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国立民族学博物館研究報告  7巻4号

『マ ラ イ編 年 史 』 の 代 名 詞

一KWICに もとつ く比較研究

崎 山 理*

Pronouns in the  Sejarah  Melayu or Malay Annals

Osamu SAKIYAMA

   The SM is the first and the finest Malay literary work of 
the early 17th century. The author is not known, but is said 
to be not only a pundit but literary artist by virtue of its flowing 
and elegant style. Of the variant texts that have been published, 
the Abdullah text is considered the "standard" one. 

   This paper attempts to clarify the use and the system of the 

pronouns found in the SM mainly on the basis of the Abdullah 
text which is re-arranged in the form of KWIC at the National 
Museum of Ethnology. The grand total of KWIC is 6054 items. 

 Contrary to Brown's impression [1970: xiii], that in the 
SM there is no uniformity in the use of the pronouns for the first 
and second persons, it is shown in this paper that the use of 

pronouns is consistent, though the language of the work contains 
a greater variety of personal pronouns, including diverted kin 
terms, than modern Malaysian and Indonesian. 

   The proper use of the speaker  sahaya "by a person of low 
rank to one of high rank" and aku "vice versa", the form of 

polite address to either man or woman tuan, the third person 
 is "nominative case", and dia "oblique case", etc., is not strictly 

observed at the present time. There were also kin terms ending 
in -nda used for both "term of address" and "term of reference" 
which are scarcely encounterd today. 

   Winstedt erred in saying that the ending -nda means 
"honorific" [1972: 111], because there is also the use of the 

 speaker: senda  (sahaya+-nda). This -nda form should be defined 
as "polite suffix" indicating reverence and humility.

*国 立民族学博物館第5研 究部
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崎山 『マ ライ編年 史』の代名詞

   A primary factor in characterizing Malayan polite expres-
sions is that they depend not only on the human relationship 
but on the context of the utterance. Therefore, if the situation 
requires, a parent is able to call or refer to his own child with the 

polite form, putera "son" or  puteri "daughter" rather than the 
neutral anak. 

   The serial adverbs of place such as sini, situ and sana, derived 
from the demonstratives  ini, itu (and unattested *ana), are 

generally said to be equivalent to the personal pronouns  aku; 
 sahaya,  engkau;  tuan  and ia; dia respectively, contrasting with here, 

there and over there in English or ko-, so- and a- in Japanese. 
But unlike English or Japanese, Malay is assigned to the speaker-
hearer type  Mil  1981], that is, sini means "near the speaker", 
situ "near the hearer" and  sana "far from both". In the SM 
situ occurs only once. This fact reveals that the literary style 
of the SM is not narrative, but descriptive.

･1 .は じめに

ll.代 名詞

皿.人 称代名詞

1.碑 文の人称代名詞

2.編 年史 の人称代名詞

3.転 用された人称代名詞

ω 一人称

㈲ 二人称

(ⅲ）親族名称

4.親 族名称の一･二 人称的用法

{i)対 称詞

㈹ 自称詞

5.称 号･人 名･人 称詞 の用法

(i)称 号

㈹ 人名

㈹ 人称詞

IV.指 示代名詞

1.様 態の副詞

2｡場 所の副 詞

V.,関 係代名詞

VI.お わ りに

1.は じ め に

マ ライ語 は民 族 の 興亡,変 遷 の は げ しい東 南 ア ジア に お いて,す で に7世 紀 か らの資

料 を もつ か な り息 の 長 い 言語 で あ る｡し か し,マ ライ語 が交 易 の た め の共 通 語(lingua

franca)と して の歴 史 の なか で 残 した資 料 は,け っ して 多 くな い｡本 格 的 な 書 記 言語

と して 登 場す るの は17世 紀 に は い って か らで あ り,そ の鳴 矢 と して あ らわ れ た 『マ ラ

イ編 年 史 』(S肖arahM61ayu)は,現 在 に お いて も歴 史 的文 学 的民 族 学 的 資 料 と して

の価 値 を 維持 して い る｡『 編 年 史 』 の 成 立年 代 は1612年 とす るの が有 力 で[WINsTEDT

l969:158],以 後 か な りの写 本 がつ く られ た｡･文 献 学 的 研 究 と して は戦 前 の西 村 朝 日
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太 郎 の労 作[1942]が あ る が,そ の後,内 外 にお い て まだ 本 格 的 な本 文 批評 は あ らわ れ

て い な い｡現 在,流 布 して い る写本 に はAbdullah本[1952]とShellabear本[1975]

と が あ り,西 村 氏 は,前 者 を 旧 シ ンガ ポ ー ル本,後 者 を新 シ ンガ ポ ール本 と名づ け,

前 者 は標 準 的 で あ るが,後 者 は史 実 の歪 曲,故 意 の 削 除 な ど が あ って 学 問 的価 値 が減

殺 さ れて い る[西 村 1942:27]と い う｡全 体 と してShellabear本 はAbdullah本 よ

りい くぶ ん長 い｡さ らにWinstedt本[1938]を も とに したBrownに よ る英 訳 が あ る

[1970]｡RaMesの 稿 本 に よ ったWinstedt本 は 『編 年 史 』 の 母 胎(predecessors)に

な った もめ と考 え られ て い る が[BRowN l970:xxvi],さ きの 二 本 と くらべて 内容

的 な違 いが はな はだ しい｡『 編 年 史』 の校 訂 の ため の 研究 が ま たれ る ゆえ ん で あ る｡

『編 年史 』 の神 話 的 研 究 は最 近 お おや け に され た が[富 沢 1981],マ ラ イ語 史 の資 料

と して もた い へ ん重 要 で あ る｡現 代 の マ ラ イ語(公 用語 と して は マ ラ イ シア語,イ ン

ドネ シァ語 と いわれ る)と8世 紀 以 降 の碑 文 の マ ラ イ語 とをつ な ぐ ことば と して,言

語 的特 徴 と して はお お い に現 代 語 寄 りで あ る けれ ど も,今 後,『 編 年 史』 の マ ライ語

の共 時 的 研 究 が お こなわ れ る必 要 が あ り,本 報 告 はそ の 目的 の た めの 一 環 とな る もの

で あ る｡『 編 年史 』 の簡 単 な資 料 的 背 景 は 以上 の よ うで あ るが,国 立 民 族 学博 物 館 で

はAbdullah本 とShellabear本 とを コ ン ピ ュー タ ー に研究 資 料 と して 入 力 し,そ の

KWIC(文 脈 付 語 彙 検 索 表)を 作 成 した｡以 下 で論 じるの はAbdullah本 のKWIC

に も とづ き,ま ナこ必要 に お う じS.(=Shellabear本)W,(=Winstedt本)と 注 記 す

る｡ま た例 文 の あ との 数 字(123--12)は テ キ ス ト123頁 の12行 目を あ らわす｡な お

Abdullah本 のKWICさ れ た 項 目別 の総 数 は6054語 で あ る｡表 記 法 は1972年 に き め

られ た統 一 方 式 にあ らた め る｡た だ し,本 論 で は と くに表 記 され な い[O]に た い し6

と書 く｡

II.代 名 詞

 代 名詞 と い う術語 を こと ば どお り､に受 け とれ ば,名 詞 にか わ る品 詞 とい う こ とで,現

代 語 の文 法 で もた いへ ん誤 った観 念 を あた え る こ とが指 摘 され て い る[フ レイ 1973:

72]｡こ の よ うな定 義 は,紀 元 前 の ギ リシ ア の文 法 学ant6nymia｢代 理 の語 詞｣か ら

継 承 され て い るわ けで あ る が,こ こに ふ くめ られ る代 名詞 の種 類 につ い て は,か な ら

ず し も一 定 して はお らず,個 別 的 に限 定 さ れ た もの を 代理 す る と い う立 場 の ひ とは,

現代 の疑 問 代 名 詞,不 定 代 名詞 は これ に いれ ず,ま た,代 名詞 に指 示 的 と関係 的 の二

つ の機 能 を み とめ た の は ロー マ時 代 に はい ってか らのPriscianus(西 暦6世 紀)で あ
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った[泉 井 1967:43]｡代 名 詞 とい う術 語 を さ けてBrunotの 提 案 した｢代 理 辞｣

(repr6sentant)な ど と呼 ぶ こ と もで き よ うが[フ レイ 1973:72],本 論 で は そ の性 格,

用 法 が不 確 定 な こ とを み と めた うえ で代 名詞 と い う術語 を あ えて も ちい る こと と し,

人 称代 名 詞,指 示 代 名 詞,関 係 代 名 詞,疑 問代 名詞 と い う,こ れ も伝 統 的 な術 語 に よ

って 説 明 を こ ころみ る こ とに す る｡こ れ ら各種 の代 名詞 の あ い だ に は形 態 の うえ で き

わ めて 強 い相 関性 が み とめ られ る｡い っぽ う,代 名詞 に共通 す る機 能 と して 話 し手 と

事 柄 との 関 係概 念 を話 し手 の 立 場 に お いて 表 現 す る もの[時 枝 1978:69ユ とい う定

義(た だ し日本 語 につ いて で あ るか ら関 係 代 名 詞 は この定 義 に はふ くまれ て い な い)

の妥 当性 につ いて考 えて み よ う｡フ ラ ンス の碩 学Benvenisteは,人 称 代 名 詞,指 示

詞(d6monstratifs)を 言 語 的 個物(individus linguistiques)と 呼 ぶ が,そ れ はた だ 特

定 の概 念 のみ を あち わす 名詞 とつ ね に対 立 して いて, ,人,時 間,場 所 な ど 力澗 題 とな

る とき に,た だ 個 々の場 合 に お う じて つ ね に異 な る個 物 をあ らわす こ と しか で き な い

か らで あ る[BENvENIsTE l974:83]｡代 名詞 の用 法 は,話 し手 と事 柄 との 関係 の み

な らず 聞 き手 も くわ わ った場 面 で の話 し手 の総 合 的 な認 識 判 断 に よ って決 定 さ れ る｡

話 し手 だ け を 問題 と した の で は うま く説 明 で き な い現 象 も多 い｡ひ とつ の 例 と して,

よ く引 用 さ れ る｢(医 者 の触 診 を う けて 自分 の 体 の)あ あそ こが痛 む ので すJ(マ ラ イ語

もお な じ｡∫ 伽),ま た 目下 の もの に むか って 自分 の こと を｢お じ さん｣(マ ラ イ語 も

お な じ｡ゐ ψ αん)の よ うな表 現 が 起 こ るの は,聞 き手 の存在 を前 提 と して は じめ て そ

の説 明 が 可 能 に な る｡

IIL人 称 代 名 詞

1.碑 文 の人称代名詞

 碑 文 の マ ラ イ語 にあ らわ れ る 人 称 代 名 詞 は 表1の よ う にな る[COE擁s l 930:

CAsPARIs 1956]｡右 側 の接 尾 形 は所 有代 名詞 と して の働 きを す る｡空 欄 は資 料 上 の

欠 如 を しめす が,碑 文 マ ライ語 と編 年 史･レラ イ語･現 代語 とあ も っと も大 き な 相 違 は,

kitaが 後 者 で は一人 称複 数(包 括 形)で しか もち い られ な い の に前 者 で は二 人 称 で あ

る こ と,ま た 一mamuは そ の後 の マ ラ イ語 史 の なか で は消 失 して地 方 語 に しか 残 らな

い こ とで あ る｡た とえば,古 ジ ャ ワ語 の一 人 称 単 数 お よ び一 人 称 複 数(除 外 形)kami

に た いす る接 尾形 一mami,ス ラ ウ ェ シ島 の バ レエ語 の一 人 称複 数(除 外 形)kamiに

た し～す る接 尾 形･mamiの 関係 に み られ る｡碑 文 のkitaとkamuは, kamuが もと

も と二 人 称 を あ らわ した に違 い な く,kitaは 転 用 で あ る ことが あ き らか で あ る｡代 名
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表 1

単 複 単 複

1

2

3

aku

kita 

kamu

iya, ya

-ku

-ta 

 -mamu

-nya

(碑文上のa,aの よ うな長短の区別は短に統一 した)

詞 の不 安 定 性 が こ こに あ らわ れ て い るが,日 本 語 の 自称 詞｢わ れ,わ い ら｣が 対 称 詞

と して もち い られ る方言 もか な り あ る こ と とにて い る｡二 人 称 と して のkitaは,超

自然 力,神 性 にた い してつ か われ る丁 寧 な(polite)形 式 で あ った[CAspARIs l956:

21]｡こ の よ うな 転用 を ど の よ うに解 すべ きか｡話 し手 と聞 き手 に よ って成 立 す るkita

の,聞 き手 の ほ う に身 を 置 い てで きあ が った表 現 が これ で あ るこ と に な ろ う｡そ して

フ ラ ンス語 で もtu, vousの か わ り にnousが もち い られ る こ とが あ る[山 崎 1956:

Il3-ll4]｡古 ジ ャワ語 のkitaに も碑 文 マ ラ イ語 とお な じ現 象 があ る･

  Bhatara hyang kita kabeh, k6mitaku rak§ataku!｢な ん じら神 々すべ て が われ

  を 見守 りた まえ｣[FOKKER l938:27]

 要 す るに最 終 的 に は コ ンテ キ ス トの な か で一 人 称 か 二 人 称 か の判 断 を せ ざ るを え な

い よ うな 例 が多 い｡

 現 代 語 で の使 用 は まれ で あ るが,編 年 史 で は しき りに もち い られ た･ndaと い う前

接 辞(enclitic)が あ る｡こ れ を三 人 称 代 名 詞 とみ る こと はで きな い｡語 源 的 に祖 語形

*da一 とい う尊敬 の接 辞(マ ライ語datuk;ジ ャワ語ratu｢家 長｣;タ ガmグ 語dato?｢酋

長｣な ど のda-, ra一 は それ を 継 承 す る)の 存 在 を こ こ にみ とめ る の はCoedさs[1930:

