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現代朝鮮語の（n挿入〉に関する一考察
一発生論と機能論－

辻野裕紀

1. 前言

本稿は，現代朝鮮語における（n挿入〉の〈発生論〉と〈機能論〉について論ずるものであ

る。（n挿入〉という形態音韻論的現象がなぜ生じるのかについて，〈通時論〉と〈共時論〉の

双方から孜察する。

2. (n挿入〉とはいかなる現象か

2.1. 〈終声の初声化〉と（n挿入〉

現代朝鮮語において，終声（音節末子音 Icoda; final）を持つ音節，すなわち閉音節（closed

syllable）に，母音（半母音を含む）で始まる音節が続くとき，当該の終声は後続する音節の

初声（音節頭子音Ionset; initial）として実現する。つまり，朝鮮語において，（C)VC+V(C)

という音節連続が生じると，休止（pause）を入れない限り，（C)VC$V(C）と発音されること

はなく，（C)V$CV(C）と発音される（$は音節境界）lo これをく終声の初声化2) (initialization of 

finals）と呼ぶ。

一方で，このような音韻論的環境のうち，後行要素が／i/3や／y／で、始まる（(C) VC+i (C), (C) 

vc十yV(C））場合には，後続音節の初声の位置に／n／が挿入され，終声の初声化が阻止される

ことがある4。これをくn挿入〉と呼ぶ5。（n挿入〉は，「n添加（L 若アト） 6」，「L 喫斗ア1」（ぜ斗

l なお，済州道方言では，「同音添加」によって，先行要素の終声と同じ子音が後行要素の初声として
添加され，終声の初声化が生じないことがある。例えばアト号会〈草の服》は［kad3ukk’ot],..2_言。ト~《今
朝》（標準語形： i量oト若）は［omllatJhim］と発音される。 BB手ヌB(1996; 2011: 142）参照。本稿は

ソウル方言を扱うものだが，終声の初声化が現代朝鮮語において必ずしも普遍的な現象ではないとい

う点をまず押さえておきたい。

2 ＜終声の初声化〉という用語を用いたのは，野間秀樹（1988）が晴矢である。終声の初声化は，「連音」

ないし「連音化」と呼ばれることも多いが，連音（＝音が連なる）という名づけは，音節構造が変容

するという，終声の初声化の本質的な点を言い表しておらず，本稿では，終声の初声化という用語を

用いることにする。因みに，韓国の標準発音法では，「司合霊安土司豆会7=1聖告司ヰ．」という形で

説明されているだけで術語は特に当てられていない。

3 II内の表記は音素表記であり，本稿の音素表記は，趨義成・呉文淑（2004）に拠る。

4 ci!11§晋《6っか7つ〉 i甘望〈陰暦の 5・6月〉などのように，ごく稀に母音の後で、lnlが挿入さ

れているように見えるものもあるが，こうした類は普通いわゆるくn挿入〉とは見倣されないもので

あり，本稿でも扱わない。伝統的なソウル方言の祖祖〈どぶ〉，全］斗11 （死体〉，せ斗〈まだ》（弁吾スH
2006: 276）などのような語に散発的に見られるlnlの挿入も，本稿の持外である。

5 「標準語規定」（1988年1月19日大韓民国文教部告示第882号）の「第2部標準発音法第7章音の

添加第29項」にも，次のような記述がある：「脅す叶要ヰ弓叶叶1バ，註吐叶斗 {l干斗斗音01スト合01
3工司吐叶工十三百ロlλト斗安告吾01'o1, ol=, cヰ，丘，弁’包 7<1 ♀叶l 七，＇ L’土司吾若乃さト~［斗， lキ， Li, lL，汁］

豆官舎をヰ．」なお，この規定には，後行要素がo~，刊で始まる場合の言及がないが，後行要素がot 寸
で始まる場合にも（n 挿入〉は起きるので，号電号叶~子笹（2003），号王宮 oト・召手呂・ 01 主； OJ (2005) 
も言う通り，問題がある。

6 「n添加Jという呼称も「n挿入Jと同様によく用いられるが，「添加」という言い方は， lnlがどこ
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牛 1987ab，召令立 1992など），「リエーゾン」（菅野裕臣1965,2006, 2007など7），英語では，

‘n-Epenthesis’（Kim-Renaud, Young-Key 1991），‘／n, l/epenthesis’（Sohn, Ho-min 1994）など

とも呼ばれる。

以下，〈終声の初声化〉と（n挿入〉の例を挙げる：

【終声の初声化］

包菩［ilbon]＜日本〉十叶［J]＜語〉→包甚叶［ilbonJ]＜日本語〉

臭［mot]＜釘~＋01 [i］《が〉→臭01 [mofi] ＜釘が》

臭［mo:t]＜…できない〉＋合叶斗［omnida]＜来ます〉→芙合叶斗［mo:domnida]＜来ら

れません〉

せ［a:n]｛眼〉十件［jak]｛薬〉→せ呼［a:njak]｛目薬〉

[n挿入］

告［so:m]｛綿〉十01苦［ibu日〈布団〉→合01吾［so:mnibul]｛綿入りの布団〉

号也［kuumin］《国民〉十全斗［julli]｛倫理〉→号担金司［ku日minnjulli］《国民倫理〉

叶－ [mak] ｛荒い〉十包［i:l]｛仕事〉→叶包［maunil]｛荒仕事〉

唖 [mrn］《何も混ざっていなしウ十世［iP]｛口〉→耳R~ [mrnniP］《空腹〉

埜［han］《した〉十包［i:l]｛こと〉→を包［hannil]｛したこと〉

失［ot]｛服〉＋包斗［iPt’a]｛着る》→央官斗［onniPt’a]｛服着る》

このように，現代朝鮮語において，閉音節に／i,y／で、始まる音節が続くと，話者は（n挿入〉

と〈終声の初声化〉のうち，必ずどちらか一方を義務的に選択しなければならない。（C)VC

十i(C), (C) VC+yV (C）という音節連続が生じると，単一の気息群（breathgroup）で発音

する限り，単純語，派生語，複合語，句を問わず，（n挿入〉かく終声の初声化〉のいずれか

1つが必ず生じるのである。したがって，「（n挿入〉が起きるか起きないかJという問いは，

「<n挿入〉と〈終声の初声化〉のどちらを選択するか勺という聞いとほぼ同義である。（n挿入〉

に出現するかがはっきりしない点で好ましくない。 prothesisもepithesisもparagogeもすべて添加で
ある。

7 菅野裕臣（1965）は，（n挿入〉を「第2リエーゾン」，終声の初声化を「第 1リエーゾン」と呼ん
でいたが，菅野裕臣（2006,2007）では，（n挿入〉を「リエーゾン」，終声の初声化を（enchai'nemen t) 
と称している。憧かに，終声の初声化はフランス語のアンシェヌマンと類似した現象であり，（n挿入〉
もある一定の条件のもとで，ある種の音が単語と単語の境界に出現する， という点においては，フラ
ンス語のリエゾンと共通している（cf.les De]+ amis [ami］→les amis Dezami] ）。また，後で見る
ように，（n挿入〉には，義務的なものと選択的（随意的）なものがあり，この点においても，両者は
類似している。なお， 1単語内における終声の初声化では，形態音韻論的交替が起きることがあり，
こうした場合にまでアンシェヌマンという術語を用いるのは問題があるかもしれない。フランス語の
アンシェヌマンはどこまでも“ila”や“uneecole”のような，単語聞における連音を言うものである。

8 なお，終声の種類によっては，終声の初声化の実現の仕方が2種類ある。 1つは「終声の初声化①：
初声字母の位置に移した終声字母の音素が初声の音声として実現するタイプ＝音節構造の変容後の音
が実現するタイプ（e.g.会01[ofi] ｛服が〉）」， もう 1つは「終声の初声化②：単独形における終声字
母が表す音素が初声の音声として実現するタイプ＝音節構造の変容前の音を維持し実現するタイプ
(e.g.失せ［odan］《服の裏地｝) Jであり，一般に前者のほうが形態素境界が弱く，後者のほうが形態
素境界が強い（野間秀樹2007:311-312）。したがって，例えば，荘。lす（官《畑》十01す〈畝〉，昔〈畑〉
+01す《…と〉）という語形には，（n挿入〉が生じた［pannirau]｛畑の畝〉と，終声の初声化②が生
じた［padirau］《id.｝，そして終声の初声化①が生じた［patJhirau］《畑と〉という 3種類の発音があ
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をく終声の初声化〉と対崎させる，（n挿入〉のこうした位置づけは，（n挿入〉の機能を考え

うる上で極めて重要である。

2.2. 義務的な（n挿入〉と選択的な（n挿入〉

(n挿入〉には，「義務的（obligatory）なもの」と「選択的（随意的） (optional）なもの」

の2種類がある。よって，（C)VC十i(C), (C) VC+yV (C）という同一の音韻論的環境であっ

ても，次の3つの類型が存在するということになる9: 

①常に（n挿入〉が生じる（義務的n挿入）

官甚［ilbon]｛日本〉＋丘司［jori]｛料理〉→包菩丘司［ilbonnjoriJ｛日本料理〉

社［han]｛した〉＋包［i:l]｛こと〉→を包［hannil]｛したこと〉

②（n挿入〉，終声の初声化の双方が生じうる（選択的 n挿入）

舌［kwm]｛金〉＋合［juu]｛融〉→舌す［kwmnjuu］～［kwmjuu]｛金融〉

弓官［tJ J:umal] ｛本当〉＋丘［jo]｛ですか〉→守宮丘［tfJ:umalljo] 10～［tf J:umaljo] ｛本

当ですか》

③常に終声の初声化が生じる（禁止的 n挿入）

包甚［ilbon]｛日本》＋01叶l丘［iejo］《です〉→包甚01叶丘［ilboniejo]｛日本です〉

包甚［ilbon]｛日本｝＋01 [i］《が〉→包甚ol [ilboni] ｛日本が〉

せ［sam]｛三〉＋包［i日〈ー〉＋盈［tJJl] ｛節〉→せ包召［samiltf'Jl]｛三一節〉

せ［a:n]｛眼〉＋呼［jak]｛薬〉→せ呼［a:njak]｛目薬〉

このように，（n挿入〉には，「常に起きるもの」，「常に起きないものjだけではなく，話者

によって「起きたり起きなかったりするもの」が少なからず存在し11，こうしたものの存在が，

(n挿入〉という現象をより複雑なものにしていると言いうる。

2.3. (n挿入〉の生産性

(n挿入〉には選択的（随意的）なものが多く，先行研究の中には（n挿入〉に生産性を認

めないものもある。哲司牛（1995）は，（n挿入〉はもはや生産的な音韻現象ではなく，／n／を

含む語形（ibid.(:107）の術語では「‘し’仕甘さきJ）は〈語業化〉したものと見倣している。例

えば，美01吾〈花の名前〉，官。1す〈畑の畝〉，喫01al=ァl｛昔話〉はそれぞれ［吾叶吾］～［亙

りうることになる0

9 例は野間秀樹（2007:299-300）による。「義務的n挿入」，「選択的n挿入J，「禁止的 n挿入」とい
う名付けは，フランス語学の「義務的リエゾン」，「選択的リエゾン」，「禁止的リエゾンJ（近藤野
里2010など）を借用して 便宜的に施したものである。

10先行要素の末音がIr／の場合には，流音化（舌側音化）により，挿入子音／n／は，／r/[l]で実現する。

n (n挿入〉には個人差，世代差，方言差などがあり，社会言語学的な視座からの分析も重要である。
叫手司（1996;2011: 142），三号昔号叶哲子笹（2002,2003），全］ス1 ぜ・ヌトス：R~さ（2003; 2004: 305），号786ト・
召手喧.01主唱：（2005),.2.."'R叫（2006），召与ca(2008），を包豆（2010），辻野裕紀（2012），後藤祐
司（2013）などを参照。
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叶吾］，［吐叫す］～［叫叫す］，［唖斗ol=ァlJ～［叶11r-1 0トァlJのように， In／を含む形と含まな

い形が共存しているが，前者は語形全体が語業部門（叶司ヰ）に登録されている語素化した形，

後者は生産的な形態規則によって結合した形とする。

健かに，（n挿入〉には選択的（随意的）なものが多く，同じ語句であっても，話者によって，

(n挿入〉が起きたり起きなかったりする〈揺れ〉（自uctuation）が観察される。こうした類の

揺れを解釈するのに，語葉化という考え方はしばしば有効である120 また，召包［召~］《検閲〉

のような，漢字語の〈語根＋語根〉で起きる（n挿入〉についても，語葉化という概念は同じ

く有効であろう。

しかしくn挿入〉に生産性が全くなく， In／が挿入されている語句を悉皆語葉化したものと

見倣すと， postlexicalなレベル，すなわち句で起きる（n挿入〉の説明に窮することとなる。

また，ぢT丘アト［社主工アト］〈ホットヨガ｝， ~千ト［唖廿］《マン m など，外来語の新語において

もIn／が挿入されうることを勘案すると，（n挿入〉の生産性を完全に否定するのは穏当ではな

いと考えられる。

2.4. (n挿入〉は本当に「挿入」か？

ところで，蕊まで（n挿入〉と，ア・プリオリに「挿入」という用語を用いてきたが，この

現象が，本当に「挿入」（insertion）なのかという問題にも触れておかねばならない。

つとに，司君叫（1929・1971:133）が「土叶吾叶詐叶叫と英」としたのを鳴矢とし，多く

の研究では，「In／が挿入される」という「挿入説Jに立っている。つまり， In／を含まない形

を基底形とし， In／を含む異形態は，合成語形成ないし匂形成の過程で、In／が「挿入」される

ことによって生じたものと考えるわけである。これが，菅野裕臣（1965），ァlJ.11丑（1990,

1991, 1999），召/Zj♀（1994）など，大半の先行研究の立場であり，（n挿入）， (n添加〉など

といった呼称、の根底にある考え方である。

しかし，一部の研究（ぜ叶牛 1987ab,1995，召令主 1992など）においては， In／を含む形の

ほうを基底形と見倣し In／を含まない異形態は， In／が「脱落」することで生じたものと見

ている（これを「脱落説」と呼ぼう）。このような見方は，（n挿入〉を通時的な観点に照らし

た場合，一定の説得力を帯びる。あとでも述べるように，五号旦（1991,1992）によれば，（n

挿入〉は近代語の時期にIiiや／y／の前のIn／が休止や母音の後で、脱落することによって発生し

た‘し～ゆ’の交替が歴史的にIn／を持っていなかった単語にまで拡大された類推的変化の結果

である。（n挿入〉のこのような発生論的事実に着目すると， In／を含む形のほうを基底形と見

倣す考え方は決して故なきことではない。

Lee, Chungmin (1972）は，後行要素がIiiで始まる場合にIn／が挿入されるのは基底形に

In／を含む語のみだ、とし，音韻規則としての（n挿入〉は後行要素が／y／の場合に限定している。

つまり，後行要素がIiiで始まるものについては「脱落説」，後行要素が／y／で、始まるものにつ

いては「挿入説」に立っているわけである。挿入でも脱落でもなく，／y／→／β／という

devocalization （無声音化）によってくn挿入〉を説明しようとする Lee,Y ongsung and Lee, 

Minkyung (2006）も， Iiiの場合に限っては，基底形にlnlを認め，脱落規則を設けている。

12例えば，宮司牛（1995:107）も挙げている例だが，「松の木」を意味する語として現代語には‘主斗平’
と‘舎斗干’の2つが存在する。後者は生産的な単語形成規則（形態規則）によって作られた語形，前
者は現代語では生産性のない‘ E’脱落規則が適用されている〈語葉化〉した語形である。（‘ E’脱落規
則が適用された同様の例としては他に，。ト王＼：］，ロヰ1止さトと¥3,l:lトと二召などを挙げうる。）
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しかしくn挿入〉は，害喫［号12]｛妙り豆を混ぜて作った飴〉，位包［分三］〈賃仕事〉な

どのように，後行要素の頭音として本来In／を持っていなかった語においても広く生じる上，

既に述べた通り，外来語においても生じ，こうしたものまで含めて共時的な立場から一元的に

捉えようとするならば， In／の「脱落Jという記述の方向性には無理がある。また， (n挿入〉

には常に起きるもののみならず，選択的（随意的）なものも多い点，さらには，合成語のみな

らず句においても生じうる点を考慮すると，「脱落説」はいよいよ厳しくなる。

通時的な起源はともかく，共時的には， In／は「脱落」するのではなく，「挿入」されると

見るのがより自然だと考えられ，本稿でもその立場をとる。

2.5. (n挿入〉が生じるための形態論的条件

(n挿入〉は「先行要素が子音で終わっており，かつ後行要素が／i,y／で、始まる」という，い

わば〈音韻論的条件〉を満たしてさえいれば必ず起きるというわけではない。（n挿入〉が実

現するためには，音韻論的条件以外に，「後行要素が自立的形態素でなければならない」とい

う〈形態論的条件〉を満たしている必要がある。つまり，（n挿入〉は音韻論的条件と形態論

的条件の双方がその実現如何を統べる〈形態音韻論的現象〉である。

先行研究の中には，♀ロl斗（2006）のように，後行要素が補助詞丘の場合にも（n挿入〉が

起きうることを指摘し13，上の形態論的条件に異議を唱える論考もある。

また，後行要素が漢字語接尾辞の場合にも（n挿入〉は起きえ14，「後行要素が自立的形態素

でなければならない」という条件には問題があるようにも見える。

しかし辻野裕紀（2013）で詳論したように，服部四郎（1950/1960）の〈附属語〉，〈附属

形式〉という概念を援用しつつ，〈結合要素の非選択性〉，〈分離性〉，〈交換可能性〉という，

形態素の自立性に関するメルクマールに照らした場合，補助詞丘は，いわゆる拘束形式の中で

は自立性が相対的に高いと言いうる。また，漢字語接尾辞も，固有語接尾辞などとはその性質

が大きく異なり，形態論的にも意味論的にも自立性が高い150 このようなことから，（n挿入〉

の実現のためには「後行要素が自立的形態素でなければならない」という形態論的条件は妥当

である。

なお，あとで明らかにするように，後行要素の自立性が（n挿入〉の実現如何に関与すると

いうのは，通時的な視座から照射しても説得力のあるものである。

2.6. (n挿入〉が生じるための語種論的条件

また，（n挿入〉の実現如何は，当該の語が固有語か漢字語かという，語種論的な条件にも

左右される。漢字語では，後行要素がIiiで始まる場合には（n挿入〉が起きにくい。規範的

な発音では，辻野裕紀（2012:29-30）でも述べたように，後行要素の頭音がIiiであっても，

先行要素の末音が共鳴音（sonorant）の場合には（n挿入〉が生じることがあるが16，阻害音

13す丘？［す』～叫且］〈ごはんですか？〉，ユ司yせ丘［ユ叶斗社』］〈だからですよ〉，会召丘［全
電豆］《来ると思いますよ〉など。

14 守λ~ ~き《学生用〉，ロ』す－唱《盲腸炎〉，ス1斗一司〈知識欲》など。

15詳細は辻野裕紀（2013）を参照されたい。

16 社坦－01 営《口車〉，ヰす 01 営〈怪談異説〉，そ菩－011昔〈根本理念〉，号－01 司《没理解〉，吾－01~ ~不
利益》， l-~ － 01 哩《生き別れ〉，包－01スト〈天引き｝， c言。1唱《永の別れ〉，党］社－01宮〈死ぬこと〉など。
一方で，これらと類似した音韻論的環境であっても，せ叫す－01吾〈相対性理論》，ロl合一党lSl1《美術印
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(obstruent）の場合には生じない：

語種別に見た（n挿入〉の実現様相17

語種 固有語 漢字語

語構造 派生語，複合語 語根＋語根 派生語，複合語

先行要素末音 子音すべて 共鳴音 阻害音

後行要素末音 /i,y/ /y/ /i,y/ /y/ 

語例
告。1吾 舌一合 社坦－01霊 叶守一坦牛

〈綿入りの布団〉 〈金融〉 〈口車》 《語学研修〉

転じて規範的な発音から離れ，実際に20代のソウル方言話者をインフォーマントとして言語

事実を調査してみると，後行要素の頭音が／i／の漢字語の場合，先行要素の末音を問わず，（n

挿入〉はほとんど起きないiso (n挿入〉平均実現率は僅か約1.7%に過ぎなかった。

こうしたことから，（n挿入〉は漢字語においては，後行要素の頭音がIiiの場合，事実上起

きないと言いうる。

2.7. (n挿入〉の表記法をめぐって

(n挿入〉は，現行の正書法では南北ともに，表記に反映されない。したがって，例えば，

牛苛叶弔〈修学旅行〉の発音が［牛す叶噌］なのか［牛ヰオ守］なのかは表記だけを見ていて

も決して分からない。これが，（n挿入〉が朝鮮語学習者にとって難しく感じられる大きな理

由の 1つでもある190 韓国の正書法では，人トす叶〈親知らず〉，アトす~ ＜子ジラミ〉など，後行

要素が「歯」を意味する01，「訊」を意味するolの場合に限って，例外的に‘叶’の如く， In/

を含む形で表記されるが，これは主格助詞の01との混同を避けるための措置であろう 200 例え

ば， λトす叶を入トす01と書くと，入トすol《愛が〉との区別が表記上つかなくなる。しかしこう

した表記は，「一貫性」という点で問題があり，形態音韻論的表記法を採る，現代語の正書法

の原則にも合致しないものである210

刷＞. I母宅T包司〈平版印刷〉，号｛］究］吾〈中心人物》，｛］吐－01喜〈審判離婚〉，三E弓－01喜〈調停離婚〉，
坦曽包入1＜年月日時〉などでは（n挿入〉が生じない。

17辻野裕紀（2012:30）の【表2］を引用した。

18筆者は2013年3月および9月にソウル特別市において， 20代のソウル方言話者33名を対象に，（n挿
入〉の実現実態調査を行なった。その詳細な結果および分析については，別稿を準備している。

19菅野裕臣他（1988;1991）のようなごく一部のものを除き，辞書類でも，普通，見出し語以外では，（n

挿入〉が起きるか否かまでは表示されておらず，非母語話者にとってはいわば判じ物である（これは
いわゆる濃音化も同様である）。

初召Aa♀（1998:793）も「主格助詞－01と結合した形態と表記上で区分するための措置」と述べている。

21菅野裕臣（2006:151)は，「上歯」を意味する語が，共和国では♀01と書かれるのに対し，韓国では
畏叶と書かれることを挙げ，「この点で韓国の表記は極めて不徹底である」と述べている。また， ibid.
(2007: 197）でも，斗喫叶（韓国）と斗司01（共和国），安叶（韓国）と♀01（共和国）の例を挙げ，「韓
国でなぜこの場合“叶”と書くのかは不可解である。中期朝鮮語では“叶”だ、ったが，現代語では“ 01”
〈歯〉である」と述べている。（なお，共和国の正書法では斗01入l会は表記されないが，手ぞという形は
接頭辞扱いされて認められているので，♀01ではなく受01が正書法上正しい。 01弓司 1997:llOも参
照。）一方で， In／が挿入された語形のほうを基本形態と見倣している匁斗牛（1987ab,1995）は，（n

挿入〉が起きるものは発音通り In／を表記し（e.g. 守叶吾，明豆，召叫量，~叫す，吾ヰ）， Iつの形態素
に対して， 2種類の表記（例えば叶吾と吐叶吾）を認めるべきだとしている。
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なお，共和国（北朝鮮）においては， 1954年に制定された「主位叶謹スト唱（朝鮮語綴字法）」

で斗01豆と呼ばれるアポストロフィ記号によって， j農音化および（n挿入〉を表記にも反映さ

せていたが， 1966年の「主任聖子唱召（朝鮮語規範集）」の制定により，廃止された220 

3. 問題の所在と先行研究

議まで（n挿入〉がいかなる現象かについて，いくつかの視座から述べてきたが，いま 1つ

重要な聞いが残されている。「<n挿入〉という形態音韻論的現象がなぜ起きるのか」という，（n

挿入〉の〈契機論〉とでも称すべき問題である。

従前の諸論考においても，（n挿入〉の生じる原因が研究の組上に載せられてはいるものの，

その見解については，衆目の一致を見ていない。先行研究の着眼点は，「音論的観点」，「形態

論的観点J，「通時的観点」の3つに類型化しうる。以下，各々について概観および検証する。

3.1. 先行研究：音論的観点

まず，音論的な観点から（n挿入〉が生じる原因を論じている論考としては，司コ習を（1986)'

アlJ-11丑（1990），召弓♀（1994,1998），召ヌト丑（1981) などを挙げうる。

司忍合（1986），アlλ~l 吐（1990），召弓♀ (1994, 1998）は，各々説明の文句は少しずつ異な

るものの，いずれも，先行要素の末音の位置から急激に母音の位置に移動する（舌の）動きを

緩和させる「緩衝音」として／n／が挿入されるという旨の見解を提示している。純粋な音声学

的（生理学的）契機である。

しかし In／が挿入されるのは，語と語の間，接頭辞と語の間などの環境に限られており，

音声学的な契機にのみ依拠すると，なぜ「体言＋助調」（e.g.缶01《雪が〉），「用言語幹＋接尾

辞」（e.g.~ oト〈食べさせるわなどの環境で、In！が挿入されないのか，説明がつかない。また，

In／と調音点が同じ子音はIr/,Islなど他にも複数あり，なぜその中で、In／で、なければならない

のかも分明ではない。こうした問題点については既に召弁唱司（2002）も指摘しているとこ

ろである。

ただし尤も，音声学的な蓋然性が全くなければ音韻現象は起こりえないわけで，音論的契

機のみで（n挿入〉の全面的な説明が可能なわけではないが，二次的な要因として，かかる音

論的な側面が作用している可能性はあると思われる。

召ヌト丑（1981）は，「共鳴度（sonority）原理」という概念で <n挿入〉の説明を試みている。

共鳴度原理とは，音節境界において，先行子音の共鳴度が後行子音のそれよりも高いか同じで

なければならないというもので，口音の鼻音化などの音韻現象の説明に有効な原理である。

しかしくn挿入〉が起きる音節境界は，後行要素の頭音が／y／の場合はともかく， Iiiの場

合は子音と子音ではなく，子音と母音が隣接する環境であって 十全の説明にはなっていな

しミ23
0 

22 01 ／宮司（1997:99 100）参照。

23一方，後行要素が／y/（有声硬口蓋接近音）で始まる場合には，子音と子音が隣接する環境となる。
Lee, Yongsung and Lee, Minkyung (2006）も，syllablecontact constraint （音節接触制約）に着目し，
後行要素の頭音が／y／の場合に限り， In／が挿入されるのではなく，／y／がより共鳴度の低い／Jl／に交替
する‘devocalization’（無声音化）と見倣している。
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3.2圃 先行研究：形態論的観点

形態論的な着眼は夙に，司す（1983:121）の次のような記述に灰見える：

官三J 豆司会等号言トオl きトァl 判司λ7 習会叶吾01 ミラ叶lλ？包叶斗ミラ哩号玉虫J-2_叶，~百土司

アト現斗七望。1匁斗．吾01吾双lL十 S1:.七 01 叶11~雪吐吐宮叶lλT ，安w~ 安土司ァト／i, j／曽叫叶

ミラ IL/01喫斗と包01双ヰ．（下線は引用者）

下線部の「宮斗豆司会寄与さl~l 司ァl 判司斗（ことばの表現をはっきりさせるために）」と

いう記述が，／n／の挿入の契機を述べているものとして注目される。しかし「表現をはっき

りさせる」という説明は暖昧模糊としており，（n挿入〉の契機を十分には説明しきれていな

し＝。

(n挿入〉の機能的な説明として最も主流だと言えるのが， Chung,Kook (1980: 57），ァ1λ~l

丑（1990,1991, 1999），召／＼j♀（1998）などに見える，「後行要素の自立性を確保するため」

という見解である。／n／が後行要素の初声の位置に挿入されることによって，終声の初声化（再

音節化）が生じず，その結果，後行要素の形が維持される。惑に <n挿入〉の機能があるとい

うわけで、ある。

このような着眼は，「後行要素が自立的形態素でならなければならない」という，諸研究で

述べられている形態論的条件に直結したものであり，「後行要素が自立的形態素」という言語

事実と合致するために，一定の妥当性があるように見える。しかしこうした説明の方向性は

循環論に陥る危険性があり，またあとで述べるように別の問題もある。

3.3. 先行研究：通時論的観点

なぜ（n挿入〉が起きるかについて，通時論的な観点から接近している論考もある。

まず， Kim-Renaud,Young開Key(1991）は，／n／が挿入されるようになったのは先行要素の

末音の口蓋音化を防ぐためだと見ている。召弓♀（1998:806）も「／n／の挿入現象を口蓋音化

入力の破壊のための措置と見た Kim-Renaud(1974）の指摘は歴史的観点から相当な妥当性を

持つ論議として再吟味の価値があるものと考えられる24jとし， Kim四Renaud,Young-Key (1991) 

の説を支持しているお。

しかしくn挿入〉は先行要素の末音が／d／やIt／の場合のみならず，他の子音の場合にも生

じ，この点をいかに説明するかが問題となる。もし通時的に見たとき，／n／の挿入が，先行子

音が／d,t／の形態素の場合に端を発しているのであれば，この説も稽査の余地があるが， Kim-

Renaud, Young-Key (1991）にはそうした仔細な記述は見当たらない。まずは，近代語におけ

る口蓋音化についての詳細な調査が必要であろう。また，そもそもなぜ口蓋音化を防渇する必

要があったのかという素朴な疑問も残る。

通時論的接近のうち，最も説得力があるのは，河野六郎（1955/1979），五号旦（1991,1992) 

の説である。夙に河野六郎 (1955/1979）は次のごとく喝破している：

[n］の挿入は多くの場合，いまだ語頭で ni若しくは nyが許された中期語の時代に nを

24原文は朝鮮語。日本語訳は引用者による。

25 Kim-Renaud (1974）は， Kim-Renaud,Young四Key(1991）のもとになっている博士学位論文。
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語頭に持った語が愛化によって語頭では i若しくは yの前で nを脱落したものであって，

それが属格結合に於いて古い語頭の nを尚保つために生じたものである260 上例の’ip｛葉〉

は中期語では nip，’i｛歯〉は中期語では niであった270 しかし常にさうとはかぎらず，上

例の’ir｛仕事〉は中期語でも’irであったが，’ip，’i等の類推で［n］を挿入するに至った

のである280 

In／が挿入される環境が実際には「属格結合Jに限られない29という点では厳密さに欠ける

ものの，通時的なこの着眼は卓見であり，筆者も支持する。

五号旦（1991,1992）も河野六郎（1955/1979）と同じく，（n挿入〉の発生の端緒を，近代

語の時期に生じたIn／の脱落に求めている。すなわち，（n挿入〉は／i／や／y／の前のIn／が休止

や母音の後で脱落したことによって発生した‘し～φ’の交替が歴史的にIn／を持っていなかっ

た単語にまで拡大された類推的変化の結果（JI号旦 1991:20, 1992: 48）だというのである。

こうした見解は，挿入される子音がなぜ他ならぬIn／なのかという，音論的観点では十分に

説明がつかない聞いに対する明快な解にもなり，さらに，あとでも述べるように，後行要素が

自立的形態素でなければならないという，形態論的条件に照らしても，肯繋に中った知見であ

る。

ただしこれだけでは，（n挿入〉の共時的存在理由の説明にはならない。なぜ現代語にお

いても（n挿入〉が生産的に起き続けているのかについては，別途の思考が必要である。

4. (n挿入〉の発生論と機能論

以上，（n挿入〉がなぜ起きるかについて論じている既存の諸研究を概観してきたが，いず

れの見解も各々問題点を苧んでいる。どの立場に立脚しでも，（n挿入〉が起きる理由を完全

には説明することができない。この問題は一元論的な思考では闇明することが不可能である。

音論，形態論，通時論をいわば三幅対として捉えなければならない。

筆者は，「（n挿入〉はなぜ起きるか」という聞いには，少なくとも 2つの視角から肉迫する

必要があると考える。

まず， Iつは「なぜ（n挿入〉が起きるようになったのかJという〈通時的側面〉である。

これは，過去のある時点においてなぜ（n挿入〉という現象が生起することとなったかを摸る

〈発生論〉と言い換えてもよい。

そして，もう 1つは「なぜ今も（n挿入〉が起き続けているのかJという〈共時的側面〉で

ある。これは，（n挿入〉の〈機能論〉と換言しでもよいだろう。

26亀井孝他編著（1996:1384）でも，「リエゾン」という項目で朝鮮語の（n挿入〉について次のよう
に述べられている：「朝鮮語では，［i］「歯」，［j;)p］「横」のように［i］または［j］で始まる単語の一
部は，その前に子音で終わる単語がきて複合語や句をなす場合に，［n］が入る。たとえば，［amni］「前
歯J,[tfimnj;)p］「家の横」など。この現象もやはり，かつて［ni］や［nj］で始まっていた単語が，
単独形では［n］を失ったにもかかわらず，複合語や句の中では［n］を保存したためである。」

27上例とは，今<11_《裏葉〉，合笠〈松ノ葉〉，喫笠〈竹の葉〉，。ト喫1-1＜下ノ葉》のこと（引用者註）。

28上例とは，世包〈夜ノ仕事＝夜業〉のこと（引用者註）。

29 (n挿入〉は，属格結合（修飾構造）の複合語のみならず，菩Cヰ吾《春夏〉のような等位構造の複合
語や受勾斗《馴染みのある〉のような分離用言，さらには，句などでも広く起きる。
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先行研究では，このいずれか一方にしか触れていない論考が多いが，双方から照射してはじ

めて，（n挿入〉という現象を正確に捉えることができると思われる。

もし仮に（n挿入〉がごく一部の語句においてのみ余端を保っている語葉的（個別的）現象

であるならば，その機能を問う必要はない300 「過去の痕跡が〈言語化石31＞として現代語にも残

存しているJという言語事実そのものが， In／を含む理由についての完き説明になりうるから

である。しかしながら，現代語において，外来語などをも含む広範な語句において， しかもあ

る程度の規則性と生産性を以ってくn挿入〉が生じているのを見ると，五号旦（1991,1992) 

のように，語史論的なコンテクストで（n挿入〉発生の契機を論じるだけでは不十分である。

何となれば，「なぜ（n挿入〉という音韻現象が消滅せず，今なお起き続けているのか」とい

う共時的問題の答えにはならないからである。こうした聞いに対しては，（n挿入〉が何某か

の職能や役割のごときもの，すなわち何らかの〈機能〉を果たしているからだと考えるほかな

い。（n挿入〉に（n挿入〉固有の〈機能〉があるからこそ，現代語においても，語葉的（個

別的）なものではなく，ある程度規則的な音韻的現象として維持されているのであろう。（n

挿入〉が発生してから現代語に至る過程で，何らかの機能を獲得していなければ，過去のある

時点で（n挿入〉という音韻現象は消失し一部の語棄に形骸化したものとしてその痕跡を残

す程度に留まっていたに違いない。

それでは，（n挿入〉の機能とは一体何だろうか。しばしば誤解されるが，この共時的な機

能は，通時的な契機と一致するとは限らない。〈通時的発生論〉と〈共時的機能論〉は別個の

平面に属すものであり，井然と峻別して論ぜられねばなるまい。

以下，発生論と機能論の各々について順に考えていくことにする。

4.1. (n挿入〉の発生論

(n挿入〉の発生論は，先行研究， とりわけ五号旦（1991,1992）で謂われているところを

基に，ことばを補いつつ，改めて整理すると，次のようになろう。

まず， 18世紀後半32に起きた，語頭の／i,y／の直前のIn／の脱落によって， 01 （休止や母音の後）

～斗（子音の後）〈歯〉のような形態音韻論的な交替が生じるようになる。合成語の中にのみ

In／が保存され，単独形などで、はIn／が脱落したわけである。その当時の音韻規則は，まだIn/

の「挿入規則Jではなく， In／の「脱落規則」であった。その後〈類推） (analogy）によって，

合成語における子音の後という環境で，元来In／がなかった語にまで、In／が「挿入」されるよ

うになり（e.g. 号喫［号己］，藍 01す33 ［吐叫すJ)34，それに伴って，〈再語集化〉

(relexicalization) 35が進行したものと考えられる。この再語葉化によって，基底形からIn／がな

くなり， In／を含む形は「挿入規則」によって派生されることとなる。これが全域化した音韻

30例えば，吾堂の‘ H’にいかなる機能があるか，などと問うことはほとんど無意味である。

31 ＜言語化石〉という概念とその具体例については，寺霊司（1993），召＂＇.： ll干・司令謹（2005:265）な
どを参看されたい。

32 In／の脱落時期については， 01ァl吾（1998・ 2005: 208 209）参照。害金豆（1994）も参照されたい。

33 01すの中期語の語形は0l'tlo

34これと類似した例としては， theidea is [ajdidriz] , drawing [dr:J:ril)］などに見られる，英語の「侵
入の r(intrusive r) Jを挙げうる。侵入の rについては，亀井孝他編著（1996:1397), Matthews, 
P且（2009:378）を参照。

35「再語葉化」という概念については， 01ァl吾・召忍♀・ 01せ斗（1984;2000: 249-250）参照。
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規則としての（n挿入〉の成立である。

蒸までが先行研究が閤明しているところであるが，膜尾に付して付け加えると，さらに次の

ようなことを言いうる。

まず，類推の拡大を助長したのは，音声学的な蓋然性である。 3.1.でも述べたように，音論

的契機のみで（n挿入〉の説明は不可能である。しかしくn挿入〉は，司守合（1986）など

が提示している音論的契機がその背後にあるからこそ，一般化しえたわけであって，（n挿入〉

の成立には，二次的な要因として音声学的な蓋然性が関与していたものと思われる。

そして， <n挿入〉はかくして，音声学的な蓋然性も相侯って，比較的規則的な音韻現象に

変化していくわけだが，純粋な〈音韻現象〉にはならず，形態素も関与する〈形態音韻論的現

象〉となった。つまり，ただ単に類推が無秩序に拡大していったわけではなく， In／が挿入さ

れるのは，後行要素が自立的な要素の場合に局限された。なぜならば，／n／の脱落は主に語頭

で生じたものであり，語頭という環境に現れうるものは自立的な要素しかないからである360 

すなわな語頭に現れることのない主格助詞01，指定調－01斗，ヴォイス接尾辞－ol をはじ

めとする一連の拘束的形態素は，常に語中でしか用いられないために，類推の対象になりえな

かったのである。これが とりもなおさず，現代語における 「後行要素が自立的形態素でな

ければならない」という形態論的条件が生じることとなった要因である。

また，漢字語では固有語と異なり，後行要素の頭音が／i／の場合にはくn挿入〉がほとんど

起きないが，こうした語種論的な差異も，時間軸上の類推作用という観点から見ると，容易に

首肯しうる。すなわち，朝鮮語において，字音が／nilで、始まる漢字，なかんずく主要な漢字は

極めて少なく 37，漢字語においては，。l（休止や母音の後）～叶（子音の後）のごとき形態音

韻論的交替がほとんど起きなかったのである。したがって，類推が生じようもない。一方で，

/ny／で、始まる字音は比較的多くあり，これが淵源となって，／n／が挿入される範囲が拡大され

ていくこととなった。

そして，このように（n挿入〉を通時的発生論の視座から説明することによって，挿入子音

が他でもなく，何故にIn／なのかといった問いにも答えることができる380 

以上が， <n挿入〉がいかにして成立したのか，という通時的発生論である。

では， <n挿入〉はなぜ今なお起き続けているのだろうか。その共時的機能はいかなる点に

あるのだろうか。

4.2. {n挿入〉の機能論

(n挿入〉の共時的機能を明らかにするために， <n挿入〉を〈終声の初声化〉と対峠させ

て考えてみたい。 In／が挿入される場合と，挿入されない場合（すなわち終声の初声化が起き

る場合）を比べたときに立ち現れる違いこそが（n挿入〉の本質的な機能だと言えるからであ

る。

36他に接頭辞もあるが，／ni／や／ny／で、始まる接頭辞は朝鮮語にない上，接頭辞が合成語の後行要素に
なることはありえない。

37字音が／ni／で、始まる漢字は叶は「体」「尼J「泥J「促」「賦」など，斗は「匿」「溺」など，豆は「呪」
など，＼：］は「怨」などがある。 18'"cl，吐という字音の漢字は存在しない。

38 3.1.でも述べたように，純粋に音論的な視座から説明しようとすると，なぜ， Ir/や／s／で、はなく，
/n／のみが挿入されるのか， Ir／や／s／で、はなぜだめなのか，という疑問が出てきうる。（／n／とIr/,Isl 
は調音位置が同じである。）
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第2章でも述べたように，一般に，現代朝鮮語において，終声を持つ音節，すなわち閉音節

に，母音（半母音を含む）で始まる音節が続くとき，当該の終声は後続する音節の初声として

実現する。つまり，朝鮮語において，（C)VC十V(C）という音節連続が生じると，休止を入れ

ない限り，（C)VC$V(C）と発音されることはなく，必ず（C)V$CV(C）と発音される（$は音節

境界）。これをく終声の初声化〉と称すわけであるが，この終声の初声化は，〈音節構造論〉な

いしく音節接合論〉とでも呼ぶべき視座から見据えると，音節構造の変容を引き起こすデバイ

スである。すなわち，終声の初声化は，先行要素の（C)VCという音節構造を破壊して（C)Vに

し音節境界と形態素境界の不一致を費す現象である390 そして，音節境界が形態素境界と一

致しなくなると，聞き手は，聴覚的に形態素境界を認識しにくくなる。どこからどこまでが1

つの形態素なのか その切れ目が分かりにくくなるのである。

そして，休止を入れない限りほぼ不可避的に起きる終声の初声化は，唯一（n挿入〉が起き

る場合にのみ阻止される。 In／が挿入されると，（C)VC+V(C）は，（C)VC+nV(C）という構

造となり，終声の初声化を免れる。例えば，す01合《夜露〉は，終声の初声化が起きると［叫

ロl含］となり，形態素境界が分かりにくくなるが，［昔叶会］とIn／が挿入されると，形態素

境界が容易に分かる。つまり， In／が挿入されることによって，形態素の認識，すなわち，意

味の把握が容易になるのである。しかも，現代語に／ni/,/ny／で、始まる語はほとんど存在しな

いために40，他の語との意味的な衝突も生じえない。こうした，音節構造の変容を防遁し，形

態素境界を明瞭にする働き，これが（n挿入〉の機能ではあるまいか。言ってみれば，共時的

には，挿入子音In／は〈境界表示マーカー〉である。このように考えると，（n挿入〉は，終声

の初声化に抗うための装置として機能しているとも言える410

3.2.でも論及したように，先行研究の中には，「後行要素が自立的形態素でなければならな

い」という形態論的条件に着目し，そこから（n挿入〉の機能を「後行要素の自立性の確保」

と結論づけるものもある（Chung,Kook (1980: 57），アlJ-11丑（1990,1991, 1999），召7<J♀（1998)

など）。しかしこうした見解は循環論に陥りうるという論理学的問題のみならず，言語事実

そのものにも違背する。例えば，す01告の［叫ロ1全］（終声の初声化）と［菅叶会］ (n挿入）

を比べた場合，（n挿入〉によって元来の形が守られるのは，むしろ先行要素のほうである。

後行要素は，終声の初声化でも（n挿入〉でも，初声に子音が挿入されることによって，形の

変形を免れることはできない。形だけに注目すると，逆に「先行要素の形を保つこと」が（n

挿入〉の機能のようにも見える。（せ呼［oトヰ］と~叫［~1牛］，吐叫［さトヰ］と埜す叫［をす

ヰ］を各々較べられたい。）

しかしくn挿入〉に先行要素の形態論的制約はなく，先行要素の形のみを保つことの必要

39橋本高太郎（1978:117-124）は，言語類型地理論の視座から，音節構造について， eve構造の性格
が濃いピルマ語，クメール語，ベトナム語，タイ語といった南方の諸言語と異なり， 日本語や朝鮮語
のような北方の言語はev構造という性格が濃いと見ている。終声の初声化という現象は，朝鮮語の
音節構造における，いわば「ev構造志向」の現れと言いうる。

40 外来語やすす，叶斗，守子守，叶，~などごく一部の語で、は語頭に／ni/, /nj／が立ちうる。

41λ？且望（1990:88）の「し若乃七号叶4告宮警官斗丑吉501叶告宣子三Eサァlス1告盈詩アト豆百合吾持
主スH告吾詩吾告すスl きトユ工スト包叶 1d-斗．堂丘土斗宮スト告。l 司丘土~ .:2..舎斗1 召苦ヰ坦~，手J丘土~スト
司 .A;fiヰ型哩句会 ~iォ1 501旦豆 0127~~ 丘土吾01 号首ヰ主主主智司叶ヌよと λト公会なさトオ1 弁ス1 さトミ工
スト L会若乃さト叶ス1舎宮井豆~警告吾召す告すス1 きトオl J司モヲヨ01ヰ．」，野間秀樹（2007:299）の「／
n／の挿入は，韓国語においでほぼ絶対的に起こる〈終声の初声化〉を拒みうる唯一のデバイス」といっ
た指摘も，本稿の主張と軌をーにしている。
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性やその論理的根拠を見出すことは不可能である。（n挿入〉の機能は，どちらか一方の自立

性を確保する，あるいは，どちらか一方の要素の認識を助ける，というよりは，双方の形態素

の認識を助けること，すなわち境界を表示するところに重きがあると考えるのが穏当な結論で

あろう 420 

ところで， <n挿入〉は，／i,y／の直前で、のみ生じる現象であり，なぜ後行要素の頭音が／i,y/

のときにだけ形態素境界を示す必要があるのか，という指摘や批判もありえよう。なぜ包甚丘

司では形態素境界を示す必要があり，なぜ包甚舎斗では形態素境界を示す必要がないのか， と

いった類の疑問である。実際，ユヱ号互（1991:7, 1992: 39）は，世包［苦言］と菅せ［l:lト宮］

を対比させ，後行要素が／i,y／で、始まるときのみIn／が挿入される理由が説明されなければなら

ないだろうと述べている430 

しかし 4.1.で見たように， In／はもともと，境界表示マーカーとしての機能を持っていた

わけではない。語の語頭子音という，それ自体には何の積極的意味もない，本来は分離不可能

なものが，類推によって，合成語や句の中の形態素境界に挿入されることになり，結果的に境

界表示マーカーとしての機能を獲得するに至ったのであった。すなわち， In／が境界表示マー

カーとなったのは，限られた環境の中で起こった ある意味では偶発的な 歴史的変遷の結果

物であって，境界を表示する絶対的必要性のためにIn／が挿入されるようになったというわけ

では決してない。換言するならば， <n挿入〉は 現代朝鮮語にとって原理的に絶対的に必要

なデバイスではないのであるへもしIn／によって境界を表示することが不可欠であるならば，

さらに類推作用によって，／i,y／以外の母音の前で、も（n挿入〉が起きるようになり，より広い

範囲に適用される音韻規則になっていったであろう。あるいは今後そのようになっていくはず

である。しかし言語事実はむしろそれと正反対で、ある。号百号叶せ子型（2002），三号~ 0ト・

召子喧・ 01；主OJ(2005）などの調査が明らかにしているように， <n挿入〉は世代が下るにし

たがって，漸次起きにくくなっているのである。そして，そこには（n挿入〉の機能的な剰余

性（redundancy）が大きく関与しているものと考えうる。

例えば，苦01すは，意味を考慮しなければ，［吐叶す］，［叫叫す］，［叫スlす］という 3通り

の発音がありうる。このうち，《畑と〉という意味ならば［叫スlす］（終声の初声化①）となり，

《畑の畝〉という意味ならば［吐叫す］ (n挿入）ないし［叫叶す］（終声の初声化②）という

発音になる。辞書に記載されている規範的な発音では［吐叫す］だが実際には［叫叫す］と

発音する話者も多い450 では，［吐叶す］と［叫叫す］の違いは一体何なのだろうか。

前述の通り， <n挿入〉の機能は形態素境界の表示にある。一方で，［l:lト斗号］という，先行

要素の末音がそのまま生かされるタイプの終声の初声化（終声の初声化②）にも同様に形態素

境界を表示する機能がある O それは例えば，失せ［_2_1i±J＜服の裏地〉を，会叶11 ［♀λ~］］《服に〉

42λ7且曽（1983:44）が <n挿入〉は「分節4今ノ忠告盈，互告4長短号斗と oト平司社オlfil 01 弓オ！斗
有無斗1；ァl告さトヰ．」と述べているのは示唆的である。

43召:Aa♀（1998:799）も，す包と骨堂を比べつつ，同じ旨の指摘をしている。

“例えば，妻。l吾〈花の名前〉は，［吾叶吾］と［互叶吾］という 2つの語形が併存しているが，特に
意味の違いは見当たらないし，どちらを用いても，コミュニケーション上の支障を来すことはない。（n

挿入〉が起きるか起きないかで，意味の相違が生じる語例もなくはないが（吾也謹包，吐包など），
その数は決して多くないと思われる。

45号官号叶恒子喧（2003:24）によれば，ソウル方言話者の73.14%が［叫叶号］と発音したとのこと
である。
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との対立の中で見れば分明である。これは，安世［吾首］〈花びら〉と葉叶11 ［互利］〈花に〉の

対立と平行的である。

詮ずるに，（n挿入〉も〈終声の初声化②〉も共に境界を表示するところにその機能があ

り46，こうした機能的な観点から見れば， (n挿入〉か終声の初声化②のどちらか一方は，「余分」

であるということになる。［吐叫す］でも［叫叫す］でも苦と01すの境界を示すことができる

のである。ではどちらを「余分」だと考えればよいだろうか。

まず，終声の初声化②は，後行要素の頭音の母音の種類を全く問わない。一方で，（n挿入〉

は後行要素の頭音が／i,y／の場合に限定される。つまり，（n挿入〉よりも終声の初声化②のほ

うが適用される範囲がはるかに広い。こうして見ると，剰余的なのは，終声の初声化②ではな

く，（n挿入〉のほうだと見るのが妥当であろう。だからこそ， (n挿入〉が次第に衰退しつつ

あるのだと思われる。

しかしここで看過してはならないのは，終声の初声化に 2種類が存在するのは，つまり，

(n挿入〉が機能的に剰余的になるのは，先行要素の末音の基底音素が｛立，亡47,E，人， x，天，

0 48｝など一部のものに限定されるという点である。先行要素の末音の基底音素が｛ l::l，「，ロ，

L,2｝のような場合には，（n挿入〉は剰余的ではない。例えば，合包という語において，告

と包の形態素境界を示す音的デバイスは，休止を除けば唯一（n挿入〉しかない。若年層の発

音においても，（n挿入〉が完全には消失せず，現代語でもある程度保たれているのは，こう

した事情が影響しているのであろう。

5. 結語

最後に，本稿で述べたところを簡略に整理し摘筆することとする。

まず，本稿の問いは，「(n挿入〉という形態音韻論的現象がなぜ生じるか」という点にあっ

た。この間いに対し，既存の諸研究は，大きく分けてく音論的観点〉，〈形態論的観点〉，〈通時

論的観点〉の3つの視座から各々接近しているが，いずれも問題点が見受けられた。（n挿入〉

がなぜ生じるかという問題は一元論的な思考では闇明することが不可能である。

そこで筆者は，この間いを 2つに立て直し考察を行なった。

1つは「なぜ (n挿入〉が起きるようになったのかJという〈通時的側面〉である。これは，

過去のある時点においてなぜ（n挿入〉という現象が生起することとなったかを摸る〈発生論〉

と言い換えてもよい。

そして， もう 1つは「なぜ今も (n挿入〉が起き続けているのか」という〈共時的側面〉で

ある。（n挿入〉の〈機能論〉と呼ぶべき問題である O

まず， (n挿入〉の〈発生論〉については，三工号旦（1991,1992）の説に基づき，（n挿入〉

の起源を18世紀後半の，語頭における／i/,/y／の直前のIn／の脱落に求めたO そして爾来，〈類推〉

(analogy）によって，合成語における子音の後という環境で，元来In！がなかった語にまで

In／が挿入されるようになり，それに伴って，〈再語葉化） (relexicalization）が進行した。こ

46 (n挿入〉と〈終声の初声化②〉をまとめて「絶音法則（謹告唱さDJと呼ぶことがある。

47現代語において｛亡）で終わる体言は存在しないが，副調や用言語幹が｛亡）で終わることはある ie.g. 
舌01~ [.JI叶叶］〈引き続き〉，舌01［干スlJ｛あえて〉。

48先行要素の末音が｛ 0｝の場合は，終声の初声化が生じえないため，／n／が挿入されなくても，形態
素境界は聴覚的にももともと明瞭である。
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の再語葉化によって，基底形からIn／がなくなり， In／を含む形は「挿入規則」によって派生

されることとなる。これが音韻規則としての（n挿入〉の成立である。

そして，この成立過程は，音声学的蓋然性に支えられている。後行要素が自立的形態素の場

合のみにくn挿入〉が起きうること，漢字語において後行要素の頭音がIiiで始まる場合には（n

挿入〉がほとんど起きないことも，この発生論的視座から説明可能である。

(n挿入〉の〈機能論〉については，（n挿入〉を〈終声の初声化〉と対峠させて考えるこ

とで，その機能が〈形態素境界の表示〉にあることを明らかにした。また，（n挿入〉の機能

的剰余性の問題についても言及した。
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Discussion on n-Insertion in Modern Korean 
- Genetic Theory and Functional Theory -

TSUJINO Yuki 

This paper discusses the occurrence theory and the functional theory of 

n-insertion in modern Korean, and the reason why the morphophonological 

phenomenon, n-insertion, occurs is considered from both the diachronic theory and 
the synchronic theory. 

Current studies approach the issue of n-insertion from three major viewpoints, 

namely, phonologic, morphologic, or diachronic viewpoints. Nevertheless, each 

viewpoint has disadvantages. Clarification of the issue of n-insertion is not possible 
with just a single viewpoint. 

Hence, the author considers this issue from two aspects. (1) The diachronic genetic 
theory: "What caused n-insertion to occur?" and (2) the synchronic functional theory: 

"Why does n-insertion continue to occur today?" 
First, regarding the n-insertion genetic theory, as based on the theory of .JI32f .2-

Kwang Mo Ko (1991, 1992), the origin of n-insertion is traced to the omission of /n/ 
immediately before /i/ and /y/ in the first part of a word, as observed in the latter 
half of 18th Century. Later, /n/ was inserted after a consonant of compound words by 

analogy, even in words which did not originally contain an /n/, resulting in 

development of relexicalization. Due to relexicalization, /n/ has disappeared in its 

underlying form, and words containing /n/ have been derived as a result of the 
"insertion rule". In this way, n-insertion has developed as a phonological rule. 

This process is supported by phonetic probability. According to the genetic theory 

viewpoint, n-insertion occurs only when the following element is an independent 

morpheme, and that n-insertion hardly occurs in Sino-Korean words in cases where 
the initial sound of the following element starts with Ii/. 

For the functional theory of n-insertion, n-insertion was compared with 

initialization of finals, and was shown to function as a sign of the morphology 

borderline. Furthermore, the problem of the functional surplus of n-insertion is 
discussed. 
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