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1 「呷飽未」(https://www.youtube.com/watch?v=JhzYms2I4Uk,2017年12月10日アクセス) 2

 場面１：女性店員との出会い

店員「阿明啊！呷飽未？ 〈アミン！ご飯食べ

たか？〉 」

主人公「呷飽啊！〈食べたよ〉」」
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 場面２：ランニングの女性との出会い

女性「阿明啊！呷飽未？〈アミン！ご飯食べたか？〉」

主人公「呷飽囉！〈食べたよ〉」
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 場面３：中年女性店員との出会い

主人公「敖早！〈とても早い（=おはよう）〉」

店員「啊！阿明、呷飽未？ 〈あ！アミン、ご飯食べ

たか？〉 」

主人公「有啊喔！〈あったよ（=食べたよ）〉」
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 場面４：犬への問いかけ（出会い後）

「呷飽未？〈ご飯食べたか？（=お腹いっぱいになっ

た？）〉 」
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 １．台湾の言語状況と【食事尋ね】表現

の位置づけ

 ２．日本語あいさつ表現の定型性

 ３．台湾の【食事尋ね】表現の定型性の検証

 ４．あいさつ表現の類型論に向けて
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 台湾語の表記の仕方

日常、接する表記のほとんどが漢字であるため、

台湾語も漢字による表記が圧倒的に多い。

例） 「賢早」、「敖早」、「高早」 、……

（=おはよう（ございます））

話し言葉で使われているため、いまだに

社会的に規範として認められている正書法がない。
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 本発表での表記

★語形：漢字

基本的には台湾教育部が推薦する

「臺灣閩南語推薦用字」に従って示す。

★発音：カタカナ

★日本語訳：〈 直訳 （=対訳）〉

語形 発音 日本語訳

「食飽未（ジャバヴェ）〈ご飯食べたか〉」
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Ethnic
group 人口比率 Ethnic group language(EGL)

原住民族 1.7％ アタヤル語・アミ語・カバラン語・
サイシャット語・サオ語など

閩南人 73.3％ 閩南語（台湾語）

客家人 12.0％ 客家語

外省人 13.0％ 北京語（国語・華語・台湾中国
語）
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食飽未
〈ご飯食べたか〉

吃飯了嗎
〈ご飯食べたか〉

黄（1993）を元にした人口比率

表１．台湾の主要民族人口比率

表２．台湾の言語状況（簡2011より）

EGL＝ethnic group language
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高年層 中年層 若年層

EGL・日本語 EGL・北京語 北京語

食飽未 吃飯了嗎



 台湾語の典型的なあいさつ

【朝】 敖早(ガウザ）

〈とても早い（=おはよう） 〉

【昼】 你好(リホ）

〈あなたは良い（=こんにちは）〉
午安(ゴアン)
〈午後が安らかでありますように（=こんにちは）〉

【夜】 你好(リホ）

〈あなたは良い（=こんばんは）〉

食飽未（ジャバヴェ）

食飽未（ジャバヴェ）

食飽未（ジャバヴェ）
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 あいさつとして扱うもの

・東方孝義（1941）

此の食飽未なる語を直譯すれば「食べましたか」である
が、日本語に譯すると「今日は」又は「今晩は」に相當す
る。（中略）こんな挨拶語は、時を選ばず朝であらうと晝
であらうと夜であらうと、食事時如何に關せず交換され
るのである。

ほか、趙怡華（2014）
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 あいさつとして扱わないもの

・胡美津編著（2015）

あいさつのことば：「你好」「你敖/賢早」

「早安/敖/賢早!」「午安/你好」

「晚/暗安」

ほか、村上嘉英（2009）、張瑪麗編著（2017）
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 台湾の「吃飯了嗎」に関する先行研究

・劉（2010、2013）

台湾人学生（190名）への質問紙調査
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 あいさつとして扱うもの