69]で あ るが,か つ て の ま だ語 根 の状 態 に あ った*daか らつ くら れ た と考 え る ほ

うが 自然 で あ る｡-rp一 は この よ うな 関 係 詞(relatives)と と もに あ らわ れ る調 整鼻 音

(passe-partout nasal)[GoNDA l94･3:522]と み て よ い･た だ し･こ の よ うな 一Pda

の語･源説 にた い してPoe(lj awij atna/Zoetmulder[1964:llO]は 懐 疑 的 で あ る｡

.pdaは 親 族 名称 につ いて 尊敬 を あ らわす が,編 年 史 で は 一ndaと な りそ の機 能 も尊

敬 の み な らず 謙譲 を もあ らわ す よ うに な る｡な お,碑 文 マ ラ イ語 以 降 はす た れ て しま

ったdapunta｢君 主｣と い う称 号 に あ らわ れ る 一ntaを 一 人 称 複 数 接 尾形(包 括 形)と

み な す考 え が あ る[KA肌ER 1965:25]｡*daは さ きほ ど の接 辞,*pu｢祖 先,孫｣

も語 根 とみ な しう るか ら(こ れ は マ ラ イ語,ジ ャ ワ語6mPU｢職 人 へ の 称 号｣;タ ガ ロ
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グ語inψ6｢祖 父母｣,ψ6｢孫｣;フ ィ ジ語tumbatumbu｢祖 先｣の よ う な派生 語 を う

み だ して い る),全 体 と してdapuntaを｢わ が 偉大 な る支 配 者｣(unser Herr)と 解 釈

す る こ と も可 能 で はあ ろ う｡た だ し 一ntaを 叩4aと い っ し ょにす る[CoEDEs l930:

69]よ うで は は な しにな らな い が,-ntaの 出現 例 は この 例 の みで あ り,ま たkitaの

接 尾 形 は 一taで あ るの に この場 合 は 一ntaと な る理 由が よ くわか らな い｡

 編 年 史 マ ライ語 に は存 在 しな か ったが,現 代 語 に突 然 あ らわ れ たか の 感 が あ るanda

と い う二 人 称代 名詞 が あ る｡こ れ は対 象 間 の 落 差 を無 視 して 中性 的 に もち い られ る と

い う特 色 を もつ｡話 しこ とば で あ らわれ る こ と はす くな い が も っぱ ら広 告文 な ど に も

ち い られ る｡こ のandaは 一ndaに 由来 す る[MAGDoNALD/DARDJowlDJoJo l 967:

122]と い うの は た しか で あ ろ う｡前 接 辞 が 独 立 した の で あ る･

 碑 文 に あ らわ れ る人 称 代 名 詞 の 特異 な例 と して 前 置 詞 と融合 した 形 が あ る｡一 人 称

単数diyaku;dyaku,三 人 称 単 数diya;dyaが それ で,場 所 の前 置詞diが 人 称 代 名

詞 につ いて い る｡編 年 史,現 代 語 で はdaku, diaと な り二 人 称 単数dikauと と もに

ひ とそ ろい に な る｡こ の 用法 は初 期 には 主格 以外,つ ま り斜格 的 に もち い られ,日 本

語 で いえ ば｢を,で,か ら,に,へ｣さ らに 古 い用 法 で は｢の｣の よ うな働 きを した｡

  anukUla yarp graha nak5atra paravis 4加,｢惑 星 星 座 が こ と ご と く彼 等 に と っ

  て 好 ま しか れ｣[COEDFs l930:40]

 diaは 現 在,主 語 と してiaと と もに と くに 区 別 な くもち い られ る｡そ の よ う な使 用

上 の混 乱 は す で に編 年 史 にお い て は じま って いた｡

2.編 年史の人称代名詞

 表2に は編年史にあらわれる人称代名詞のうち,語 源的にも他の名詞などからの転

用でない形をかかげてある｡た だし,mEreka(mareka)の みはマレイ語にのみ孤立

的にあらわれる形で,語 源 もまった くあきらかでない｡左 側は接頭形で動詞が他動詞

となることができるときこの形をもちいる｡右 側は所有のほか目的形として｡()は

                 表 2

単 複 単 複 単 複

1

2

3

aku (ku-)

 engkau 
(kau-)

di-

dia

kami 

kita

(除)

(包)

kamu

aku

 èngkau

 is 

dia

kami 

kita

(除)

(包)

kamu

 m'ereka

aku (—ku)
kami 

kita
(除)

(包)

 èngkau kamu (-mu)

dia

-nya

 m8reka
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そ の短 縮 形｡ま た三 人 称 には特 殊 な事 情 が あ ってdi一 は 非 限定 的 な一一般 人称 とな り,

di-nyaと 一nyaと 組 み あ わせ れ ば 限 定 的 とな る｡

  maka disuruh b6ndahara tEbus, maka dib6rikan pada anak yang lain;｢(そ

  の象 を)宰 相 が請 け 出 して くるよ う命 じ られ た｡そ して(そ の 象 は)彼 の 別 の子

  供 に与 え られ た｣                    (290-10)

 とい う例 で｢与 え た｣の は宰相 で は な くだ れ か 別 の人 で あ る｡い っぽ う,di一 の使

用 は腕 曲的 表 現 と もな り,高 位高 官 の人 を直 接 に主語 と して 立 て ずdi一 に よ って 置 き

か え る ことに よ って 尊敬 を あ らわ す こ と もで き る｡disuruhは そ の例 であ る｡

maka dimakan  bendahava, dikunyah-kunyahnya,  diberikannya  kepada cicit-

nya itu; ｢(キ ンマ を)宰 相 は噛 ん で砕 いて 曾孫 に与 え られ た｣(288-24)

こ こでdi-nyaが も ち い られて い る理 由 は明瞭 で あ る｡diaは,現 代 語 と用 法 が

す こ し異 な って い た｡diaの 頻 度数 は141回(お よ び強 調 の前 接 辞 一lahの つ い た1例)

で あ るが,そ の 用 法 は,動 詞 の 目的語,前 置詞 と と もに,そ して 属 格 的 に もち い られ

た 例 の み で主 語 と して の 例 は ま った くな い｡た だ しdiaは 主 題(topic)と して立 つ こ

とが で きた｡,

anak harimau diajarnya makan daging, dia  kgak ditangkapnya. ｢虎の子は

肉 を食 う こ とを教 え られ るが,彼 は や がて 人 に捕 ま る の で あ る｣(204-28)

この よ うなdiaの 例 は わず か に1例 見 出 され るが,diaお よびdakuを 強 調 的代 名

詞(emphatischePronomina)と 名 づ け て｢彼 につ い て い え ば,私 につ い て い え ば｣

を 意 味 した[KAHLER1965:49]と い う説 明 に もdiaの 特 徴 が あ らわ され て い る｡

編年 史 マ ライ語 で は 三 人 称 代 名詞 と して 主 語 とな りう るの は,ia,m6rekaの み で あ

った｡た だ し,

tiada juga tun Ali Hati mau hidup, minta bunuh ia. ｢死 を願 ってAliHati

殿 は殺 して くれ と請 うた｣(305-20)

の よ うな例 でiaは,目 的語 と して こ こに あ るか にみ え るが,

maka  s'é'mbah tun Ali  Hati  : Jikalau ada karunia, patik itu minta bunuh

 juga, ｢AliHati殿 は敬 して いわ く,慈 悲 あれ ば 殺 し給 え｣(305-16)

の文 か ら もわ か る ホ う に(jugaは たん に強 調 の副 詞),iaは 文 法 的 に必 須 と され る

要 素 で はな い｡こ れ は,マ ライ語 で は西 欧諸 語 と異 な り動 詞 の 他動 詞 性 が 語 そ の もの

の 意 味 に よ って き ま るの で はな く,接 頭 辞m6-(ま た はm6mpEr-)を つ け る こ と に

よ って 他 動 詞化 され る と い う理 由 に もと つ く｡bunuh｢殺 す｣は 意 味 的 に考 え れ ば 他

動 詞 的 で あ って 目的 語 を必 要 とす るか に み え るが,マ ラ イ語 で は伝 統 的 に この よ うな
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文 法 的 特 徴 を維 持 して きて,そ れ は編 年 史 に お いて も例 外 で は な い｡

  karる11a aku tiada mau m6mbunuh伽,｢私 は彼 を殺 した くな い｣ (305-13)

 で は,m6mbunuhに よ って 目的 語 は必 須 で あ り,そ の た め にdiaが あ らわ れ て い

る｡minta bunuh iaのiaは,い わ ば 中 ぶ ら りで あ る｡あ え て訳 せ ば｢殺 せ と請 う

た,彼 は｣と な ろ う｡し た が ってiaも 主 題 に は な る こ とが で きる｡マ ライ語 は歴 史

的 に みて も｢主 語･主 題 卓越 型 言 語｣(Subject-Topic-Prominent】Language)で あ る｡

マ ライ語 を 印 欧 諸語,フ ィノ･ウ グ ール諸 語 な ど とお な じよ う に｢主 語 卓 越 型 言 語｣

(Subject-Prominent Languages)と み なす[LI/THoMPsoN I976]の は誤 解 で あ る｡

 現 代 語 で は1)ia pergi･｢彼 は行 く｣, Ayam i tu dia tangkap･｢そ の 鶏 は螢 捕 らえ

た｣,1)ia tangkap.｢(そ れ は)彼 が捕 らえ た｣の よ うなdiaの 使 い か た は一 般 的 で あ

るが,こ れ は 編年 史 以 後 の新 しい傾 向 とい う こ とに な る｡ま たdiaは 目的語 とな った

と き,現 代 語 で は 一nyaと 書 か れ る場 合 が 圧 倒 的 に多 い｡し か し編 年 史 で は,

  Maka baginda pun t6rlalu sukacita m甑 甑gar脚;｢陛 下 は そ れ を(そ の ニ ュ

  ー ス を)聞 いて た いそ う喜 ば れ た｣              (142-･01)

 の よ うな 目的語 と して の 一nyaは,こ の 文 も ふ くめ わず か3例 に しか す ぎ な い｡

-nyaの 内 容 は無 生物･生 物 の ど ち らで もよ い｡

  jikalau d6mikian orang itu, s6ri Maharajakah yang membunuhnya? rそ うだ

  と した ら,そ の入 た ちを,s6ri Maharaj aが 彼 等 を 殺 した の か｣  (189-08)

 三 人 称 につ い て い え ば,か つ てのia(主 格):dia(斜 格)と い う関 係 が うす れ, dia

も主 題･主 格 的 に もち い られ るよ うに な っ た 結 果,diaの 斜 格 的機 能 を 補 う よ う に

一nyaの 使 用 が お うせ い に な って きた とい え よ う｡編 年 史 はそ の 過 程 を反 映 して い るの

で あ る｡

 単 数･複 数 に関 して 三 入称 につ いて み る と,現 代 語 で考 え られ て い る よ うに,か な

らず し も単 数･複 数 間 の 区別 が明 確 で あ った とは い え な い｡

  h6ndaklah tuanhamba hantarkan ia k6 dunia k乙pada hamba,｢あ な たが 塞 等

  を(三 人 の子 供 た ちを)地 上 へ お送 り くだ さ る よ う｣       (019｡06)

 ま た,二 人 称 に た い して はs6kalian, s6mua｢す べ て｣を つ けて 複 数 で あ る こと を

明 示 す る｡                              塾

                          

  Maka titah baginda pada sEgala mEreka itu:･Engkau 5伽 麗αjangan syak

  hati;｢陛 下 は 彼等 すべ て に,お ま え た ち 疑 って は い けな い と仰せ られた｣

 t   ､             ,                                        (304-19)

  Maka titah sultan Mahmud:Jangan肋 彿%5醜 獺marah,｢Mahmud侯iは,
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  お まえ た ち怒 って は い け な い と仰 せ られ た｣           (211-19)

 6ngkau(103回)とkamu(69回)と は,明 瞭 に単 数･複 数 と い う対 立 を して い る

ので はな く,kamuが 単 数 に も もち い られ る こ とが あ る｡し か しそ の 際 のEngkauと

kamuと の 用法 上 の差 異 はあ き らか で な い｡6ngkauとkamuと は方 言 に よ って ど ち

らか が この まれ る こ と もあ る｡6ngkauもkamuも もと も と は 目上 か ら目下 に あ る

い は親 しい もの ど う しの あ いだ で もちい られ る と い う イ ンフ ォ ー マル な代 名 詞 で あ

った｡敬 語 的 表 現 の た め に は あ と に述 べ る称 号,親 族 名称 を も ち い る｡現 代 語 で は

6ngkau, kamuは 不 作 法 な ふ くみ を もち,そ れ にか え てsaudaraが も ちい られ る が,

saudara(一 サ ン ス ク リッ トsodara-｢同 腹 の｣)は 編年 史 に も あ らわ れ る と は いえ,

それ はま だ｢兄 弟姉 妹｣を 意 味 して いて 現代 語 の よ う に二 人 称 代 名詞 と しての 用 法 は

な い｡

 kita(包 括 形)とkami(除 外 形)に つ いて はそ の 複 数 性 に と くに 問題 は な いが,

kitaが 最 高 位 に あ る もの に よ って 単数 の よ うに もち い られ る こと が あ る｡西 欧諸 語 に

も｢威 厳 のnous｣(nous de dignit6)の よ うな用 法 が あ るが,そ れ と共 通 す る現 象 で

あ る｡ま た,現 代 の ジ ャワ人 の もち い る イ ン ドネ シア語 で は,kitaとkamiの 機 能 が

逆 に な る ことが あ る[ZAIN l954:55】｡

  jikalau kita mati, bahwa anak kita si Muhammad inilah raj akan oleh b6n-

  dahara akan ganti kita.｢も し私 が 驚 れ る よ うな こ とに なれ ば 宰 相 よ,わ が子

  Muhammadを 弘 の代 わ り に王 と して 立 て て も らいた い｣     (203-16)

 な お,kula(5回);manira(3回)｢一 人 称 単 数｣, andika(2回);pakanira(1

回);sampean(1回)｢二 人称｣の よ う な ジ ャ ワ語 が登 場 す るが,こ の よ うな代 名詞

に よ って,ジ ャワ人 で あ る こ との文 体 的 効 果 を 期 そ う と こ ころみ た の で あ る｡

3.転 用された人称代名詞

 マ ラ イ語 は ア ジ アの 言 語 の 例 に もれ ず,人 称 代 名 詞 が多 く,し た が って そ の使 い わ

け に注 意 しな けれ ば な らな い 言 語 で あ る｡そ して そ の人 称代 名詞 に は普譚 名 詞 に 由来

す る もの も多 い｡編 年 史 には つ ぎの よ う な代 名 詞 が あ る｡

(i)一 人 称

 一 人 称(原 則 的 に単 数)と して は,sahaya, hamba, beta, patikが あ る｡

 sahayaは 現 代 語 で はsayaと な るが,編 年 史 でsayaは1例 の み,あ とは す べ て
                          とも  っ
sahaya(60回)と な って い る｡サ ンス ク リッ トsahaya-｢伴,連 れ｣に 由 来 し編年 史

の音 形 が も との 形 に近 い｡現 代 語 で はsayaはakuよ り もよ り中立 的 共 通 的 に も ちい
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られ て い る｡い っぽ うakuは 文語 的で あ り,ま た そ の使 用 者 の あ いだ に は親 密 さ が

み とめ られ る[DARDJowlDJoJo 1978:37]｡編 年 史 で は 上位 か ら下 位 にた い して は

akuが 一般 的 に もち い られ る が, sahayaは,

  karEna arti"sahaya"itu k6pada bahasa M61ayu``hamba",｢sahayaの 意 味

  は マ ラ イ語 で 召 し使 い とい う ことで｣             (143-04)

 の よ う に,共 時 的 に も語 源 意 識 が まだ 残 って いた と考 え られ(サ ンス ク リッ トも い

っそ う古 い もとの 意味 は｢奴 隷｣と い う こと[GONDA 1973:381]),し た が って 目上

に た いす る謙 譲 的 用法 と して 使 用 され た｡ド イ ッ語 の 一人 称 の古 い言 い か た,meine

Wenigkeit｢い や しい もの=不 肖｣と にて い る｡し か し, hambaと い う一 人称 もあ っ

た｡こ の ほ う も古 ジ ャ ワ語hamba;ア チ ェ語hamba｢奴 隷｣な ど とお な じ語 源 で あ

り,sahayaよ り も古 くか ら もち い られ て いた｡ hambaの 頻 度数 は277回(hamba-

Iah 5回, hambamu 2回, hambanya 4回)に たい しsahayaは57回(sahayamu

1回,sahayanya 1回)と な りや は りhambaが 圧 倒 的 に多 い｡ S･の 場合, hamba

437回 に た い しsayaは29回 も あ り, sahayaで な くsayaの 数 が この よ うに多 い の は

写 本 に あ とで手 を いれ た 結 果 で あ ろ う｡hambaは 丁寧 な一 人 称代 名詞 と して 広 く一

般 に使 用 され た｡し た が って つ ぎ の例 の よ う にた とえ王 で あ って も目下 の宰 相(年 令

は上)に た い しhambaを もち い て敬 意 を あ らわ す ことが あ った｡

  S6karang bapa angkat hamba itu minta janjinya pada hamba. Ia h6ndakkan

  hamba jadikan ia ganti paman.｢私 を 救 って 養子 と した ヤ シ酒作 りが,い まや

  彼 と の約 束 を私 に果 たす よ う求 め て い る の だ｡彼 はな ん じの地 位 が ほ しい と私 に

  求 め て い るの だ｣                     (125-13)

 世 話 に な った ヤ シ 酒 作 りに は 目上 の 男 性 に た いす る親 密 的敬 称 のbapa(k)を もち

い,ジ ャ ワ語 起 源 のpamanは｢叔 父｣の こ とで あ るが,年 長 の男 性 にた いす る呼 び

か けの 代 名 詞 と して 宰 相 に む か って もちい て い る｡た だ し編 年 史 のpaman 10例 の す

べ て が 王 ま た は王 女 が 家 臣 に た いす る用 例 で あ る｡hambaの 語 源 意 識 は編年 史 で す

で に明 瞭 で な くな って いた か も しれ な い｡し か しい っそ うへ り くだ るた め に はsahaya

が もち い られ た｡

  B6narlah s6p6rti kata anakda itu;biarlah sahaya s6mua naik s6kali m6ng-

  ikutkan anakda.｢(宰 相 の)御 令 息 の お っ しゃ る こと は も っ と もで す｡私 た ちみ

  な(総 司令 官,全 将 軍 な ど)御 令 息 の お供 を して も う一 度,上 陸 を試 み ま し ょう｣

                                 (179-15)

 た しか に 乙の よ うな コ ンテ キ ス トの なか でsahayaが 一 人 称 代 名 詞 と して使 われ る
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の は異 例 と もい え る ので,･こ のsahayaは｢手 下｣(servants)と 解 し`Let me and

my men Iand again.'と 読 む[BRowN l970:235]の も一理 あ るわ け で あ る｡

 sahaya>sayaが 一 般 化 す る につ れ, hambaは だん だ ん と使 わ れ な くな り,第 二 次

大 戦 前 にす で にそ の 使 用 は まれ にな って き た｡い まや 耳 に す る こと もほ とん ど な い

[PoEDJAwlJATNA/ZoETMuLDER 1964:109]｡た だ し,私 は,｢は い｣に あ た る こ

とば にSayaを もち いて 会 話 す るス ンダ人 を 目撃 した こと が あ る｡現 代 で もsaya･=

akuで は ない とい え る｡

 patik, betaも 古 め か しい代 名詞 で あ る｡ .

 patikも も と は 一F召し使 い｣を 意 味 し(古 ジ ャ ワ･語patik;ア チ ェ語pat6?;バ リ語

patikも おな じ語 源),こ れ は 王,王 女,王 子,王 女 にた いす る一人 称 代 名 詞 で あ?

た｡patikは ほ か の い くつ か の こ とば と と もに宮 中語 と して の あ つ か い を うけて い る

[ALWI l962:61]｡ ､

 ひ とつ お い た先 の例文(125-13)に た い す る宰 相 の 答 え億 つ ぎ の よ うに な って い る｡

  Tuanku, baiklah ayahanda tuanku jadikan ia akan ganti patik, biarlah patik

  b6rhEnti;｢殿 下,父 な る殿 下 が 彼(ヤ シ酒 作 り)を 私 と交 代 させ られ る の も結

  構 で す｡私 を 引退 させ て くだ さい｣              (125-19)

 と こ ろで この文 に た い して王 は,

  Tiada beta mau memEcat paman, karena pada bicara beta tiadakan jadi

  P6kbj aan olehnya. T金 はな ん じを 解 雇 した くな い｡余 が思 うに彼 で は仕事 に な

  な らいだ ろ う｣                       (125-21)

 とお おせ られ て い る｡こ のbetaは ヒ ンデ ィー語 起 源 の 外 来語 だ とされ る｡意 味 は

｢兄 弟｣[WINsTEDT l927:109]｡た しか に イ ン ド･ア ー リア諸 語 で*bettaに 由来

す る ヒ ンデ ィー語;パ ンジ ャ ブ語;ベ シガ ル語;ア ッサ ム語beta｢少 年,息 子｣が あ

るが､[TURNER l973],か りに借 用 語 だ とす る と マ ラ イ語 にだ けそ れ が は い った こ と

にな る｡た だ し,Gondaはbetaを 借 用語 と して は あげ て い な い[GoNDA l973]｡

betaは 王,王 家 の人 び とに よ って 彼 等 ど う しの あ いだ で,ま た 目下 の もの にた い し,

主 と して書 簡 中で も ちい られ た[WINsTEDT 1927:109]｡し か し,編 年 史 に お け る

betaの 使 用 は この 説 明 と は合 わ な い｡ betaはhambaゴsahayaと 共 存 す る こ と もで

きた｡

  Maka kata b6ndahara:Salah s6kali ' kata tuan-hamba itu. KarEna hamba

  ･pun ada b邑rc6㎜in;pada mata beta baik juga si Hassan, kar6na ia orang

  mUda;tEtapi tErrrianis hamba s6dikit.｢(大 衆 にむ か い)宰 相 いわ く,あ な た た
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  ち の言 って い る こと は皆,間 違 つて い ます｡私 はめ がね が 必 要 な 身 で す｡私 の 目

  に は(息 子 の)Hassanが 端 麗 だ と映 ります｡彼 は ま だ若 いの で す｡し か し私 は

  優 雅 さで は ひ けを取 りませ ん｣                (288-07)

 こ こで はhambaとbetaと は談 話(discourse)の なか で 共 存 して い る｡ S.[202]

で は,

  KarEna hamba pun ada b6rc6rmin pada mata beta､

 の よ う にひ とつ の文(clause)の な か で両 方 が使 わ れて い る が,こ の よ うな使 わ れ

か た は まず 不 可 能 でAbdullah本 の よ うな切 りか た が た だ しい[WINsTEDT l930:

185]と い うの も,共 存 で き る と い う こ とか らみ て 大 き な違 いで あ る と はい え な い｡

ただ しW.[161]で は,

  kar6na(hamba)pun ada c邑rmin pada mata hamba.

 の よ うにhambaで 統 一 さ れ て い る｡ (括孤 はShellabearテ キ ス トか らの挿 入 と

い うが,と す る とS.に は さ らに い くつ か の テ キ ス トが あ った こ とを お もわせ る｡)ま

                はしため

た,つ ぎの よ うな あ ん ま師(宰 相 の端 女)が 武 人 と して の称 号(hang)を もつ 男性 に

た い す る発 話 の なか に もあ る｡

  Biasa saha2a masuk kるrumah datuk b6ndahara;makin anaknya yang bEr･

  nama tun Teja itu biasa b6rlulut pada beta.｢い つ も私 は 宰 相 殿 の お宅 に伺 っ

  て 御 令 嬢 のTejaさ ま に私 が あ ん ま して 差 上 げ るの で す｣      (247-11)

 これ はS.[218]で は本 文 とお な じだ が,W.[170]で はsahayaはbetaと 書 か れ

統一 さ れて い る｡す くな くと も編 年 史 で は,外 来 語betaが 階 層 を問 わ ず 一 人 称 代 名

詞 と して もち い られ,ま たす で に あ った一 人 称 代 名詞 と も混 用 で きた といわ ざ るを え

な い｡そ れ が今 世 紀 初 頭 に は,Winstedtの い うよ うに マ ラ イ半 島 で は そ の使 用 が せ

ば め られ た の で あ ろ う｡し か し現 在,betaは イ ン ドネ シア の モル ッカ諸 島 ア ンボ ン

方 言 でakuの か わ りに もち い られ る[BADuDu l975:98]ほ か は,韻 文 中 に使 われ

る にす ぎ な い｡

 マ ラ イ語 は名 詞 に た いす る単 数･複 数 の 明示 的 な区 別 を もた な い｡し た が って この

よ うな普 通 名 詞 の 転 用 に よ る人 称 代 名詞 の複数 はs6mua, sekalian｢す べ て｣を つ け

て あ らわ され る｡sahaya s6muaは か な り多 い がpatik semua(203-一 一33), hamba

s6muanya(122-06)は 各1例, patik s6kalianは か な り多 いがsahaya s6kalian

(183･一一31),hamba sさkalian(173十 〇3)は 各1例 の み, sるmuaとs6kalianと は｢す

べ て｣と｢全 部｣く らい の違 い は あ るが,sahaya s6muaとpatik s6kalianが 多 い

の は著 者 の 筆 癖 と い うべ き か｡た だ しbetaに つ いた 例 は ま った くな い｡ betaと
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sahaya, hambaと の使 用 上 の 大 きな違 いで あ る｡

 親 族 名称 を もち い る一人 称 の方 法 につ い て は後 述 す る｡

(ii}二 人 称

 二 人 称 と して もっ と も頻 繁 に もち い られ た 丁 寧形 はtuanで あ る｡か つ てHumbol-

dtは これ を サ ンス ク リッ トtvam｢な ん じ｣の 借 用 語 とみ た が[1836:33],こ れ を

は誤 りで あ ってDempwolffの 考 え た よ うに 原 オ ー ス トロ ネ シ ア語 形 と して*tuwan

立 て る のが た だ しい(マ ライ語tuhan｢神｣;ジ ャ ワ語tuwan｢(非 ジ ャ ワ人 男 性 へ

の敬 称)｣;フ ィ ジ語tua｢(子 供 か ら)お じい さ ん｣;サ モ ア語a-tua｢神｣も 同語 源)｡

Dempwolffは｢主｣(Herr)と い う も との意 味 を あた え る よ うにtuanは 敬 うべ き対

象 に もち い られ た が,そ れ は現代 語 の よ う にか な らず し も男 性 と は き ま って い なか っ

た｡

  Maka b6ndahara s6ri Maharaja b6rtanya pada ist6rinya, katanya=Tuan,

  tuan, destar y.ang mana patut d6ngan kain baj u beta ini?｢宰 相s6ri Maha-

  raj aは 妻 に尋 ね て言 った｡君,君,ど の頭 巾 が この 私 の 着物 と合 うだ ろ うか｣

                                    (227-29)

 このtuanは 男 性 専用 に な る につ れ, tuan put6ri｢王 女｣(put6riは サ ンス ク リ

ッ トputri-｢女 児｣か ら)の よ う な言 い まわ しが あ らわ れ るが[WINsTEDT l927:

109],編 年 史 には そ の よ う な例 は まだ 見 られ な い｡ま た,王 が 相手 に む か ってtuan

とい う こ とは な いが,

  adat raj a Pahang m6manggil orang kaya-kaya M61aka"tuan".｢パ ハ ン王

  は マ ラ ッカの 富 豪 をtuanと 呼 ん だ｣  .           (199-26)

 とい うよ うな特 別 な 場 合 もあ った｡

 tuanはhamba,-kuと と もにtuanhamba, tuankuと い う形 で もよ くあ らわ れ る｡

my Lordと にた と ころが あ るが, tuankuは よ り高 位 の ひ と に,そ れ に は ん しtuan

hambaは 同 位 の ま た は 目下 の ひ とに もち い られ て い る｡ hambaの ほ うに謙 遜 の意

が あ るの だ か ら この 現 象 は変 だ[PoEDJAwIJATNA/ZoETMuLDER l964:113]と い

うの も も っと もで あ る｡編 年 史 に記 され て い る高 官 の序 列 は,宰 相(bendahara),法

相(kadi),蔵 相(P6nghulu, P6nghulu bendahari),内 相(t6m6nggung),総 司令 官

(laksamana)(W.[149]で はb6ndahara, P6nghulu, t6m6nggung, kadi, laksamana)

の よ うに な るが(203-10),そ の間 で のtuanku, tuanhambaの 使 い わ けは つ ぎ の よ

う にな る｡

  Maka s6mbah bindahara Paduka Raja dan s6gala m6ntEri:Ya tuanku, ja一
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  ngan apa dipErbinasa hati kami s6kalian d6ngan titah yang d6mikian i tu.

  ｢(陛 下 に)宰 相 とす べて の大 臣 が 言 上 した｡陛 下,そ の よ う なお 言 葉 で私 た ち皆

  の 心 を打 ち くだ か な いで下 さ い｣                (185-25)

  Maka kata b6ndahara :Tiada hamba tunjukkan, kalau tuanhamba ambi1.

  Maka kata Iaksamana:Jikalau tiada datak anug6rahkan, gilakah sahaya

  m6ngambil diaP｢宰 相 い わ く, (それ を)私 は 見せ た くな い,多 分,あ な た が

  取 ろ う とす るか ら｡総 司 令 官 い わ く,閣 下 が 下 さ らな い の な ら,私 が それ を 頂 い

  て ゆ き ます が,気 がふ れ た とお思 い で し ょ うか｣         (207-13)

  s6mbah laksamana k6pada b6ndahara:Sungguhlah tuanku sるdia asa1 orang
                         たいじん

  b6sar-b6sar,｢総 司令 官 が 宰 相 に い わ く,あ なた こそ 大 人 の な か で真 にで き た お

  方｣                              (183-30)

 tuanku, tuanhambaは お ろかtuanで さえ現 代 語 で は話 し ことば,書 き こと ば に

お いて あ ま り 使 われ な くな って き て い る[PoEDJAwlJATNA/ZoETMuLDER l964:

113]｡そ の か わ りに な る のが 同 位 のsaudara, awak,よ り尊 敬 を あ ら わ す た め の

bapak, Encikで あ る｡編 年 史 に はtuanの さ ら に最高 位 に た いす る も ちい か た が あ

った｡Yang Dip6rtuanは 直 訳 す る と｢tuanと して尊 敬 さ れて い る人｣と い う こ と

で あ るが,王 にた いす る以 外 は もち い られ な い｡

  Baiklah, tuanku;kar6na patik s6kalian ini hamba k6 bawah duli Yang 1)iper-

  tuan. Apabila Yang l)ipertuαn anug6rahkan kEpada anakda paduka anak-

  dalah patik sEmbah;｢よ く分 か りま した,王 さ ま,私 た ち は皆,王 さまの もと

  に あ って お慕 い して お ります｡王 さ まが(先 王 で あ った)王 子 の 息子 た ち(私 た

  ち)に 慈悲 を賜 わ り ます な らば,私 た ち は(王 さ ま を)礼 賛 し奉 ります｣

                                 (304-･21)

 duliは サ ンス ク リッ トdhUli-｢塵｣に 由来 し,マ ライ 語 で は独 特 の 意 味 の変 化 を

と げ た｡ ｢塵｣は こと に｢王 の足 の裏 の塵｣を 意 味 す る よ う に な り,.さ らに 庶民 と

王 との あ いだ はあ ま りに へ だ た って いて 庶 民 は 王 の 足 につ い た 塵 を いた だ け るの み

[ABDu肌AH 1952:313]で あ るか ら,つ いlc duliの み に｢王｣の 意 味 が発 生 す る｡

duliは 多 義 とな る｡｢塵｣の 意 味 で は,

  16bu{duli i tu pun hilanglah,｢塵 や ほ こ りも消 え た｣       (015-01)

 が あ るが,duliが 単 独 で｢王｣の 意味 に な るの は,

  barang siapa m61alui dia salah kEbawah dugi,｢そ れ(禁)を 破 る もの はだ れ

  で も王 の も とで有 罪 と な る｣｡                 (084-14)
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 しか し,二 人 称 の用 法 と して は,duli Yang DipErtuanの ほか, duli tuankuも 多

くも ち い られ て い る｡ま た,称 号 と して はdecti raj a, duti baginda,ぬ1ゴsultanの よ

うに｢王,陛 下,イ ス ラム侯 主｣な ど に つ けて,い わ ば｢常 套 的 形 容 語｣(CQnventionaI

epithet)と して もち い られ た｡

 duliと にて は い るが,形 容 語 と して の性 格 が い っそ う強 い こと ば にpadukaが あ

る｡こ れ もサ ン ス ク リッ トのpaduka-｢く つ｣が そ の 源 で あ る｡こ の こ とば もdhUli･

とお な じよ うな過 程 をへ て,古 ジ ャワ語 で す で に｢王｣(Zij ne Majesteit)を 意 味 す

る よ うに な って い るが,編 年 史 で はpaduka tuanの よ うに修 飾 語 と して もち い られ

て い る｡padukaは 敬 称 と して｢王 の｣(royal)を 意 味 す る｡ duliと も共 存 して(duli)

paduka ayahanda,(duli)paduka kakanda,(duli>paduka adindaの よ うに,親

族 名称ayah｢父,お じ｣, kakak｢兄,姉｣, adik｢弟,妹｣に･ndaの つ い た敬 体 形

と と もにあ らわ れ る｡

  Paduka anakda 6mpunya s6mbah datang k6 bawah duli paduka ayahanda.

  ｢陛 下 の 息 子(ブ ル ナ イ王)が 陛 下 な る父 上 の足 下 に 敬 意 を 送 り奉 る｣(Your

  Highness, son sends obeisance to his royal father.[BRowN 1970:82])

                                 (143-14)

 こ の例 は書 簡 中 に あ ってanakと い う親 族 名 称 が 自 称詞 と して 使 わ れ て い る｡ duli

paduka tuanと い う言 い か た も可 能 で あ るが,編 年 史 に は1例 もな い｡

 現 在,イ ン ドネ シア語 の 男 性 へ の敬 称tuan, bapakに 対 応 す るの は マ ライ シ ア語

の6ncik(短 縮 形cik)で あ る が,イ ン ドネ シア の ス マ トラ東 部(ミ ナ ンカバ ウ語)

で は この6ncikと 対 応 す る形inyie?が 女 性 へ の 敬 称 と して もちい られ る｡編 年 史 に

は6ncikが わ ず か6回 あ らわ れ るが,家 柄 のあ る男 性 に た い し親 密 的 に 呼 びか け て い

る例 が2例 あ る｡あ と4例 は 称 号 と して の 用法｡

  Maka kata s6ri璃a Di均a:Sabar dahulu, encik, b61um k6tikanya｡｢(総 司

  令 官)s6ri Bij a Dirajaは 言 っtc｡ち ょ っと待 って,墨(lny friend[BRowN

  I970:113]),ま だ そ の時 で は な い｣              (192-34)
                

  Encik(Encik lsak[W:146]), marilah kita mさngamuk,｢(Isak)殿,さ あ 攻 撃

  開始｣

 さ き に も触 れ たdatuk(短 縮 形tuk)は｢家 長,祖 父｣を 意 味 した が, datukは

6ncikよ り も尊 敬 の度 合 が 高 く,王 の 側 臣 た ち に もち い られ て い る｡ tuanと 異 な り

Encik, datukに はhamba,･kuを つ け た用例 が な い｡ tuanに そ れ が可 能 なの は 遠

い間 柄 を 密接 にす るた め に と られ た,感 情 的,感 傷 的 な｢装 飾 的 形 容 語｣(epitheta
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ornantia)の 挿 入[イ ェ ス ペ ル セ ン 1958:128]と み な す ご･と も で き よ う｡

  Maka kata.sさgala anak buahnya s6ri Nara Diraj a:Bagaimana maka datuk

  h6ndak bEristさri muda, kar6na datuk sudah tua,｢(宰 相)s6ri Nara Diraja
                       ひと

  の従 者 た ち は言 った｡閣 下 が そ ん な に若 い女 を 婆 られ る とは これ い か に,閣 下 は

  も うお年 を召 して い られ る と い うの に｣            (105-･11)

  maka kata bるnda}1ara:Hai budak-budak, maukah mEmandang 6mas?

  Maka sahut anak buahnya:Mau, datuk･｢宰 相 い わ く,君 た ち(you boy
               きん

  [BROWN l970=154])金 を見 た い か ね?従 者 た ち答 えて,も ち ろん で す,閣 下｣

                                      (279-26)

 二 人 称 にた い す る呼 称 と して,上 の 例文 中 に人 称 名詞budakが 出 て い る｡ budak

は｢小 姓,下 僕｣で あ る｡そ の ほか,人 称 名詞 と してabang｢兄 貴,先 輩｣, awang

｢若 造｣,inang｢侍 女｣が あ るが,二 人 称 へ の 呼 び か け と して もち い られて い る例 は

abang, awangで あ る｡

  Abang, abang, undurlah abang k6 tさngah;｢兄 さん,も うち ょ っと真 中 へ行 っ

  て よ｣            ,             (216-16)

  Maka kata bEndahara pada s60rang cucunya: Aωan8, awang, rnaukah ma-

  kan s6pah?｢宰 相 が 孫 にい わ く,墨,璽,キ ンマ を 噛 むか ね?｣  (288--14)

 現 代 の マ ライ シ ア語 で もち い られ る対等 あ る い は 目下 へ の二 人 称 代 名 詞awak(｢身

体｣の 意味 もあ る｡こ の 方 が原 意 であ る),mika(ペ ラ ク方 言), diri(一 人 称 に もな

る｡｢自 身｣が 原 意)の よ うな例 は編 年 史 に ま っ た く見 られ な い｡ま た,現 代 イ ン ド

ネ シア語 で 対等 あ る い は 目下 へ の呼 称 と して もち い られ る 入 称 名 詞saudaraは ま だ

 ｢兄 弟 姉 妹｣の 意 味 しか な い｡

  maka titah baginda_:B6rk6nanlah kita akan kehさndak saudara kita itu,

  t6tapi j angan saudara kita bErsusah-susah m6nyuruhkan ananda baginda itu

  kさ mari;｢陛 下 仰 せ られ る に,わ が 兄 弟(シ ンガ ポ ー ル王)の 申 し出で も も っと

   もだ｡し か し王 の 王 子殿 が わ ざわ ざ こち らにお 出で くだ さ る め は恐 縮だ｣

                                      (042-05)

  こ このsaudaraの もち い か た は,か な らず し も｢同 腹 の｣兄 弟 で は な く｢同 士｣

と読 ん で も よい か も しれ な い｡な お,こ このkitaは｢威 厳 の .nous｣｡そ れ はつ ぎ の

例 で も っと は っ き りす る｡

   Maka baginda bErsabda pula k6pada sayYidi Ali Ghiyathu'd-Din_:Hai

   saudaraku, baik-baik kamu kさdua ini m6m61iharakan anakku k6dua itu;｢陛
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  下 は(官 吏 の)sayyidi Aliら に こ う話 され た｡わ が 昼土 よ,君 た ち二 人 で 私 の

  二 人 の子 の面 倒 を 十 分 に 見 て お くれ｣              (064-09)

 この よ うなsaudaraの 用 法 が,や が て,現 代 イ ン ドネ シア語 の 二人 称 代 名詞 的 用

法 へ と発 展 して ゆ く の で あ る｡現 代 語 で はsaudaraを 男 性 専 用 に,女 性 に た い し

て はsa-udariが も ちい られ る｡語 末 母 音 の 対立 に よ る 区 別 は,サ ン ス ク リッ トの

sodara-;sodain'一 の区 別 に根 ざす が,こ の よ うな復 古主 義 は最 近 の 傾 向 に も とつ く も

ので あ って,編 年 史 に はsaudariと い う形 はま った く使 われ て い な い｡

㈹ 親 族 名 称

 親 族 名 称 は,原 則 的 に三 人 称 の代 名詞 と して も機 能 す る こと がで き る｡編 年 史 に あ

らわれ る親 族 名 称 は 表3の よ うに な る｡あ らわ しか た は,た て にegoを 中 心 と した

世代,よ こ に直 系 度(linea1;co-linea1;ablineal),点 線 の左 は男 性,右 は女 性,点 線

の上 は同 世 代 の 年 上,下 は年 下 を しめ す もの とす る｡ ()は 現 代 語 に は あ るが編 年

史 に は 出て こな い もの｡[]は 合 成 形 で あ る｡moyangとnenekと は合 成 語 に な る

とnenek moyangで｢祖 先｣を 意 味 す る｡ kakekに 対 応 す る女 性 形 は な い｡性 の 区

別 が 必要 な場 合 に は,laki･laki｢男(の)｣, P6r6mpuan｢女(の)｣を そ えた 合 成 形 に

よ る｡｢孫｣は 四 代 目ま で一 次 形 を もつ が,onengは 重 複 形 で あ り単 純 形 は無 意 味 と

表 3

Lineal } Co-1ineal } Ablineal

moyang 左に同じ 左に同じ

 nenek 
(kakek)  i

左に同じ 左に同じ

ayah ibu
bapak  6mak

paman (bibi)
左に同じ

kakak
ego

adik
pupu

anak [anak saudara] 
 (k6manakan)

 dua pupu

 cucu

 CICI  t

anak pupu

piut

meng-oneng
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な る｡bapakはayahを カバ ーす る こ とが で き るがayahの ほ う が尊 敬 の度 合 が 強 い｡

  maka raja Jaknaka b6rtanya pada bundanya:siapa baψaku?｢Jaknaka王 は

  母 に 尋 ね た｡私 の 父 は誰 です か｣               (176-11)

 6makは 短縮 形makと な り編 年 史 に は合 成 形 と して の5例 が あ る の み｡

  Maka pada suatu hari S6m6rluki masuk mるnghadap伽nya, maka ia t6r-

  pandang pada mak bungsunya,_:Bagaimana 6ngkau h6ndak akan put6ri

  bungsu itu karさna ia mak saudaramu,1agi nzak tirimu,｢あ る 日S6m5rluki

  は彼 の 母 に面 会 に行 った｡と ころで 彼 は一 番 末 の お ば に一瞥 され た｡… 一 体 お ま

  え は(私 の)一 番 下 の 妻 が気 に入 った り して,彼 女 はお まえ の兄 弟 の母(=お ば)

  で あ り,お ま え の義 理 の母 で は な いか｣           (165-15～2ユ)

 ほか にmak bungsu, mak saudaramuが1例 つ つ あ る｡こ の 例 か らわ か る よ う に,

makの 概 念 はegoを 中心 と して絶 対 的 に き ま って いて,そ れ はそ の あ とに ど の よ う

な修 飾 語 が こ よ う と も変 わ らな い とい う ことで あ る｡し た が って,makが｢お ば｣で

あ る の は もち ろん, ｢母｣と 読 まな けれ ば な らな い場 合 も起 こる｡そ の よ うな区 別 の

必 要 な言 語 のほ うが む しろ 多 い で あ ろ う｡い っぽ う,ibuが｢母｣の 意 味 で もち い ら

れ て い る の は さ きの1例 の みで,そ の ほ か に は｢(蹴 鞠 の)主 将｣(196-11), ｢(動 物

の)め す｣(214-21)(289-10)が あ る｡･ibuは も っぱ ら尊敬･謙 譲 の 前 接辞 一ndaを

と もな ってbunda(17例), bundanya(9例)と して あ らわれ て い る｡

  B6tapa 96rangan halnya ayah bunda hamba itu, tidak hamba tahu･｢私 の父

  母 が 一体 ど うな った か,私 に は分 か らな か った｣         (121-09)

 現 代 語 で はibuはmakよ りい っそ う敬 意 を こ めて 既婚 の女 性 を 指 す こ とが で き

るが,編 年史 の例 はす べ て｢母｣を 意味 す る もの ば か り｡こ れ は偶然 で あ ろ う｡

 paman, bibiは ジ ャワ語 に 由来 し 日本 語 の｢叔 父｣｢叔 母｣に ち ょ うど相 当す るが,

編 年 史 のpamanは ジ ャ ワ島 を 舞 台 に年 上 の男 性 を 二 人称 と して 親 密 的 に もち い られ

て い る例 で あ る｡現 代 語 で はpamanと 同 義 でbapak k6cil｢小 さ いbapak｣･そOl

短 縮 形pakcikも も ちい られ るが,編 年 史 に は 無 論 ま だ そ の例 は見 られ ない｡

 saudaraは サ ンス ク リッ ト借 用 語 で あ る が, saudaraの みで 総 称 と して｢兄 弟 姉 妹｣

を あ らわ し,ま た 合成 語 の一 部 と して も ちい られ る｡anak saudara｢お い,め い｣.

は,現 在,ミ ナ ンカ バ ウ語(kamanakan)由 来 のk6manakanと と もに もち い られ る｡

｢第 一 い と こ｣もsaudara s6pupuの よ うに な る｡ anakは 長 子 がsulung｢初 産｣,末

子 がbungsu｢末 生｣を つ けて,あ るい はsulung, bungsuの み に よ って,特 に 区 別

され る｡編 年 史 で はsulungが10例, bungsuが20例 あ る｡編 年史 に例 は ない が 現 代
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語 で は,anakの い る夫 婦 同 士 が,夫 は妻 をibu,妻 は夫 をbapakと,指 称 に も呼 称

に も もち い る こ とが で き る｡同 様 の 例 は 日本 語 に も見 られ るが,こ れ は親族 名称 の子

供 中心 的 な(chiid-centered)使 いか た[IFIscHER 1964:123]に あ た る｡た だ し,

自分 の 子供 の 年 上 の ほ うをkakakな ど とい うこ と はで きな い｡ (ジ ャ ワ人 の貴 族 の

妻 は 夫 をmas, kangmas｢兄｣,夫 は妻 をdik, j6ng｢妹｣と 呼 び あ う｡)

 な お,表3に は出 て い な い がlaki｢夫｣, suami｢夫｣, ist6ri｢妻｣(サ ン ス ク リッ

トsvamin-, stri一か ら), bini｢妻｣(ist6riよ り くだ け て い る), inang｢乳 母｣が 編

年 史 に も出 て お り,ipar｢義 兄 弟,義 姉 妹,配 偶 者 の 兄 弟姉 妹｣は 出現 な し｡

 また,現 代 語 に はanakの 丁 寧 形putEra｢男 児｣, put6ri｢女 児｣(サ ンス ク リ ッ ト

putra･｢息 子｣, putri-｢娘｣か ら)が あ り,他 人 の子 供 を 指 すた め に は無 論 の こ と,

自分 の 子 供 の こ とを 他人 に た い して述 べ る場 合 に も もち い られ る｡た だ し,呼 称 と し

て も ちい られ る こ と はな い｡こ の場 合 も,anakへ の丁 寧 な 言 及 が要 求 され る シチ ュ

エ ー シ ョンに お いて は,絶 対 的 に その 位 置 づ け が な さ れ る と い う こ とで あ る｡編 年 史

のputさra(15回), putra(1回), put6ri(112回), putri(2回)に つ い てみ る と,

呼 び か け あ る い は 自分 の子 供 に た いす る言 及 の 例 は な い｡

4.親 族名称 の一･二 人 称的 用法

 人 称 名 詞 と して の 親 族 語 彙 は一･二 人称 の か わ りに もな り う る｡Fischerは 対 称

詞(話 し相 手 に言 及 した り,話 し相 手 の注 意 を 喚起 す るた め に も ちい られ る こと ば)

に は,呼 び か け的(vocative)用 法 と代 名詞 的(pronominal)コ ンテ キ ス トに あ らわ

れ る用 法 とが あ る こ とを注 意 して い るが,呼 び か け 的 と代 名 詞 的 と は,言 語 に よ って

対 称 詞 が か な らず しも共 用 で き る とはか ぎ らな い｡マ ラ イ語 で は呼 び か け る場 合 に人

名,転 用 され た人 称 代 名 詞 に う った え る ことが 一 般 的 で あ る｡

 編 年 史 に は親 族 語彙 につ く 一ndaと い う前 接辞 が あ り,そ れ は尊 敬 の み な らず 謙 譲

を あ らわ す こ と もあ った｡nenek(4回)はnenda(5回), ayah(9回)はayah-

anda(44回), ibu(5回,た だ し転 用 をふ くむ)はbunda(17回), mak(さmak)

(5回)はmanda(23回), kakak(4回)はkakanda(20回), adik(5回)は

adinda(32回), anak(461回)はanakda(70回)ま た はananda(33回), cucu

(75回)はcunda(8回)ま た はcucunda(2回)の よ うに な る｡な お, moyang(2

回),bapak(28回), pupu(1回), cicit(7回), piut(8回)に は 一ndaの つ い た

形 は あ らわ れ な い｡語 源 的 に は称 号 のbaginda｢陛 下｣(838回),職 名 のbiduanda

(5回)もbhagi･｢所 有 者,幸 運 な 人｣, vidvan･｢知 識 あ る,熟 練 した｣と い うサ ン
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ク リス ッ トの借 用 語 幹 に･ndaを つ けて 派生 さ れ た語 で あ る と考 え られ る｡た だ し,

Gondaはbaginda, biduandaを あ げ て い な い[GoNDA l973]｡

ω 対 称 詞

 対 称 詞 の呼 びか け的 用法 と して親 族 名 称 を そ の ま ま使 うこ と は,現 代 日本 語 で は あ

ま りお こな わ れ な い,シ ェ イ クス ピア 『ヘ ン リー 四世 』 の,

  Hotspur･Cousin, I think thou art enamoured on his follies:｢ホ ッ7xo･一一 ｣た

  一 ノ ン君,ど うや ら君 は,あ の馬 鹿 者 にす っか り惚 れ 込 ん だ ら しいが｣(第 五 幕

  第 二 場,中 野好 夫 訳)

 も,翻 訳 で は人 名 に置 きか え るな ど 日本 語 の 事 情 を よ くあ らわ して い る｡し か し,

編 年 史 に はつ ぎ の よ うな例 が あ る｡

  Hai, anak･cucuku, j angan kamu tukarkan agama dengan dunia.｢鳴 呼,わ

  が孫 た ち よ,お 前 た ち信 仰 と現世 とを取 り替 え て はい か ん ぞ｣   (208-02)

  Hai, anakku, j angan berbanyak tamak akan segala harta orang,｢鳴 呼,わ

  が 子 よ,他 人 の 財 産 に望 み を託 す な か れ｣            (064-02)

  Hai, bapaku, bahwa aku kEdatangan suatu p6kerjaan yang amat musykil;

  ｢鳴 呼,わ が 友 よ,た い へ ん面 倒 な こ とが起 こ って しま った｣   (069-24)

 このbapa(k)は 王 か ら宰 相(mangkubumi)に む か って発 せ られ た虚 構…的(fictive)

な もの で,血 縁 関 係 に も とつ くもので はな い｡

  Nenek baik-baik m6makai ikat pinggang datuk Paduka Raja ini;jangan

  nenek bawa lari.｢お 祖 父 さ ま,こ の 大王 さ ま の腰 帯 を 使 わ れ た 方が い いの で は｡

  お 祖 父 さま が拉 致 され な い た め に｣        .      (299-09)

 呼 びか けの例 はか な らず しも多 くな いが,そ れで も 一ku｢私 の｣を つ けて あ らわ す

こ とが あ る｡し か し 一nda形 が 呼 び か け と して も ちい られ る例 は見 あ た らな い｡マ ラ

イ人 は 代 名 詞 に よ って 呼 び か け る こ とを 不 作 法 と考 え て い るが[WINSTEDT 1927:

107],親 族 名 称 に つ いて も同 様 で あ った と いえ る よ うだ｡

 代 名詞 的 用法 の例,

  K6tahuilah oleh a]ahanda, bahwa hamba ini t61ah dua bulan1毎h s6karang

  tiada haid.｢父 上 お分 か り下 さい,私 は もうふ た月,月 の ものが あ りませ ん｣

                                  (009-23)

  Akan anak beta s6kaliannya budak-budak b61aka, pErtama k6pada Allah

  subhanahu wataala beta s6rahkan, kEmudian k6pada adiklah.｢私 の子 供 は
                                  きん

  皆まだ若いので,ま ず最高にして称讃さるべき神に,つ ぎに君(弟)に(金 を)ゆ
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  だ ね よ う｣                         .(153-30)

  Paduka kakanda empunya sさmbah datang k6pada paduka adinda;jikalau ada

  kilaf b6bal paduka kakanda, m61ainkan ampun paduka副 η4αbanyak-banyak

  akan paduka kakanda･｢旦(私)か らの 敬 意 を こめ て塑(閣 下)へ,も し旦 に

  愚か な誤 謬 が あ る とせ ば,弟 よ,多 大 の寛 恕 を 兄 に示 した ま え｣  (202-06)

 この最 後 の例 は書 簡 中 に あ る もの で, ｢兄｣ ｢弟｣間 に血縁 関係 は存 在 せ ず,虚 構

的 に も ちい られ て い る｡兄 は シア ック国 王Ibrahim,弟 はマ ラ ッカ 国王Alau'd-Din

王｡ま た｢兄｣は 自称 詞 と して も ち い られ た例 で あ る｡

(ii)自 称 詞

 自称 詞 と して 一ndaは,さ き の例 の よ うに 自称 に もも ちい る ことが で き る｡し たが

って,-ndaを 尊 敬(rcspect)と か 情愛(affection)を あ らわす 前 接 辞 と定 義 し,対 称

にた い して のみ もちい られ る よ うに い う[MAcDoNALD/DARDJowIDJoJo l967:

69]の は片 手 落 ちで あ る｡-ndaに は尊 敬 の ほか 謙 譲 の 働 き もあ る｡統 合 して い え ば

｢丁 寧｣と い う こ と にな る｡日 本 語 の接 頭辞｢お｣に もそ の よ うな機 能 が あ る｡日 本 語

で は親族 名称 が,egOと 中心 と した 上 の世 代 に は対 称 詞 と して,下 の 世 代 に は 自称 詞

と して もち い られ る[鈴 木 1973:149-151]｡父 は子 に た い して 自分 の こ とを｢(お)

父 さん｣,兄 は弟 に た い して｢兄 さ ん｣と い う こ とがで き る｡し か しマ ライ語 で は,

  Kakanda yang kucintai!Bahwa d6ngan surat ini tiadalah suatu yang adi.

  nda kirimkan, hanya sさkadar salam dan doa...｢愛 す る兄 上 さ ま,こ の手 紙 で

  私(弟)が 何 か 特 別 の こと を言 お う と して い るの で はあ りませ ん,た だ ご挨 拶 だ

  けのつ も りで …｣[pQEDJAwlJATNA/ZoETMuLDER 1964:111]

  Syahdan surat anakda ini sifat anakda s6ndiri m6mpErmaklumkan bahwa-

  sanya b6rkat ayahanda bunda k6dua alhamdulillah, adalah anakda sehat.

  sehat saja･｢お ま え(壬)の この手 紙 に は,父 母 の おか げで お ま え(壬)が ず っと

  健 康 で い られ る ことが十 分 に記 され て あ った｣(PoEDJAwIJATNA/ZoETMuLDER

  1964: ll1)

 の よ うに 日本 語 の原 則 とは異 な って,対 象 に よ って 限 定 的 に使 い わ け られ るの で は

な くそ の選 択 は 自 由で あ り,ま た,-ndaは い か な る場 合 に もつ け る こ とが で き る の

で あ る｡

 sahaya(saya)に 一ndaの つ い たゴ 現 代語 で は古 語 とな って しま ったsendaの 例 が

編 年 史 に は2回 あ る｡

  Ananda yang duduk di atas i tulah oleh senda pohonkan akan paduka ananda
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  五tu.｢上 座 に坐 って い られ る御 息女 を わ が王 の御 養 子 と して わ た く しが 頂 いて 参

  り ます｣                           (062･-10)

  Tuanku, tanah s6dikit ini senda pohonkan;｢閣 下,こ の 少 しの 土地 を わ た く し

  は頂 きた いの です｣                      (158-17)

 sendaは この2例 か ら もわ か る とお り謙 遜 語 で あ る｡

 な お3.(ii)(143-14)のanakdaの ほか の 自称 詞 と して の例,

  Salam doa paduka顧 η伽, datang k6pada kakanda･｢墓 か ら兄上 へ ご挨 拶 申

  します｣                           (199-15)

 adindaに 当 た るの は マ ラ ッカ国 王Alau'd-Din, kakandaに あ た るの は･xoハ ン国

王Muhammadで 異母 兄 弟 にな る｡こ の よ う に編年 史 の例 で は書 簡 形 式 が 多 い 廿 れ

ど も,現 代 語 で は,目 上 の年 長 者 か ら 目下 の年 少 者 に た いす る親 密 な 自称 詞 と して

bapak(男 性 か ら), ibu(女 性 か ら)は しば しば耳 にす る親 族 名称 で あ る｡し か し編

年 史 で はそ の よ うな例 を 見 出せ な い｡や は り口 語的 で あ るた め で あ ろ う｡ま た,現 代

の マ ラ イ語 で は恋 人 ど う しが男 性 はabang(3.(ii)参 照),女 性 はadikで 自 称 す る

こ とが あ る[WINsTEDT l927:111]｡こ れ も編 年 史 に は例 が ない｡

5.称 号･人 名･人 称詞 の用法

 マ ラ イ人 の 伝 統 的 習慣 で は,指 称,呼 称 に代 名 詞 を つか うよ り人 名,称 号,人 称 詞

を後 接 辞(proclitic)と した 人 称 名 詞(personal nouns)を もち い るほ うが一 般 的 通 常

的 で あ った[MAcDoNALD/DARDJowIDJoJo l967:120-126]｡そ の ほ うが む しろ

丁 寧 な(polite)呼 称 とな るが,逆 に,人 名,称 号 など が 自称 詞 と して も ちい られれ ば,

子 供 じみ るか 独 断 的 な(assertive)用 法 とな る[WINsTEDT 1927=111]｡

(i)称  号

 称 号 は3･(ii)に か か げ たb6ndahara(568回)(一 サ ンス ク リッ トbhapdagara･

｢宝 庫｣),kadi(32回)(一 ア ラ ビア語qadi｢裁 判 官｣), P6nghulu(48回), t6m6ng-

gung(44回), laksamana(199回)(一 サ.1ak§mapa｡｢ツ ル,ラ ー マ の異 母 弟 の 名｣)

の ほか,maharaj a｢大 王｣(188回), raj a｢王｣(1445回)(一 サ. raj a), raja muda

｢皇子｣,putera(15回)～putra(1回)｢皇 子｣(一 サ. putra-｢男 児｣), putさri(112

回)～putri(2回)｢王 女｣(一 サ. putri-｢女 児｣), m6gat(21回)｢母 方 が王 家,父 方 が

平 民 の 間 の 子｣(¢ サ.magadha-｢国 名｣), sultan｢回 教 王｣(708回)(一 ア. sultan),

baginda｢陛 下｣(838回)(一 サ. bhagi-｢所 有者｣), b6tara｢神,支 配 者｣(92回)

(一 サ.bhattara-｢至 尊｣,マ ライ･ジ ャ ワで この ことば は ヒ ン ド ゥー教 の神 々,マ
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ジ ャパ ヒ ッ ト国 王 に た い して も ちい られ た[GoNDA 1973:97,218]｡用 例 中 の66例

ま でb6tara Maj apahitと い う表 現 で で て くる), adipati｢摂 政,太 守｣(1回)(一 サ･

adhipati-｢主,王｣,マ ラ ッカ王 の 代 理 に あた え られ た 最 高 位 の 称 号[WILKINsoN

1943]),patih｢宰 相｣(72回)(一 ジ ャワ語一 サ. pati-｢主,支 配 者｣, pati･がpatih

と語 末 に 一hを お び る に いた った の は ジ ャワ語patih｢統 べ る｣と の混 濡(blend)で

あ る[GoNDA 1973:417]), mangkubumi｢宰 相｣(7国)(さ きほ ど のbさndahara

が 一 般 的呼 び 名で あ るの に た い し,こ れ は地 域 的(local)名 称 で あ って[WILKINsoN

l943],

  maka bendaharalah m5ngarang surat itu,_Siapa m6ngarang surat ini?

  ･Maka sEmbah tun T61anai:Mangkubumi raja Malaka, tuanku.｢宰 相 が手 紙

  を 認 め られ た｡… どな た が この手 紙 を 書 か れ た のか｡T61anai殿 は奏 上 して,マ

  ラ ッカ王 の宰 相 で ご ざ い ます よ,閣 下｣         (116-25～117-15)

 の よ うな使 いわ けが あ る),panglima(2回)～pEnglima(5回)｢司 令 官｣(編 年

史 に はpanglima gajah｢象 指 揮 官｣, panglima bandar｢地 区 司令 官｣の 例 の み が

あ る),syahbandar｢港 湾 長｣(2回), hulubalang｢軍 長,将 軍j(132回), m6nteri

｢大 臣｣(111回)(一 サ.mantri), nakoda｢艦 長,船 長｣(21回)(一 ペ ル シア語na-

khuda),ジ ャワ語 と してradin｢王｣(41回), pangeran(2回)～P6ngeran(1回)

｢貴 族｣が あ る｡称 号 の例 はか な り多 い ので,引 用 は ふ たつ みつ に と どめ る｡

 代 名詞 的 用 法,

  RψM6nd61iar hEndaklah tuan hamba b6rkata b6nar, b6rapa ada舳as
              きん

  tuanhamba.｢王 さま の金 が い くらあ るのか 本 当の こ とをM6nd61iar王,お 漏

  ら し下 さ らん こ とを｣                    (279-16)

 これ は宰 相 の ことば｡

  Maka titah sultan Mansur Syah:H6ndaklah舵 η4αん粥Paduka Raja ka-

  rang surat kita k6 bEnua Siam.｢Mansur Syah王 は仰せ られ て いわ く,シ ャ ム

  国 へ 送 る手 紙 は宰 相(君)が 書 いて も らいた い｣(We desire that you compose

  our letter to Siam,[BRowN 1970:60])            (116-15)

 呼 びか け的 用法,

  Patih Adam, d6ngarlah kata anak hamba itu, ia h6ndak bるrlakikan patih

  Adam.｢(宰 相)Adamさ ん,私 の子 供 の言 って い る こ とを お 聞 き な さい, Adam

  さ ん を夫 に し よ う と して い るの で す｣             (231-13)

  Maka kata s6ri Nara Diraja:Hai,祝 α伽 ψDewa Sura, bagaimanatah tiada
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 dEmikian?｢sさri Nara Diraja(マ ラ ッカ国 の 名 士)言 うに,も しも し,(パ ハ ン

 国大 王)Dewa Sura殿,も しそ うな らなか った ら ど うな る ので し ょう｣

                                (113-03)

s6｢i(一 サ.6ri-｢美｣)は 常 套 的 形容 語 と して しば しば 人 名 につ け られ る｡

ω 人  名

 直 接,人 名 の み に よ る二 人 称 と して の 用法 は,目 下 にた いす る場 合 にか ぎ られ る｡

  maka titah baginda:Sabas. Bahwa∫ 〃乞翫7α1)ゼ7ψlah se-bるnar-b6nar hamba

  yang説mpurna.｢陛 下 は仰 せ られ た｡で か した ぞ, seri Nara Dira7'a(な ん じ)

  こそ真 の完 壁 な部 下 と言 え る もの｣              (147-11)

 自称 のた め に も ちい られ る こと もあ る｡

  Maka kata Tun Bayajit:Ada pun akan Ba1njit tumpah darahnya pun di

  Malaka, matinya pun di Malaka juga.｢Bayajit殿 が 言 うに, Ba yaijitはマ ラ

  ッカで 生 まれ た,で 死 ぬ の もま た マ ラ ッカだ｣W.[152]

 この文 はむ け られ た 対 象 が 明確 で な いが 自問 の よ うに もとれ る｡し か し機 能 と して

は謙 譲 とみ る ことが で き る｡

  Maka bさndahara b6rkata pada cucu baginda, tun Pawah namanya:Paωah,

  Paωah, jangan 6ngkau diam di n69邑ri,｢宰 相 は殿下 の御 孫Pawah殿 に言 わ

  れ た｡Paωahよ, Paωahよ,君 は こ こに 住 ん で は い け な い｣    (208-33)

  Maka bさndahara b壱rkqta pula k6pada cicitnya tun Isap namanya:麺 ρ,

  Isap, Engkau jangan mencari pencarianmu di balairung raja･｢宰 相 は曾 孫

  Isap殿 に言 わ れ た｡ IsaPよ, IsaPよ,君 は 王宮 で 暮 らして は い け な い｣   t

                                 (209-02)

 称 号(職 名)は,tuanで は丁 寧 にす ぎ6ngkauで は軽 視 の お そ れ が あ る と き に対

称 詞 と して もち い られ る[武 富 1942:662ユ と もいわ れ るが,い っぽ う人 名 に よ る

用 法 は,当 然 の こと なが ら,直 情 的激 情 的 な場 合 が 多 い｡

㈹ 人 称 詞

 人 称 詞 は人称 名 詞 の前 にお か れ て,敬 称,愛 称,謙 称,既 称 な どの 機 能 を あ らわす｡

人 称 詞 は 原 則 的 に 独立 して は もち い られ な い が,転 用 され た 二 人 称代 名 詞 のtuan,

6ncik, datuk,親 族 名 称 のbapak,6makは 人 称 詞 と もな り うる｡現 代 語 で既 婚 女 子

へ のnyonya,未 婚女 子 へ のnonaは 代 名詞(呼 び か け)と も人 称 詞 と もな る が,編

年史 に は ま った く登場 しな い｡こ れ が ジ ャ ワ語 起 源(nyonyah, nonah)で あ るせ い

もあ ろ う｡編 年 史 にあ らわ れ る人 称 詞 は頻 度 順 に,tun(1115回), hang(299回),

811



国立民族学博物館研究報告  7巻4号

sang(191回), si(94回), dang(8回)と な る｡こ の うち現 在 も もちい られ る の は,

sangとsiに す ぎ な い｡

 tunは14世 紀 ご ろ,ス マ トラ北部 の･xoサ イ王 国 で 王家 の構 成 員 にた い し もちい られ

た 称号 で,そ の後15世 紀 には マ ラ ッカ王 国 で宰 相 の家 系 の もの お よび 貴 族 に つ け ら

れ る称 号 とな った｡現 代 マ ライ シァで 王,王 室 の人 び とに む か って つ か わ れ る 敬 称

t6ngkuはtun-ku｢私 のtun｣に 由来 す るが,こ の 言 い か た は1700年 代 に ジ ョホ ール

王 国 で発 生 した[WILKINsoN l943]｡ t6ngku(tunku)と い う語 例 は,編 年 史 に はま

だ あ らわ れて いな い｡こ の こ と は,編 年 史 が18世 紀 以 前 につ く られ た とい う有 力 な証

拠 とな る｡

  Maka titah b6tara:乃 π 璃aya Sura, mari sini.｢王 は 仰せ られ た｡ Bljaya

  Sura殿,こ ち らへ ど うぞ｣                   (133-35)

 hangは15世 紀 のMansur Syahの ころ,武 勲 の あ った 人 にあ た え られ た 称 号 と

され る｡い ま は固定 した 人 名 に残 る のみ｡た だ し,現 在 の マ ライ シ アの ケ ダ ー,ペ

ナ ン,北 部 ペ ラ クの 各州 で は 二 人 称 代 名 詞 と して6ngkauの か わ りに も ちい られ る

[WINsTEDT l927:107]｡

 sangは,も と神 々 にた い してつ け られ た｡9世 紀 に 古 ジ ャワ語 で 書 か れ た華 厳経 に

あ た る仏 典 は,そ の 題 名 がSang Hyang Kamahayanikan『 聖 な る大 乗(mahayanika)

の 教 え』 と な って い るが,hyangに は｢神｣の 意 味 もあ る｡ sangに は現 在 も尊 敬

(reverence)の 意 味 が残 って い る｡ sang Surya｢太 陽 神｣(一 サ. sUrya-), sang aji

｢王｣(一 古 ジ ャ ワ語haji)(124-09ほ か)の ほ か, sang Sura pahlawan(一 サ･sura-

｢神｣),sang S6tia pahlawan(一 サ. satya-｢誠 実｣)(180-03～04)の よ う に英雄

(pahlawan)の 個 人 名 と して もつ け られて い る｡ま た,王 妃 が 出産 した二 人 の男 児 は

た だ ちに,sang Maniaka, sang Nila U tama(032-16)と 命 名 され た こと もあ る･人

間 以 外 の もの に も,そ れ が 尊 敬,畏 怖 の対 象 とな った とき,sangを つ け る こと が あ る･

現 代 の イ ン ドネ シ ア共 和 国 の 国旗 はsang Merah Putih｢紅 白旗｣と い わ れ る｡た だ

し編 年 史 には人 間 以 外 へ のsangの 例 は見 あた らな い｡現 代 語 のsangの 用 法 は, sang

が非 人 間 にた い し もち い られ る こ とが多 い 時 期 を へ た た めか,人 間 にた い しsangを

もち い る とむ しろ あ ざ け り(ridicule)を 意 味 す る[MAcDoNALD/DARDJowlDJolo

1967:126, Li 1976:67]と い われ る｡イ ン ドネ シアの1966年 の政 治 的 不 安 定 の と

きに は 当時 の ス カル ノ大 統 領 がSang Presidenと い われ 嘲 笑 さ れ た｡ sangは こ とに

非 人 間 につ け られ た場 合,呼 び か け に もち い られ る こ とが多 いが,編 年 史 に は呼 び か

け の例 もな い｡
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 siは オ ー ス トロ ネ シア祖 語 の 人 称 限 定 詞形*t'iを 継 承 す る｡タ ガ ログ語,チ ャモ ロ

語 のsiは,主 格 また は主 題 を あ らわ す 人 称 冠 詞 と して 固 有 名 詞(人 名)に つ いて あ ら

わ れ る｡(siに た いす る斜 格 はniと な る｡)タ ガ ロ グ語SinO｢誰｣, Siyi｢彼,彼 女｣

はsi十*anu｢何｣, si十*iya｢三 人称 単 数 代 名 詞｣に 由来 す る こ とが あ き らか で あ る｡

マ ラ イ語 の疑 問 代 名 詞siapa｢誰｣(si十apa｢何｣),ジ ャ ワ語 のsing｢人 称 関 係 代 名

詞｣(si十ng｢連 結 辞｣)も 同 様｡*t'ida｢三 人 称 複 数 代 名詞｣(タ ガ ロ グ語si1勾 チ ャ

モ ロ語siha;パ ラウ語tir)も,こ この*t'i一 は 人称 限 定 詞 の可 能 性 があ る｡

 人 名 に冠 詞 をつ け るの は,ア イル ラ ン ド人,ス コ ッ トラ ン ド人 の 首 領 の 姓 に0',

Mac'を と もな う こ とで よ く知 られ て い るが,英 語 で も男子 の 名 の前 に｢優 れ た｣と

い う こと を意 味 してtheを つ け る こ とが あ る｡イ タ リアの 画家,文 学 者 が姓 に冠 詞 を

つ け るの を ま ねて フ ラ ンスに もそ の風 が お こ り,ま た南 フ ラ ンスで は農 民 や労 働者 が

一 種 の親 しみ を あ らわ す た め に名(pr6nom)の 前 に冠 詞 をつ け る[山 崎/有 永 1956:

37]｡

 マ ライ語 のsiはsangと 異 な って 尊 敬 の意 味 はな く,指 示(reference)の 働 き が あ

るの み で,si Anu｢某 氏｣(anu｢何｣)(280-31ほ か)の よ うに 中 立 的 に もち い る こ

とが で きる｡そ して 人 名,普 通 名詞 の前 につ け られ た と き は,そ れ が子 供,目 下,親

友,動 物 な ど で あ る こ とを あ らわす｡現 代 語 で は 自称 詞 と して もち い られ る こ とは な

い が,編 年 史 に は 自称 詞 の 例 も見 出 され る｡こ の場 合,siに は既 下 的 意 味 が発 生 す る

た め,現 在 の若 者 はそ れ を使 われ る のを この ま な い[MAcDoNALD/DARDJowIDJoJo

l967:125]と い われ る｡

  Bagaimana datuk ini, bagai pak si b6ndu1, dib6ri raja usungan ditaruh?｢あ

  な た(宰 相)は ま るで 間 が抜 けて ませ ん か,王 が下 さ った御 輿 を,乗 らず に 仕舞i

  い込 んで お くな ん て｣                   (206-019)

 pak si b6ndulと は｢お 馬 鹿 さん｣の こ と｡

  Maka kata tuan Isap:Akan si Isap tiada m6ny6mbah raja-raja yang lain

  m61ainkan sultan Mahmud Syah.｢Isap殿 は言 う｡そ れ が しIsapはMah-

  mud王 以 外 の どの 王 に も礼 拝 しま せ ん｣             (212-27)

  Maka kata s6gala orang itu:Cih, si Ruzu1, kita s6mua dip6rdayakannya.

  ｢人 び と皆 が言 った｡く そ っ,Ruzul(ク リンの男)め,(お まえ は)わ れ われ 皆

  を 騙 しお った｣                      (194-10)

 siは ま た,人 名 以 外 の こ とば につ いて 特 徴 づ け あ る い は注 意 を喚 起 す る(karakteri-

seren of releveren)[GoNDA I943:512]｡
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 Bunga b61adung si air mata.｢花 は 涙@air mata)を 露 とた くわ え て｣

                                (108-13)

  Maka s6mbah p6nghulu d6ngan itu:Si Datang Lama lain, si Datang Ba一
                          くん

  haru lain.｢蔵 相 は言 上 した｡下 僕 の一 人 は｢も う来 た君｣,も う一 人 は｢今 来

  た暑｣と 名付けることにしよう｣               (155-32)

 siの つ い た ことば は,し た が って,緯 名 に な る こ とが 多 い｡

dangはhangの 称 号 を もつ 夫 人 へ の称 号[ZAIN l954:57],宮 中の 高位 の女 性 へ

の 称 号[ISKAM)AR l970]な ど とか な りあ い ま いで あ る｡編 年 史 の なか の例 もす くな

いが,Bij a Wangsaが パ サ イ国王 へ の 手 み や げ と して も って い った の は･金 粉7テ ー

ル の ほか 二 人 の奴 脾(sahaya)で,そ の 名 はdang Bunga｢花｣とdang Bibah｢愛｣

と い った(170-10～11)｡dang Bibahを も らった パ サ イ国王 の回 教 師(makhdum)は,

そ の奴 埠 の名 をdang Lela Nidahariと か えた(173-4～5)｡こ れ らで み るか ぎ り,

dangは あ ま り高 貴 の女 性 に も ちい られ た と は いえ ず,女 官,侍 女 の 称 号 とす る[西 村

1942:205]の に も一 理 あ る｡な お,自 称 詞 と して も もち い られ て い る｡

  Maka sahut p6rEmpuan itu:Nama hamba dang Raya Rani.｢そ の女 は答 え

  て,私 の 名 はRaya Raniで す｣                (236-02)

IV.指 示 代 名 詞

 現 代 語 と同様,編 年 史 に も二 つ の 指示 代 名 詞ini｢こ れ｣, itu｢そ れ･あ れ｣が あ ら

わ れ る｡し か し現 代 語 で もそ うで あ る よ う に,物 理 的 にせ よ心 理 的 にせ よ,空 間 内で

の み この二 つ が 対立 して い る ので はな い｡ituに は定 冠 詞 の よ うな 機 能 もあ る｡ ituの

機 能 は談 話 のな か にお い て既 知(the well-known)あ るい は定(de丘nite)と い う素性

を あ た え る とい う こ とが で き る｡そ れ にた い し,不 定(nondefinite)は マ ー ク な しで

あ る｡既 知,定 の場 合,当 然 の こと なが ら,｢そ れ･あ れ｣と い ち い ち訳 す必 要 は な い｡

  kar6na anak Melayu tiada p6mah durhaka, dan jika k6h6ndak yang lain

  gerangan, tahulah patik itu membalasnya. Adapun s6karang, jikalau ada

  karunia duli Yang Dip6rtuan,ρ α殿 伽minta bunuh juga･｢(王 にfcい し)マ

  ラ イ人 は二 心 を 抱 くこ とな ど あ り得 な い ので,ほ か に も別 の 決 意 の 仕方 が あ るか

  も しれ ませ ん が,私 は(王 の死 に)ど うお答 え すべ きか 分 か って い ま す･ど うか

  い ま閣 下 に お慈 悲 が あれ ば,私 は殉 死 を 願 い 奉 りま す｣    (305-05～07)

 patikは す で に 述べ た よ う に転 用 さ れ た人 称 代 名 詞 で あ る｡た だ し, W･で はpatik
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ini[193]と な って い る｡ ituが 入 称代 名詞 につ くこ と はiniに く らべ て 非 常 に す くな

いが,そ れ は代 名詞 その もの が す で に談 話 の な か で の前 方 照 応 的(anaphoric)な 機

能 を お び て い るか らで あ る｡ituは ま た,文 中 の句 と して の ま とま りを しめ す た め に

も もち い られ た｡

  daripada pandainya s6gala utas bErbuat dia itu tiadalah k61ihatan rapatan-

  nya lagi,｢そ れ(城 壁, dia)を 造 った あ らゆ る職 人 の技 術 に よ って,継 ぎ 目 は

  ま った く見 え なか った｣                   (020-13)

 ただ し,碑 文 の な か で はiniと 対 にな って い るの はinanで あ ってituは で て こな

い｡そ してinanが や は り定 の 働 き を して い た こ とが,

  savafiakfia ya叩vuatfia jahat_pula叩ka iya mua与yalp do§afia vuatfia

  jahat伽 η,｢あ らゆ る悪 い 行為 は … そ の よ うな悪 い行 為 に よ って 罪 の あ る人 の

  と ころ に再 び戻 って くる(悪 事 に対 して 人 は 債務 を負 わ な けれ ば な らな い)｣

  [COEDおs l930:48]

 の よ うな例 か らわ か る｡inanは ミナ ンカ バ ウ語 の関 係 代 名 詞nanへ とつ な が る｡

ituは*itu(タ ガ ログ語it6｢こ れ｣;マ ラ ガ シ語itシ｢(目 に見 え る)こ れ｣), iniは

*ini(タ ガ ログ語d･ini｢こ こ｣;マ ラガ シ語iny｢(目 に見 え る)あ れ｣)に 由 来 す る

が,音 形 は と もか く意 味 につ いて はず れ が い ち じる しい｡碑 文 マ ライ語 に もituが な

か った とは断 言 で きな い｡し か し,現 代 のini:ituの よ うな 対 立 は,14世 紀 に は確 立

して いた こ とが トレ ンガ ヌ碑文(1303年,ま た は1387年)に よ って 判 明す る｡

 編 年 史 にお いてiniは,ほ ぼ あ らゆ る入 称 代 名 詞 に と もな って あ らわ れ る｡ iniを

そ え る こ とに よ って 話 し手 に心理 的 に近 づ け よ う とす る(あ る い は話 し手 が心 理 的 に

近 づ こ う とす る)の で あ る｡し た が って,一 人 称 にそ え られ た場 合 には,話 し手 と 聞

き手 と の問 の境界 がiniに よ って い っそ う明 確 化 され る｡

  Bahwa aku師b6rmimpi rupanya, bukannya syaitan.｢(こ の)私 は夢 を見 た

  よ うだ が,決 して 悪魔 の仕 業 で はな い｣             (081-31)

  Sahaya醐hamba datuk.｢こ れ な る私 は閣 下 の 僕 で す｣     (280-31)

  Siapa 6ngkau緬dan siapa namanu,｢こ こ にい る君 は誰 か,君 の 名 前 は何 と

  言 うの か｣                      (120-23)

  Tahukah tuanhamba s6kalian bahwa ia翻anak hamba P｢あ な たが た 皆,

  私 の 膝 に い る子(彼)が 私 の 子 で あ る こ とを 知 って い るか｣    (104マ02)

  Bagairnana m6mbuat dia海P｢こ の私 に献 上 され た そ れ(サ ゴ餅)は ど うや っ

  て 作 るの か｣                        (140-06)
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 そ して,.iniは 単 独 で あ らゆ る人 称 代 名 詞 の か わ りと して もち い る こ と もで きた｡

  S6mbahnya:Ini si Datang Baharu, ini si Datang Lama.｢奏 上 して,こ ち ら
       くん                  くん

  が｢今 来 た 君｣,こ ち らが｢も う来 た 君｣｣            (156-01)

 ituが 人 称 代 名 詞 のか わ りと な った 例 は な い｡(た だ しituは1959回,そ の ほか

itulahは109回, itupunは242回 も あ るか ら,見 落 と しが な い とは い え な いが｡)こ れ

はituが 人 称 代 名詞 につ きに くい こと と も関 係 が あ る｡

 ま た,itu, iniがiaと 合 成 形 を つ くってyaitu(6回), yakni(10回)と な り,い

ず れ も｢す な わ ち｣を 意 味 して 説 明接 続 詞(explanatory conjunction)に 相 当す る も

の に な る｡と もに定 式 化 して そ の あ いだ の 使 用 上 の差 は もはや あ き らか で な い が,究

極 的 に は こ こに も定:不 定 の対 立 をみ とめ る こ とが可 能 で あ る と思 う｡

 ini, ituは つ ぎ の よ うな 副 詞 と して の合 成 語,派 生 語 を うみだ す｡

1.様 態 の 副 詞

 b6gini｢こ の よ うに｣, b6gi tu｢そ の よ うに･あ の よ うに｣はbagai｢種 類｣と.ini,

ituが 合 成 した語 で み る｡ bagaiは そ の ほ か, mana｢ど こ｣と と も にbagaimana

｢い か に｣,s6-｢お な じ｣と と もにs6bagai｢と して｣の よ うな単 語 もつ くる｡ i編年

史 にbEginiは2回, bEgituも2回 あ らわ れ るが,碑 文 に は ま った く見 られ な い･

2.場 所 の 副 詞

 ini, ituはs-～sa-(<*6t'a｢一,共｣)と 結 合 してsini｢こ こ｣, situ･｢そ こ｣と い

う派生 語 を うみ だ す｡た だ し,こ の 副 詞 の 系列 に は もうひ とつ,sana｢あ そ こ｣が く

わ わ るが,sanaの 一naは 碑 文 のi-na-nの 一na一と も関連 が あ る と考 え られ る｡た だ

し,碑 文 に は す で にsini, sanaが 見 えて い る｡碑 文 にsituが な い の は, ituが な い こ

と と呼 応 す る｡編 年史 マ ライ語 にお いて す で に,現 代 語 とお な じ指 示 代 名 詞 は2分 型,

場 所 の副 詞 は3分 型 で あ って 並 行 しな い が,吉 田 は,イ ン ドネ シア語 の場 合,副 詞 の

ほ うを基 準 に もち いて3H(聞 き手 の 空 間 中心)型 に 分i類す る[吉 田t1981:856]｡

 sini, situ, sanaに つ いて これ まで お こな わ れて い る も っ と も単 純 な 説 明 は, sini

を｢近 称(t6mpat ini)｣, situを｢中 称(tempat yang tak j auh)｣, sauaを｢遠 称

(tempat yang jauh)｣と 定 義 す る こ とで あ ろ う[PoERwADARMINTA 1953]｡ sini,

situ, Sanaを 英語(吉 田 に よれ ば2分 型)のhere, there, over thereと 対 応 させ る こ

と もお こなわ れ る[WINsTEDT 1927:135, MAcDoNALD/DARDJowIDJoJo l967:

200]｡こ の 定 義 で は,触 診 を う けて い る 自分 の体 の 一 部 を｢そ こ(situ)｣が 痛 い とい
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え,日 本 か らは るか 遠 くイ ン ドネ シア の友 人 に電話 をか けて｢そ ち ら(situ)｣と いえ

る こ との説 明 がで き な い｡す で に のべ た よ うに(II.),時 枝 は代 名 詞 を話 し手 と事 柄

と の関 係 の 概念 的表 現 と定 義 した が,そ の よ うな定 義 に も とつ い て彼 は｢こ･そ･あ｣

を｢近･中･遠 称｣と 規 定 した｡こ れ にた い し,阪 倉 は｢こ｣｢そ｣｢あ｣を そ れぞ れ,

｢話 し手 中心 の 円周 内｣｢聞 き手 中心 の 円周 内｣ ｢話 し手 お よび 聞 き手 中心 の 円周 内｣

にあ る[阪 倉 1974:1561と した｡こ れ はい っぽ 進歩 した 見 方 とい え る｡柴 田 は さ ら

に,話 し手 のつ くる 空 間｢こ｣,話 し相 手 の つ くる空 間｢そ｣,第 三 者 の つ くる空 間

｢あ｣は,｢こ｣と｢そ｣,｢こ｣と｢あ｣と い う対 立 を な し,そ れ は｢そ ここ こ｣｢あ

れ これ｣と い った連 結 が可 能 な こ とか ら もわ か るが, ｢そ｣と｢あ｣と は 組 み あ わ な

い こ とを しめ した[柴 田 1979]｡｢こ｣の 空 間 と｢そ｣の 空 間,ま た｢こ･そ｣の 空

間 と｢あ｣の 空 間 とは重 な りあ う部 分 が あ り,こ の共 通 部 分 につ いて は,た とえ ば

｢こ｣は｢話 し手 と話 し相 手 とが つ くる空 間｣と い うよ うに定 義 で き る とい う｡こ の

よ うな相 関 的 解釈 に よ れば,さ きの 例 の｢そ こ｣｢そ ち ら｣の 説 明 は可能 に な る｡あ

る い は話 し相手 を｢こ ち ら｣と もい え る理 由 がわ か る｡｢あ そ こ｣｢あ ち ら｣は,話 し

手 と 聞 き手(あ るい は読 み手)の 両 者 の あ いだ に共 通 の話 題,場 が 存 在 す る と き,そ

れ に対 立 す る方 向,場 とい う こと にな る｡と くに 距離 の遠 さ は意 味 しな い｡｢あ な た

(彼 方)｣が 近 世 以 降,二 人 称 代 名詞｢あ な た(貴 方)｣に な った とい う例 す らあ る｡た

とえ と な り の人 で あ って も,｢あ の｣人 と は もう 口を きか な い,と い う話 題 を す る こ

と もで き る｡書 き こ とば に お いて,い わ ゆ る｢地 の文｣に｢あ｣が あ らわ れ に くい の

は,書 き手 と読 み 手 とが一 体 に な って 共 通 の な にか を 話 題 に す るよ うな状 況 は あま り

起 こ らな いか らで あ る｡

 と ころで マ ライ語 のsini, situ, sanaと 日本語 の｢こ･そ･あ｣と こ とな る点 は,

マ ライ語 で は相 対 的 な距 離 関係 を あ らわす とい う ことで あ る｡'siniは 話 し手 に近 い こ

と,situは 聞 き手 に近 い こと, sanaは 話 し手･聞 き手 か ら遠 い こ と｡現 代 語 で は こ

の 関 係 に お う じて,原 則 的 にsiniはaku;saya, situは6ngkau;kamu, sanaはia;

diaを 意 味 す る こ と もで き る｡し か しその組 み あ わせ は, sini:situ, sini:sanaで あ

ってsituとsanaと は結 びつ か な い｡

  Sini s6dah sEtuju, tinggal situ b『gaimana.｢こ ち らは同 意 した,そ ち らは ど

  う｣[poERwADARMINTA 1953]

 ま た,sana sini｢あ ち こ ち｣の よ うな連 結 が編 年 史sanaの9例 中4例 に あ らわれ る｡

  Maka orang pun 96mparlah b6rlarian sana sini･｢人 び と は大 騒 ぎ して,あ ち

  こち逃 げ 回 った｣         .            (127-29)
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 siniは11例,う ち7例 はsana sini, k6 sana siniと な る｡前 置詞diを と もな った

di sanaは26回, di siniは12回 あ る｡し か し,編 年 史 に は(di)sini,(di)sanaが 単

独 で 人 称代 名詞 と して もち い られ た例 は見 あ た らな い｡

  maka baginda pun b6rangkatlah dari sana,｢陛 下 は.壁 か ら出 発 さ れた｣

                                 (009-09)

  maka didapati baginda tun Ali s6dang ada di sana,｢陛 下 に よ って 丁 度塑

  (家)に い たAli殿 はみ つ け られ た｣              (211-34)

 sanaは この よ うに 日本 語 で｢そ｣に あた る こ と もあ り,こ れ が 日本 語 で｢あ｣と

いえ な い の は,さ きに 述 べ た よ うに,地 の 文 に あ るか らで あ る｡し た が って,

  Apa k6rja anak kita p6rgi k6 sana?｢私 の 息 子 は旦 へ 行 って 何 を しよ う とす

  るの か｣                           (037-11)

 とい う会 話 文 に お い て は｢あ そ こ｣と 読 め な い こ と はな い｡日 本 語 で｢あ な た｣は

二 人 称 に転 用 され るが,sanaに は そ れ は不 可 能 で あ って, sanaは つ ね に第 三 者 しか

しめ さ な い｡と きに,そ れ が敵 方 の 意 味 にす らな るの は,や は り距 離 の遠 さ と関 係 が

あ ろ う｡

  Hatinya s6nantiasa b6rpihak k6 sana.｢彼 の 心 は ず っ と彼 方 を 向 いて い る｣

  [楊 1962:55]

 sini｢こ こ｣は 問 題 が な い｡

  Oleh d6ngan titah maka hamba b6rani, kar6na ia durhaka k6 bawah duli

  Yang DipErtuan sini.｢勅 命 によ って私 は敢 え て(殺)し た の です｡彼 は こ ち ら

  の王 の もとで 謀反 を起 こ そ う と したか らで す｣         (201-20)

 編 年 史 にsituは1回 あ るの み,ま たdi situは な い｡

  Maka dari situ tiada b6rani orang m6ngEluari dia.｢旦(ジ ャ ワ)か ら彼

  (S6m6rluki)を 迎 え撃 て る よ うな 勇気 の あ る人 は いな か った｣   (166-02)

 これ は直 前 に ジ ャ ワの こと が言 及 されて あ り,読 み 手 の 意 識 は まだ す ぐ近 くの ジ ャ

ワに とど ま って い るか らつ づ け てsituで うけ た ので あ る｡し か し,こ の よ うな 例 が

わ ずか1例 しか な い の は,編 年 史 が 聞 き手(読 み 手)に 語 りか け る調 子 の 内 容 と文体

を もつ ので はな く,叙 述 調 記 述 調 で あ る こと と関 連 が あ る｡

V.関 係 代 名 詞

 マ ライ語 の 関 係代 名詞yangは*ia-ng>*i契 一ng｢そ(れ)･の｣に 由来 す るが,こ
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の*ia-ngは*ia-ngを へ て 古 ジ ャワ語, ,タ ガ ログ語 の 定 冠詞(主 格･主 題 の マ ー カ

ー)angへ とい た って い る
｡と ころで 関 係代 名 詞,定 冠 詞 とい って もそれ は便 宣 的 な

呼 び名 で あ って,も と は その 語 構成 法｢そ･の｣か ら もあ き らか な よ う に,同 格 的

(appositional)な 機 能 か ら発 して い る｡関 係 代 名 詞 と い う 名 称 そ の も の も,連 結

(connective)と か接 続(conj unctive)と か い うほ うが適 切 で あ ろ う し[イ ェ スペ ル セ

ン 1958:86],そ の関係 代 名詞 で す ら,現 代 英 語 でthe man I saw.の よ う に な し

で す ませ て,休 止 と述 部(Nebensatz)に 強 調 を お くこ とに よ って そ れ にか え る こ と

もで き る[HAvERs l931:23]｡

 碑 文 マ ラ イ語 で は関 係 代 名 詞 的用 法 の ほか に接続 詞 と して の 用 法 も一般 的 で あ った｡

  Savafiakfia /a,?z nitanarp di sini,｢こ こに植 えて あ る と ころ の ものす べ て は｣

  [CoEDFs l930:39]

  dapunta hiyamP marlapas dari minaha tamvan mamava/am vala dualaksa

  …｢殿 下 は塾 が二 万 の軍 勢 を 率 いてMinanga tamban(地 名?)を お 発 ち に

  な った …｣[GOEDFs 1930:34]

 後 者 の よ うな 接続 詞 の用 法 はそ の後,14世 紀 の トレ ンガ ヌ碑 文 を へ て編 年 史 で も ま

だ 旺盛 で あ った｡yangの 総 数 は1008回 と じつ に多 い｡

  ialahクang b6roleh harta ini.｢彼 こそ この財 を得 るで あ ろ う｣   (020-05)

  Inilah yang kita lihat s6malam itu.｢こ れ こ そ私 た ち が昨 夜 見 た ものだ｣

                                  (023-03)

  Maka sang Nila Utama b6rtanya pada s6gala orangクang ada sErtanya itu.

  ｢Nila Utamaは そ れ(動 物)と 一 緒 に い た すべ ての 人 に 尋ね た｣  (039-34)

 上 の2例 で はyangを はぶ いて も文 は な りた つ｡ yangに つ いて 関 係代 名詞 的機 能

は ま った くな い と し,む し ろ｢強 調 詞｣(partikel pementing)と 呼 ぶ ほ う が よ い

[PoEDJAwlJATNA 1964:120]と い う説 もあ る｡最 後 の 例 も,線 状 的(linear)に 展

開 され る発 話 に忠 実 で あ るな らば,｢す べて の人 に尋 ね た が,彼 等 は それ と一 緒 に い

た の だ った｣と 読 む ほ うが 自然 で もあ ろ う｡現 代 イ ン ドネ シア語 の 口語 的 表 現 でyang

が 接続 詞bahwa｢と｣と おな じ機 能 で もち い られ る こ とが あ る｡

  Saya Pun P6rcaya Jan9 adinda kasih juga akan kakanda･｢私 は弟 が兄 を愛 し

  て い る と信 じる｣[PoERwADARMINTA 1953]

 この よ うな現 代 のyangの 使 い か た に,接 続 詞 的 と関 係 代 名 詞的 とを 区 別 す る こ と

は たや す い が,編 年 史 あ るい は それ 以 前 の マ ライ語 に お いて,そ の間 を 区 別 す る こ と

は じつ は か な らず しも容 易 で は な い｡                 .
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  Adapun nakoda Cるmpaクang pilihan duduk di sEri balai;maka s6gala anak

  tuan-tuan ■ang b6r･sahaja-sahaja duduk di s61asar balai.｢抜 擢 され た チ ャム

  人 艦 長 た ち は謁 見室 に座 った｡そ して た だ の貴 族 の 子 弟 た ち は廊 下 に座 った｣

        ､                                                (085-04)

 この 例 はW.で は,

  Adapun s6gala nakoda C6mpaクang pilihan dan anak tuan-tuan /ang duduk

  di s61asar balai itu.[85]

 とな って い る｡Brownはdudukの 前 に あ るyangを は ずす べ き だ と い う が

[BRowN l970:217],た しか に関 係 代 名 詞 ととれ ば 不 要 に み え る けれ ど も,接 続 詞

と とれ ば｢艦 長 と子 弟 と,彼 笠 は座 った｣と つ づ けて ゆ け る こ とに な る｡編 年 史 の書

か れ た こ ろ は,yangを この よ うに接 続 詞 的 に使 用 して 文 を 自 由に展 開 して ゆ くこ と

が で きた の で あ る｡ま た つ ぎの よ うな用 法 も接続 詞 的 と い う こ とが で き る｡

 /ang istiadat raja MEIayu, apabila tiada b6raja p6r6mpuan, anak b6ndaha-

  ralah akan jadi raja perempuan.｢マ ライ王 室 の 習 慣 で は,女 王 を欠 い た と き

  に は 宰 相 の息 女 が 女 王 に な る こと にな って い た｣(according to royal Malay

  custom,[BRowN l970:153])                 (278-11)

 現 代 語 でrumah bさsar｢大 き い家｣とrumah ■ang bEsar｢大 きい(と ころ の)家｣

とは,後 者 がPtangに よ って 対 立(contrast)を しめ し｢い くつ か あ る家 の な か で これ

(そ れ)が 大 きい｣を 意 味 す る[LI I976:122]と いわ れ る｡*ia-ngは 古 ジ ャ ワ語,

タガ ログ語 の定 冠 詞angへ と発 展 したが,そ の よ うな限 定 的 機 能 は マ ライ語 のyang

に も とど め られ て い て,そ の あ らわ れ が対 立 あ る い は対 照(tegenover)と い う機 能 と

して残 って い るの で あ る｡クang akuは｢私 な る もの,私 に 関す るか ぎ り｣(ik voor

mij, wat mij betreft, ik)｣を,/ang bapaは｢(母 と対 立 させ た)父(de vader)｣を

意 味 す る[GoNDA l 943:508]｡こ の よ うな 名 詞 の前 にyangを お いた 対 立 の 例 は編

年 史 に は多 い｡

                                  くん

  Ini si Lamat Lama, