の 差 が あ り 、 同一清音行連続で連濁率 が高 く な っ て い る 。 こ の こ と を 実際の村

名 で見て お こ う 。 「川 J を 後項 と す る 調査村名 全体の 連濁率 は 1 5. 4% と 下 か ら 2

番 め に低 か っ た ( [表 2 ] ) 。 と こ ろ が、 | 深J I I 村j で は 「深」 が形容詞 の 語幹 な

15 こ こ で は、 声がかれた り す る と き に使 う 声帯疲労の よ う な大袈裟な意味で は な く 、 声帯の連続稼
働 が続 け ば連濁 が抑制 さ れ、 連続稼働 し て い な け れ ば、 声帯 は稼働 し や す く 連濁 し や す い と い う
仮説 を分か り や す く す る た め に [ 疲労」 と い う 用語 を 使 っ て い る 。
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の で連濁 が抑制 さ れ る は ずで あ る が、 4村 : 1 村で連濁 が多 か っ た 。 一方、 形

容調 の 語幹 ほ ど で は な い が、 方位で抽象的意味の 前項 を も っ 「北川村」 で は連

濁 が多少 は抑制 さ れて も お か し く な い が、 1 村 : 9 村で非連濁形の割合が 「深

川村J に 比べで は る か に 多 か っ た 。 「深J と 「北J の差 は 、 フ カ と カ ワ で は、 同

一清音行連続回避の連濁傾向 が強 か っ た た め に 、 そ の結果、 「深川村j と í::ftJ I I  
村」 の連濁割合の 差が こ れだ け つ い た も の と 説明 で き る と 思 わ れ る 。

[表1 2] サ行の 同一清音行連続 と そ の他の場合
次にサ行清音の場合が [表

12J で あ る 。 2 . 2 の前項の

み の 音韻条件で も 2 拍 め が

サ行清音の 前項が最 も 強 い
連濁促進条件 に な っ て い て 、

理 由 は分 か ら な い が、 2 拍

め がサ行清音の 前項 は特殊

な 前項 に な っ て い た が、 先頭がサ行清音の 後項が接続す る 場合 も 、 連濁 を促進

す る 傾向 が な い と い う 点 で特殊 な 結果 に な っ て い る 。 も と も と 連濁率の 高 か っ

た 2 拍 め がサ行音の 前項で あ る が、 [表12J に あ る よ う に 、 後項の 先頭がサ行清

音の方が そ の他 の場合 よ り も 連濁率が低 く 、 差 が約 1 1 % あ る 。 サ行清音が同一

行で連続す る 場合の連濁 を 促進 し な い と い う 特殊性 に つ い て は、 筆者の知見で

は、 具体的 な 考 え を ま と め る こ と がで き て い な い。

タ 行 に つ い て 同一清音行

連続 に つ い て ま と め た の が、
[表13J で あ る 。 同一清音行

の連続条件の連濁率 と そ の

他 の後項 と 複合す る 場合の

連濁率 を 比べて み る と 、 カ

行 + カ 行で は22. 9 % の 差が

[嚢1 3] タ行の同一清音行連続 と そ の他の場合

あ り 、 タ 行 + タ 行で は 、 27. 3 % で さ ら に差 が大 き く な っ て い る 。 つ ま り 、 カ 行

+ カ 行で は 、 カ 行 + ガ行 に 変 え ら れ、 タ 行 + タ 行で は タ 行 + ダ行 に 変 え ら れ る

場合が増 え る 傾向 が強 い と い う こ と に な る 。 こ の連濁率 の 差 は連濁促進効果 と

考え る こ と がで き る 。 タ 行清音終わ り の 2 拍前項 に は、 カ 行 と は異 な り 特殊 な

点 も あ る 。 タ 行清音以外が後項の 先頭 に あ る 場合の 連濁率 は25. 2 % で、 こ れ は

2 拍前項全体の平均連濁率 の33. 4% ( [表 1 ] ) よ り か な り 低 く な っ て お り 、 連

濁 が抑 え ら れて い る こ と に な る だ ろ う 。 2 . 2 の 前項の 音韻条件で は 、 2 拍 め が
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[図 2 ] 同一清音行連続の
促進効果 と 連濁抑制効果

タ 行清音 の 前項 に連濁促進効果 も 連

濁抑制効果 も 認 め な か っ た が、 タ 行

清音以外が後続す る 場合 に は、 理 由

は不明 だが、 弱い連濁抑制効果があ っ

た こ と に な る だ ろ う 。

同 一清音行 の 回避傾向 の連濁率 の

上昇 と 同 一清音行の維持傾向 の連濁

率の 下降 を グ ラ フ に し た の が [図 2 J

で あ る 。 サ行 + サ行で は 、 マ イ ナ ス

10 . 9 % で、 連濁率 が下 が っ て お り 、

同一清音行連続 が維持 さ れた こ と を

示 し て い る 。 理 由不 明 の 弱 い連濁抑制効果で あ る が、 現代 に か け て 、 こ の サ行

の状況 は解消 さ れ、 現在 で は 、 タ 行や カ 行 と 同様 に 連濁促進傾向 を 強 め て い る

よ う に 思わ れ る 。 明治期村名 の調査で は 、 サ行 の場合 だ け例外的 に 連濁 を抑制

す る 傾向 が出 て い た が、 現在 の郵便番号簿地名 で は 、 サ行終わ り の 前項 に サ行

始 ま り の後項が接続す る 場合 も 、 連濁 を促進す る 方向 に 方向転換 し た よ う に 見

え る 。 ま ず、 明治期村名 で非連濁形 が と く に 多 か っ た の は 、 石坂村 と 吉崎村 と

藍崎村の 三つ で あ る (他 に も 多 く の非連濁形が あ っ た が、 該 当 す る 村名 が 1 村

の も の が多 い) 。 イ シサ カ と イ シザカ は 4 : 1 でイ シ サ カ が優勢 だ っ た し 、 ヨ シ

サ キ と ア シ サ キ で は非連濁形 し か な く 、 連濁形 の 村名 が な か っ た 。

① 石坂村 ・ … … イ シ ザ カ : 1 … イ シ サ カ : 4
② 吉崎村 … ・ … ヨ シ ザ キ : 0 … ヨ シ サ キ : 6 
③ 藍崎村 - … … ア シ ザ、 キ : 0 ・ … ア シ サ キ : 3 

郵便番号簿地名 で は 、 イ シ サ カ は少数派 に 変わ っ て お り 、 富山県 に 2 か所 と

石川 県 と 福岡県 に あ る だ け で あ る 。 一方、 イ シ ザ カ の 方 は北海道、 青森県、 埼

玉県、 新潟県、 富山県、 静岡県、 愛知県、 福 岡 県 ( 2 か所) 、 長崎県 に 分布 し て

お り 、 現代地名 で は優勢 と 劣 勢 が逆転 し て 、 連濁形 が多 く な っ て い る 。 「吉崎」

で は 、 さ ら に 急進的 な 変化 を し て あ り 、 『地名 索 引 』 で、見つ か る 6 村 は す べて 非

連濁形だ っ た が16、 現代 の郵便番号簿で、見つ か る ヨ シサ キ は能登国羽 咋郡 に あ っ

15 r地名 索引』 に は対応村名 は な い が、 ホ イ ト ニ ー (1889 : 19 1 ) で は福井県 あ わ ら 市吉崎の対応地
名 がす で に Yoshizaki と 連濁形で記 さ れて い る 。 こ の 「吉崎J は名所で も あ っ たせ い か、 『 日 本地
図 帖地名 索 引 .1 (1925) に も 唯一掲載 さ れて い る が、 ヨ シ サ キ と 非連濁形 に な っ て お り 、 明治期
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た 吉崎村の後継地名 が ヨ シ サ キ を継承 し て い る が、 他 に 全国 の 7 か所 に 見つ か

る 「吉崎」 は連濁形の ヨ シ ザ キ を使 っ て い る 。 非連濁形 し か な か っ た 藍崎村の

場合 も 、 郵便番号簿地名 に 旧 字体の [麗J を使 う 「董崎j は な い の で、 「芦崎」

で調べ る と 、 ア シサ キ は千葉県銚子市 に残 る だ け で、 全国 に は他 に 4 か所の 「芦

崎」 が あ る が、 連濁形 の ア シ ザ キ を使用 し て い る 。 と い う こ と で、 か つ て 、 連

濁 が抑制 さ れ る 傾向 も あ っ た サ行 + サ行の複合地名 も 、 現代 で は、 強い連濁傾

向 を も つ よ う に 変わ っ て き て お り 、 r�崎j の 非連濁形か ら 連濁形へ の変化 は他

に も 容易 に 見つ か る よ う だ。 「磯崎村j は陸前田宮城郡 に イ ソ サ キ 村 と し て あ っ

た だ け だ が、 郵便番号簿で は 、 宮城県 の ほ か、 茨城県、 三重県 に 見っ か り 、 イ

ソ ザ キ で あ る 。 連濁 さ せ な い場合 は 音韻脱落の傾 向 も 出 る の だ ろ う 九 「磯崎」

を イ サ キ と 発音す る 地名 が愛媛県八幡浜市 に あ る (保内 町磯崎ホ ナ イ チ ョ ウ イ

サキ ) 。 ま た 、 群馬県 イ セ サ キ (伊勢崎) 市や東武鉄道の東武 イ セ サ キ 線の発音

がイ セ ザ キ と 連濁 さ せ て 発音 さ れ る 傾向 が 出 て い る の は、 サ行の 清音の連続が

そ の ま ま 使わ れ る 傾向 が連濁へ と 変わ っ て き て い る 発音傾向 の 変遺 と 無関係 で

は な い だ ろ う 。 ネ ッ ト 上 に も イ セ サ キ か イ セ ザ キ か と い う 点 に つ い て は、 多 く

の コ メ ン ト や質問 が掲載 さ れて い る 。

同一清音行が連続す る 条件で、 明治期 に は、 カ 行連濁や タ 行連濁 の連濁促進

傾向 が強 か っ た と い っ て も 、 連濁率 は58. 5 % ( [表1 1 ] ) や52. 5 % ( [表13] ) な

の で、 非連濁例 も 多数見つ か る 。 と く に 非連濁形が多 か っ た 事例 に つ い て そ の

後の音変化 を追跡調査す る と 、 連濁形への変化が観察で き る 。 赤木村 ( ア カ キ :

5 、 ア カ ギ : 3 ) 、 高木村 ( タ カ キ : 17、 タ カ ギ : 16) 、 中川村 ( ナ カ カ ワ : 1 6、

ナ カ ガ ワ : 15) 、 滝川村 ( タ キ カ ワ : 6 、 タ キ ガ ワ : 0 ) 、 片 岡村 ( カ タ タ : 6 、

カ タ ダ : 3 ) 、 北 田村 ( キ タ タ : 4 、 キ タ ダ : 2 ) 、 松 田村 (マ ツ タ : 5 、 マ ツ

ダ : 1 ) 、 松塚村 (マ ツ ツ カ : 4 、 マ ツ ヅカ : 1 ) 、 二塚 ( フ タ ツ カ : 3 、 フ タ

ヅカ : 0 ) な ど で は 、 同一清音行の連続が強い連濁促進傾向 に 「晒 さ れて j い

た こ と に な る が、 現代 の 郵便番号簿地名 で は 、 最低で も 連濁形が な か っ た 地名

で連濁形が生 じ て い る 。 連濁形 と 非連濁形の 数が逆転 し て い る 場合 も 多 い。 「赤

木」 、 「中川」 、 「松塚」 で は 、 か つ て優勢 だ っ た非連濁形が現代 の郵便番号簿地名

か ら 消失 し て い る 。

か ら 大正期 に か け て も ゆ れて い た こ と を伺わせ る 。
17 r地名 案 引 』 に よ る と 、 播磨 国赤穂郡 に は サ カ コ シ (坂越) 村 が あ っ た 。 こ れ は、 ホ イ ト ニ ー

(1889) で も おkakoshi と あ り 、 非連濁形が確認で き る 。 現代 の後継地名 は、 サ カ ゴシ に は な ら な
かっ た が、 音韻脱落 さ せ て 、 兵庫県赤穂市の 「坂越 (サ コ シ)J に な っ て い る 。
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3 . 要 旨

内務省地理局 は、 明治維新 に よ り 統一 さ れ、 近代国家 に な っ た 日 本全国 の 村

名 な ど を 『地名 索 引 j ( 1 885) に ま と め て い る が、 本稿で は 、 こ れ を も と に 2 拍

前項 と い う 地名 の も っ と も 基本的 な 前項要素 を も っ 地名 複合語 の連濁 ・ 非連濁

を 調査 し た 。 現代 の 地名 へ の変遷 は、 可能 な 場合 に 、 『地名 索引 』 と ほ ぼ同 時期

に 外国人が ま と め た 地 名 資料で あ る ホ イ ト ニ ー ( 1889) や大正期 の 『 日 本地図

帖地名 索 引 j ( 1925) や現代 の 郵便番号簿地名 も 調査 し た 。

ま ず、 こ れ ま で に 先行研究で指摘 さ れ た り 、 検討 さ れた 内 容 な ど を 参考 に 、

前項要素中 の 音韻 が関与 し た 連濁抑制条件 と 連濁促進条件 を 明 ら か に し た 。 調

査結果か ら 明 ら か に な っ た 連濁抑制条件 は 、 強い も の か ら 弱 い も の ま で下記の

も の だ っ た 。

① 強条件 2 拍 め が濁音/ 2 拍 め が ラ 行狭母音

② 中条件 2 拍 め が引 き 音/ 2 拍 め が ラ 行音/ 2 拍 め が ワ 音

③ 弱条件 無声子音 が欠如

一方、 連濁 を 促進す る 音韻条件 は 、 撒音後の 字音語 (漢語) は取 り 上 げ ら れ

る こ と が多 い が、 他 の 条件 が先行研究で取 り 上 げ ら れた例 を管見 で は見つ け る

こ と がで き な か っ た 。 し か し 、 調査結果 に 基づ く と 、 下記 の も の に 連濁促進効

果 が あ る こ と が明 ら か に な っ た 。

① 強条件

② 中条件

③ 弱条件

2 拍 め がサ行清音

2 拍 め が ナ行音/ 2 拍 め がマ 行音

2 拍連続無声子音/ 2 拍 め が カ 行清音

前項 に 無声子音 し か使わ れて い な か っ た り 、 2 拍 め に 特定 の 無声子音 が使わ

れて い る 条件 は、 連濁 に よ る 声帯 の連続稼働 が関連 し て い る 可能性が あ る だ ろ

う 。 有声子音 の 関連で は 、 マ 行音 と ナ行音 に 中程度 の 連濁促進効果が あ る と い

う こ と な っ た が、 濁音や ラ 行音 の 方 は 、 上 に 見 た よ う に 、 連濁抑制効果 が あ っ

た 。 し た が っ て 、 日 本語の 有声子音 は 、 連濁 を 抑制 す る も の と 促進す る も の の

2 群 に 分類 さ れ る こ と に な る だ ろ う 。

( 1 ) /b， d， g ム r/ 一 一 H ・ H ・ 連濁 を 抑制

( 2 ) /m， n/ … ・ … ・ … - … … 連濁 を 促進
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さ ら に 、 本論で は 、 意味や 品調 と の 関連で、 形容詞 の 語幹や前項の 意味が抽

象的 な 場合 に 連濁 が抑制 さ れ る 弱 い傾 向 が あ る こ と を調査結果 に 基づ き 指摘 し

た 。 「荒 ( ア ラ ) J を 前項 と す る 村名 に 連濁 す る も の が な か っ た し 、 「長 ( ナ 方、) J

を 前項 と す る 村名 で連濁す る も の が ほ と ん ど な か っ た 。 2 拍 め の濁音や ラ 行音

に加 え て 、 こ の形容詞 の語幹 と い う 特徴が加 わ っ た こ と が そ の 強い非連濁傾向

の説明 に な る も の と 思 わ れ る 。

ま た 、 複合語の境界 の 前後の拍 に 同一行 の清音が使わ れ る 場合が あ り 、 カ 行

と タ 行 に 強 い連濁促進傾向 が あ る こ と を確認 し た 。 サ行 に つ い て は、 明治期 の
村名 調査で は連濁 を促進す る 傾向 が あ い ま い だ っ た が、 現在 ま で に連濁 を促進

す る 傾 向 が明 瞭 に な っ て き た こ と を実例 を あ げて 指摘 し た 。
本稿 の 調査で不 明 な ま ま 終わ っ た こ と も 指摘 し て お く べ き だ ろ う 。 合計村名

数が20以上 あ っ た 前項要素で も っ と も 連濁率の 高 か っ た 「池 ( イ ケ ) J は、 2 拍

め が カ 行清音 で、 非抽象的意味で あ り 、 本稿で指摘 し た種 々 の連濁抑制条件 を

も っ て い な い。 し た が っ て 、 高 い連濁率 は あ る 程度説明 可能 だ。 し か し 、 42 か

村 と 連濁形の 多 か っ た 「池 田村J に し て も 非連濁形 が 5 か村存在 し た 。 こ れ は

ど の よ う に 説明 すべ き な の だ ろ う か。 ま た、 地名 由来 の 多 い 日 本人 の姓の連濁 ・

非連濁 と 明治期 の村名 の連濁 ・ 非連濁 に も 不可解 な 点 が あ る 。 『 日 本人の 苗字 表

音編 ・ 表記編.1 (生命保険加入者 な ど に基づ く 実証的 デー タ ) に よ る と 、 「池 田 J

に は イ ケ ダだ け で な く 、 イ ケ タ の発音 も あ る 。 こ れ は 明 治期 の村名 の連濁 ・ 非

連濁 か ら 理解で き る 。 し か し、 「徳田 」 の 場合 は、 8 か村 あ っ た 「徳田村」 は連

濁形の み だ っ た の に 、 苗字 の発音 に は ト ク ダ と ト ク タ の 両方が あ る 。 明治期以

前 の村名 に つ い て 発音 を確認す る こ と は ほ と ん ど不可能 だ が、 ト ク ダ村 も 明治

期以前 に ト ク タ 村だ っ た 可能性が あ る と い う こ と な の だ ろ う か。

日 本人の 姓 の 連濁 ・ 非連濁 を厳密 に 追求 で き る よ う な 資料 は現時点 で存在 し

な い が、 地名 の連濁 ・ 非連濁 が変化 し て 、 姓の発音 も 変化 し た と い う よ う な 容

易 に理解可能 な 変化や、 沖縄県 の 「新垣」 の よ う に 沖縄で例外的 に ア ラ カ キ と
発音 さ れ る 村名 18 に 基づ く 姓 が、 沖縄県以外 で ア ラ ガキ と 発音 さ れ る よ う に な

る と い う よ う な 単純 な 音韻対応以外 に も 、 二つ の 固有名 調 の あ い だ に な ん ら か

の傾向 の違 い な ど が あ る の だ ろ う か。 将来、 こ の 方面の傾 向 と 規則性が明 ら か

に さ れ る こ と を期待 し た い。

な お 、 個 々 の 地名 の 変遷 を徹底的 に 調査 し た わ け で も 、 現代 の 地名 の 連濁 ・

18 r地名索 引 』 の琉球の新垣村の発音表記 は ア ラ カ キ で も な く 、 ア ラ カ チ で あ る 。 現代の地名 の読
み と し て の 「新垣 ( ア ラ カ キ ) J の特殊性 に つ い て は注の 5 を 参照 さ れた い。
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非連濁 の全体的 な傾 向 を大規模調査 し た わ け で も な く 、 一部 の サ ン プル の 調査

に と ど め て い る 。 村名 調査 に あ た っ て は 、 て い ね い に や っ た つ も り で あ る が、

意図せ ざ る 間違い が混入 し て い る 可能性 は皆無で は な い。 そ も そ も 『地名 索引 J

自 体 に も デー タ 収集 ミ ス や編集 ミ ス な ど も あ る だ ろ う か ら 、 完全 と い う わ け に

は い か な い。 ご容赦 を願い た い。
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丸善商社書庖。

【付録 1 】 調査 し た292種の前項要素

・ 「抽象的意昧J と 判断 し た も の に は * を後置 し 、 「意味不明瞭J と し た も の

に は ? を後置 し た。 五十音順 に 並べ、 1 字の も の を先 に 出 し 、 2 字の も の

を最後に ま と め た。

相 ( ア イ ) ? 、 青 ( ア オ ) * 、 赤 ( ア カ ) * 、 秋 ( ア キ ) * 、 浅 ( ア サ) * 、

朝 ( ア サ) * 、 麻 ( ア サ) 、 足 ( ア シ) 、 蓋 ( ア シ) 、 熱 ( ア ツ ) * 、 厚 ( ア ツ )

* 、 跡 ( ア ト ) ? 、 天 ( ア マ ) * 、 雨 ( ア メ ) 、 荒 ( ア ラ ) * 、 有 ( ア リ ) * 、

粟 ( ア ワ ) 、 飯 ( イ ー) ? 、 家 ( イ エ) 、 生 ( イ ク ) * 、 池 ( イ ケ ) 、 石 ( イ シ) 、

磯 ( イ ソ ) 、 板 ( イ タ ) 、 市 ( イ チ ) 、 出 ( イ デ) * 、 糸 ( イ ト ) 、 稲 ( イ ナ ) 、 犬

( イ ヌ ) 、 今 ( イ マ ) * 、 芋 ( イ モ ) 、 岩 ( イ ワ ) 、 植 ( ウ エ) * 、 上 ( ウ エ) * 、

魚 ( ウ オ ) 、 浮 ( ウ キ ) * 、 請 ( ウ ケ ) * 、 牛 ( ウ シ) 、 薄 ( ウ ス ) * 、 歌 ( ウ

タ ) ? 、 内 ( ウ チ ) * 、 打 ( ウ チ ) * 、 姥 ( ウ ノ�) 、 梅 ( ウ メ ) 、 浦 ( ウ ラ ) 、 上

( ウ ワ ) * 、 枝 (エ ダ) 、 老 ( オ イ ) * 、 大 ( オ ー) * 、 太 ( オ ー) * 、 岡 ( オ

カ ) 、 沖 ( オ キ ) * 、 荻 ( オ ギ) 、 奥 ( オ ク ) * 、 押 ( オ シ) * 、 遅 ( オ ソ ) * 、

落 ( オ チ ) * 、 乙 ( オ ト ) ? 、 面 ( オ モ ) ? 、 折 ( オ リ ) * 、 貝 ( カ イ ) 、 海

(カ イ ) 、 柿 (カ キ ) 、 掛 (カ ケ ) * 、 笠 ( カ サ) 、 風 ( カ ザ) 、 樫 (カ シ) 、 梶 (カ

ジ) 、 粕 (カ ス ) 、 片 ( カ タ ) * 、 堅 (カ タ ) * 、 門 (カ ド ) 、 金 (カ ナ ) 、 金 (カ

ネ ) 、 樺 (カ ノ�) 、 鎌 ( カ マ ) 、 上 ( カ ミ ) * 、 神 (カ ミ ) * 、 亀 (カ メ ) 、 鴨 (カ

モ ) 、 萱 ( カ ヤ ) 、 唐 ( カ ラ ) * 、 狩 (カ リ ) * 、 刈 ( カ リ ) * 、 苅 ( カ リ ) * 、

川 (カ ワ ) 、 河 ( カ ワ ) 、 菊 ( キ ク ) 、 岸 ( キ シ) 、 北 ( キ タ ) * 、 君 ( キ ミ ) 、 清

( キ ヨ ) * 、 桐 ( キ リ ) 、 切 ( キ リ ) * 、 草 ( ク サ) 、 串 ( ク シ) 、 櫛 ( ク シ) 、 楠

( ク ス ) 、 葛 ( ク ズ) 、 口 ( ク チ ) 、 園 ( ク ニ ) 、 窪 ( ク ボ) 、 熊 ( ク マ ) 、 倉 ( ク

ラ ) 、 鞍 ( ク ラ ) 、 競 ( ク ラ ) 、 栗 ( ク リ ) 、 黒 ( ク ロ ) * 、 桑 ( ク ワ ) 、 越 ( コ

シ) * 、 駒 ( コ マ ) 、 米 ( コ メ ) 、 薦 ( コ モ ) ? 、 斎 (サ イ ) ? 、 坂 (サ カ ) 、 崎

(サ キ ) 、 鷺 (サ ギ) 、 笹 (サ サ) 、 指 (サ シ) * 、 定 (サ ダ) ? 、 里 (サ ト ) 、 異

(サ ナ) ? 、 買 (サ ネ ) ? 、 寒 (サ ム ) * 、 猿 (サル) 、 揮 (サ ワ ) 、 椎 ( シ ー) 、

盤 ( シ オ ) 、 鹿 ( シ カ ) 、 繁 ( シ ゲ) * 、 宍 ( シ シ) 、 下 ( シ タ ) * 、 篠 ( シ ノ ) 、

柴 ( シ パ) 、 芝 ( シノ�) 、 渋 ( シ プ) * 、 島 ( シ マ ) 、 下 ( シ モ ) * 、 白 ( シ ラ )

* 、 末 (ス エ) * 、 菅 (ス ガ) 、 杉 (ス ギ) 、 助 ( ス ケ ) * 、 菅 (ス グ) 、 鈴 (ス
ズ) 、 砂 (ス ナ) 、 住 (ス ミ ) * 、 閲 (セ キ ) 、 芹 (セ リ ) 、 添 ( ソ エ) * 、 側 ( ソ
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ノ't) * 、 高 ( タ カ ) * 、 瀧 ( タ キ ) 、 竹 ( タ ケ ) 、 妻 ( タ デ) 、 棚 ( タ ナ ) 、 谷 ( タ

ニ ) 、 種 ( タ ネ ) 、 玉 ( タ マ ) 、 樽 ( タ /レ) 、 近 ( チ カ ) * 、 塚 ( ツ カ ) 、 月 ( ツ

キ ) 、 次 ( ツ ギ) * 、 土 ( ツ チ ) 、 角 ( ツ ノ ) 、 坪 ( ツ ボ) 、 鶴 ( ヅ ノレ) 、 寺 ( テ

ラ ) 、 遠 ( ト ー ) * 、 時 ( ト キ ) ? 、 徳 ( ト ク ) * 、 構 ( ト チ ) 、 殿 ( ト ノ ) 、 富

( ト ミ ) * 、 友 ( ト モ ) * 、 豊 ( ト ヨ ) * 、 鳥 ( ト リ ) 、 苗 ( ナ エ) 、 直 ( ナ オ )

* 、 中 ( ナ カ ) * 、 長 ( ナ ガ) * 、 永 ( ナ ガ) * 、 梨 ( ナ シ) 、 鍋 ( ナ ベ) 、 並

( ナ ミ ) * 、 成 ( ナ リ ) * 、 成 ( ナ ノレ) * 、 新 ( ニ ー ) * 、 苦 ( ニ ガ) * 、 西

( ニ シ) * 、 韮 ( ニ ラ ) 、 庭 (ニ ワ ) 、 糠 (ヌ カ ) 、 沼 (ヌ マ ) 、 猫 (ネ コ ) 、 延 ( ノ
ブ) * 、 灰 (ハ イ ) 、 奔 (ハ イ ) ? 、 萩 (ハ ギ) 、 箱 (ハ コ ) 、 橋 (ハ シ) 、 費 (ハ

シ) 、 蓮 (ハ ス ) 、 畑 (ハ タ ) 、 幡 (ハ タ ) ? 、 初 (ハ ツ ) * 、 花 (ハ ナ ) 、 羽 (ハ

ネ ) 、 漬 (ハ マ ) 、 早 (ハ ヤ ) * 、 原 (ハ ラ ) 、 針 (ハ リ ) 、 春 (ハ ノレ) * 、 稗 ( ヒ

エ ) 、 引 ( ヒ キ ) * 、 疋 ( ヒ キ ) * 、 久 ( ヒ サ) * 、 菱 ( ヒ シ) * 、 姫 ( ヒ メ ) 、

平 ( ヒ ラ ) * 、 蛭 ( ヒ ノレ) 、 贋 ( ヒ ロ ) * 、 深 ( フ カ ) * 、 房 ( フ サ) 、 伏 ( フ

シ ) * 、 藤 ( フ ジ) 、 伏 ( フ セ ) * 、 二 ( フ タ ) * 、 船 ( フ ナ ) 、 古 ( フ ル) * 、

蛇 ( ヘ ピ) 、 鉾 ( ホ コ ) 、 星 ( ホ シ) 、 細 ( ホ ソ ) * 、 程 ( ホ ド ) ? 、 澗 ( ホ ラ ) 、

堀 ( ホ リ ) 、 舞 ( マ イ ) * 、 前 (マ エ) * 、 曲 ( マ ガ) * 、 牧 (マ キ ) 、 横 (マ

キ ) 、 孫 ( マ ゴ) 、 政 (マ サ) ? 、 正 ( マ サ) ? 、 増 (マ ス ) * 、 升 ( マ ス ) 、 析

( マ ス ) 、 町 (マ チ ) 、 松 (マ ツ ) 、 豆 (マ メ ) 、 丸 (マ ノレ) * 、 右 ( ミ ギ) * 、 水

( ミ ズ) 、 道 ( ミ チ ) 、 三 ( ミ ツ ) * 、 蓑 ( ミ ノ ) 、 宮 ( ミ ヤ ) 、 妻 ( ム ギ) 、 虫 ( ム

シ ) 、 村 ( ム ラ ) 、 室 ( ム ロ ) 、 餅 ( モ チ ) 、 持 ( モ チ ) 、 元 ( モ ト ) * 、 本 ( モ

ト ) * 、 森 (モ リ ) 、 盛 (モ リ ) * 、 諸 (モ ロ ) * 、 安 ( ヤ ス ) ? 、 八 ( ヤ ツ )

* 、 薮 ( ヤ ブ) 、 山 ( ヤ マ ) 、 横 ( ヨ コ ) * 、 吉 ( ヨ シ) ? 、 芳 ( ヨ シ) ? 、 良

( ヨ シ) ? 、 米 ( ヨ ネ ) 、 若 ( ワ カ ) * 、 脇 ( ワ キ ) * 、 鷲 ( ワ シ) 、 綿 ( ワ タ ) 、

渡 ( ワ タ ) ? 、 伊勢 ( イ セ ) 、 江 曽 (エ ソ ) ? 、 久保 ( ク ボ) 、 獅子 ( シ シ) 、 曾

根 ( ソ ネ ) ? 、 千代 ( チ ヨ ) * 、 三津 ( ミ ツ ) ? 、 八重 ( ヤ エ) * 。

【付録 2 ] 20村以上の使用例の あ っ た59種の前項要素の連濁率 な ど (1 3種の後項

要素全体に対す る 合計で、 連濁率の低い順でら同順の場合 は五十音順)

- 漢字表記/カ ナ表記/連濁数/非連濁数/合計村名 数/連濁率

( 1 ) 荒/ ア ラ / 0 /40/40/0. 0 % ( 4 ) 永/ ナ ガ/ 0 /26/26/0. 0 %
( 2 ) 太/ オ ー/ 0 /52/52/0. 0 % ( 5 ) 長/ ナ ガ/ 2 /1 03/105/1 . 9 %  
( 3 ) 久保/ ク ボ/ 0 /2 1/2 1/0. 0 % ( 6 ) 古/ フ ル/ 1 /44/45/2. 2 %
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( 7 ) 白 / シ ラ / 1 /31/32/3. 1 % (34) 中/ナ カ /67/1 1 0/1 77/37. 9%
( 8 ) 成/ ナ リ / 1 /20/21/4. 8 % (35) 津/サ ワ / 1 1/18/29/37. 9 %
( 9 ) 青/ ア オ / 3 /49/52/5. 8 % (36) 熊/ ク マ / 8 /12/20/40. 0 %
(10) 藤/ フ ジ/ 3 /46/49/6. 1 % (37) 西/ ニ シ/40/56/96/41. 7 %
(1 1) 下/ シ モ/ 3 /39/42/7. 1 % (38) 豊/ ト ヨ /2 1/28/49/42. 9 %
(12) 大/オ ー/21/255/276/7. 6% (39) 船/ フ ナ/19/23/42/45. 2 %
(13) 横/ ヨ コ / 4 /42/46/8. 7 %
(14) 平/ ヒ ラ /10/87/97/10 . 3 %
(15) 慶/ ヒ ロ / 3 /25/28/10 . 7 %
(16) 岩/ イ ワ / 8 /58/66/12. 1 % 
(17) 松/マ ツ / 7 /47/54/13. 0% 
(18) 杉/ス ギ/ 3 /19/22/13. 6%
(19) 片/カ タ / 4 /17/2 1/19. 0 %
(20) 聾/ シ オ/ 8 /31/39/20. 5%
(21) 川/カ ワ /10/38/48/20. 8%
(22) 相/ ア イ / 8 /26/34/23. 5 %
(23) 浦/ ウ ラ / 6 /19/25/24. 0 %
(24) 玉/ タ マ/ 6 /19/25/24. 0 %

(40) 北/ キ タ /3 1/37/68/45. 6 %
(41) 前/マ エ/22/21/43/51 . 2 %
(42) 石/ イ シ/54/50/104/51 . 9 %
(43) 米/ ヨ ネ /1 1/ 9 /21/52. 4%
(44) 漬/ハ マ /14/1 1/25/56. 0 %

(45) 今/ イ マ/23/18/41/56. 1 %
(46) 寺/ テ ラ /37/28/65/56. 9 %
(47) 牛/ ウ シ/1 2/ 9 /21/57. 1 % 
(48) 原/ハ ラ /18/13/31/58. 1 %
(49) 山/ ヤ マ/57/41/98/58. 2 %
(50) 内/ ウ チ /16/10/26/61 . 5 %
(51) 稲/ イ ナ/15/ 9 /24/62. 5 %

(25) 高/タ カ /32/99/131/24. 4% (52) 梅/ ウ メ /15/ 9 /24/62. 5 %

(26) 坂/サ カ / 9 /25/34/26. 5 % (53) 島/ シ マ/29/1 7/46/63. 0 %

(27) 赤/ ア カ /1 1/30/41/26. 8% (54) 飯/ イ ー/49/26/77/63. 6 %

(55) 吉/ ヨ シ/83/41/124/66. 9 %
(56) 安/ ヤ ス /26/ 9 /37/70. 3 %
(57) 岡/オ カ /34/14/48/70. 8 %
(58) 鎌/カ マ /15/ 5 /20/75. 0 %

(28) 市/ イ チ/ 7 /16/23/30. 4%
(29) 宮/ ミ ヤ /21/45/66/3 1 . 8%
(30) 富/ ト ミ /16/3 1/47/34. 0 %
(31) 土/ ツ チ / 9 /1 7/26/34. 6%
(32) 深/ フ カ / 9 /1 7/26/34. 6%
(33) 黒/ ク ロ /38/68/106/35. 8%

(59) 池/ イ ケ/46/ 8 /54/85. 2 %
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