・劉（2012）

台湾の特徴的なあいさつのことば：「吃飯了嗎」

➤ 「吃飯了嗎」に関する調査実態には
「食飽未」が含まれている可能性がある。

➤ 定型性（後述）についての記述は、不十分。
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 台湾語の「あいさつ」を位置づける一材料となる

 今まで「あいさつ」として、同一の俎上に挙げられてき
た、多くの言語の「あいさつ」の「あいさつ」らしさの差
を精緻化する方向の研究を促す

 「あいさつ」らしさのスケールに位置付けることで、「あ
いさつとは何か」についての検討材料を提供し、考察
を深化させる
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（1）

太郎は六時十五分になると、もう階下に下り、（中略）そ
れから太郎は、台所でやっとガスに火をつけたばかりの
眠そうな母親に言った。「おはよう。おそいね」「煩い子
だねえ、おちおち、眠れないわ」

（曽野綾子『太郎物語大学編』1979年）

 現代では、これと言って言及対象を持たず、漠然と、
朝、用いられる表現として通用している。
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（2）（朝起きてきた相手に対して）おはよう。

（2’）（朝起きてきた相手に対して）おはよう。

今日は（起きるのが）遅かったね。

字義と反する内容の文をごく自然に後続させられる。

こういった性質は、「おはよう」というあいさつが

決まり文句（定型）的で、実質的意味を持たないもの

だからだ、といった説明がされる。

＝お早う
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意味的特徴

定型性 形態的特徴

用法上の特徴
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（3）「おはよう」

a．「おはよう。おそかったね。」 反意共起可能

b． 「おはよう。早いね。」 類意共起可能

➡他のあいさつでは？

（4）「お疲れさま」

a． 「＊お疲れ。元気そうだね。」 反意共起不可能

b．「お疲れ。疲れたでしょう。」 類意共起可能

➡「お疲れ」はあいさつか？

準定型（小林1981）、実質的表現（長谷川2001）
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（5）「おはよう」
a.「＊ おはようございまし た。」
b.「＊ 本当に おはようございます。」
c.「＊ おはようございます ね。」

（6）「お疲れさま」
d.「♯ お疲れ様でし た。」
e.「?? 本当に お疲れ様です。」
f.「??  お疲れ様です ね。」
定型性が増すほど、固定的で付加要素が付かない。
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（7）

定型性高い

定型性高い

定型性高い

定型性低い
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（8）定型性判断の基準

 Ⅰ．【実質的意味の有無】

実質的意味を持たない

 Ⅱ．【形式の固定度】

形式が固定的で付加要素がつかない

 Ⅲ．【場面とことばの結びつきの強さ】

場面とことばの結びつきが密接

→これらの観点で台湾の【食事尋ね】表現を検証

26

27

（9）「敖早」の意味の希薄性

a．「敖早。你今仔日睏甲晚喔。 」

〈とても早い。今日起きるのが遅かったね。〉

反意共起可能

b．「敖早。你今仔日遮早起來咧。」

〈とても早い。今日起きるのが早かったね。〉

類意共起可能
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（10）「早安」の意味の希薄性

a．「早安。你今天睡到這麼晚。 」

〈とても早い。今日こんな時間まで寝たね。〉

反意共起可能

b．「早安。你今天起得真早。」

〈とても早い。今日起きるのが早かったね。〉

類意共起可能

29

（11）「敖早」の形態的固定性

a．「＊敖早 矣。」〈とても早かっ た〉

b．「??誠 敖早。」〈とてもとても 早い〉

c．「＊敖早 咧。」〈とても早い ね〉

形態が固定的で付加要素が付かない。
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（12）「早安」の形態的固定性

a．「＊早安 了。」〈とても早かっ た〉

b．「＊非常 早安。」〈とてもとても 早い〉

c．「＊早安 呢。」〈とても早い ね〉

形態が固定的で付加要素が付かない。
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（13）「食飽未」の意味の希薄性
a．（ごはんを食べている人に）

「♯食飽未？」〈ご飯食べたか？〉
反意共起不可能

b．「食飽未？有食無？」

〈ご飯食べたか？食べた？〉
c．「食飽未？你甘食阿？」

〈ご飯食べたか？あなたもう食べた？〉
類意共起可能

♯＝実質的な問いになる。
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（14）「吃飯了嗎？」の意味の希薄性
a．（ごはんを食べている人に）

「 ??吃飯了嗎？ 」〈ご飯食べたか？〉
反意共起不可能

b．「吃飯了嗎？吃了沒？」
〈ご飯食べたか？食べた？〉

c．「吃飯了嗎？你已經吃飽了嗎？」
〈ご飯食べたか？あなたもう食べた？〉

類意共起可能
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（15）「食飽未？」の形態的固定性

a．「食飽 矣 未？」〈ご飯食べ た か〉

b．「＊食 誠 飽未？」

〈とてもお腹いっぱい 食べたか〉

c．「＊食飽未 咧？」〈ご飯食べたか ね〉

「食飽未」は形態がやや固定的で、

付加要素がほとんど付かない。
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（16）「吃飯了嗎?」の形態的固定性

a．「♯吃飯 嗎？」〈ご飯食べる か〉

b．「＊吃 很多飯 了嗎？」

〈とてもお腹いっぱい 食べたか〉

c．「吃飯了 ｛嗎／沒｝？」〈ご飯食べた か〉

♯＝実質的な問いになる。

「吃飯了嗎」は形態がやや固定的で、

付加要素がほとんど付かない。
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（17）【天候】に関する表現の意味の希薄性

a．「＊今仔日有夠熱。有夠寒。」

〈今日はとても暑い。とても寒い。〉

反意共起不可能

b．「？今仔日有夠熱。有夠熱。 」

〈今日はとても暑い。とても暑い。〉

類意共起可能？
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（18）【天候】に関する表現の意味の希薄性

a．「＊今天好熱。好冷。」

〈今日はとても暑い。とても寒い。〉

反意共起不可能

b．「？今天好熱。非常熱。 」

〈今日はとても暑い。とても暑い。〉

類意共起可能？
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（19）【天候】に関する表現の形態的固定性

a．「今仔日有夠熱 矣。」

〈今日はとても 暑かっ た〉

b．「今仔日 實在有夠熱。」

〈今日は 本当に 暑い〉

c．「今仔日有夠熱 咧。」

〈今日はとても暑い ね〉

付加要素が付くため、形態は固定的ではない。
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（20）【天候】に関する表現の形態的固定性

a．「今天好熱 (φ?)。」

〈今日はとても 暑かっ た〉

b．「今天 真的 好熱。」

〈今日は 本当に 暑い〉

c．「今天好熱 喔。」

〈今日はとても暑い ね〉

付加要素が付くため、形態は固定的ではない。
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実質的意味
の希薄性

形態的
固定性

定型性

敖早／早安 ○ ○ 定型

食飽未 △ △ 準定型

吃飯了嗎 △ △ 準定型

【天候】 × × 非定型
40



「食飽未」「吃飯了嗎」について

準定型のあいさつ表現

※「敖早」「早安」は定型的あいさつ表現

台湾語のあいさつ表現について

定型性の段階がある。

日本語の定型性の判断基準が適用できる。

➤他言語では？
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あいさつらしさの形成について

 他言語のあいさつの定型性はどうなのか？

 定型化の変化は言語普遍的なものなのか？

 どのような条件のもと、促進されるのか？

 変化の方向性は定型化（非定型から定型へ）以外に
あるのか？

表現法の選択について

 あいさつの表現法にどのようなバリエーションがあり、

どこに存在し、どのような背景で生まれるか？
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表現内容・発想法・・・

 「お早うございます」

 朝の相手の早さを褒める内容

 【朝の早さ賞賛】などが考えられる。

 「お疲れ様です」

 相手の労働の大変さに共感し、労をねぎらう内容

 【慰労】

など…
日本語共通語では、

 「朝の相手の早さを褒める」（【朝の早さ賞賛】）

 表現が、広く用いられている。
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世界の言語の
あいさつの表現法

台湾語のあいさつの
表現法

日本語のあいさつの
表現法

【朝の早さ賞讃】
【食事尋ね】？

その他の表現法？

背景要因
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①『事典世界のことば141』

②『世界のことば 出会いの
表現辞典』のあいさつ記述を
参考にして、記述のある言語
でどんなあいさつの表現法
が使われているか、横断的
に見る。（全143言語）
【出会い】の表現

①梶茂樹・中島由美・林徹編（2006）
大修館書店

②石井米雄・千野栄一編（2004）三省
堂
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【食事尋ね】 〈食事はすませたか？〉

北京語、広東語、閩南語、カラオ語、フィリピン語、カン
ボジア語、タイ語、マレー語、ネパール語、ビルマ語、
フィジー語、マケドニア語、（スワヒリ語）

【あいさつ行為遂行】 〈挨拶します、挨拶だよ〉

ウルドゥー語、ベトナム語、ウクライナ語、ルーマニア語、
ロシア語、マサイ語

【睡眠尋ね】 〈どんな夢を見ましたか？〉

コリャーク語、トーロ語、フルフルデ語
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【天候】 〈雨はいかがですか〉 ハウサ語

【愛】 〈愛〉 ハワイ語

【成功・勝利】 〈成功、勝利〉 グルジア語

【その他】

〈あなたと朝〉（ジュラ語）、〈あなたに朝をあげます〉（ア
カン語）、〈今日〉（ティンリン語）、〈あなたはもうチャイを
飲みましたか？〉（スワヒリ語：タンザニア）、〈あなたは
来た〉（チュクチ語）、その場に応じて〈ご出勤？／お買
い物？／どこいくの？〉（北京語）
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49

「食べたか」
「飲んだか」

50

51

朝の出会いの場面を例にとると・・・

日本語共通語では、

 「朝の相手の早さを褒める」（【朝の早さ賞賛】） 表現
が、広く用いられている。

方言では（国立国語研究所2006） 、

 「朝の相手の早さを褒める」以外に、【天気】、【行先尋
ね】、【体調伺い】、【未見】、等がある。

 表現法について地域的なまとまりが見られる。
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世界の言語の
あいさつの表現法

台湾語のあいさつの
表現法

日本語のあいさつの
表現法

【朝の早さ賞讃】
【食事尋ね】？

その他の表現法？

背景要因
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地
域
差

地
域
差

地
域
差

『伝える、励ます、学ぶ、被災地方言会話集』

（21）昼、道端で友人にあったときにどのようなやりとり

を行うか：気仙沼市

54東北大学方言研究センター、2013、p.49

55東北大学方言研究センター、2013、p.465

『伝える、励ます、学ぶ、被災地方言会話集』

（22）昼、道端で友人にあったときにどのようなやりとり

を行うか：多賀城市

 2017年 気仙沼市方言調査 60代女性

朝、最も目上の相手に道端で会ったとき

「オヒル タベタノー、オヒル オワッタノー」

 2014年 塩釜市方言調査 60代男性

朝、｛最も目上／やや目上｝の相手に道端で会ったとき

「メス クッタノスカワ」

など

日本語諸方言の昼の出会いの表現も

確かめる必要がある。
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（23）

Ａ．定型性の基準によるあいさつらしさの差の記述

Ｂ．あいさつらしさがなぜ、どのように

獲得されるかの解明
⇒あいさつの機能の考察深化

Ｃ．あいさつの機能と使用実態、その変化の

総合的説明
※社会言語学的研究、言語行動学的研究、

談話論的研究、通時的研究など、多側面からの検討
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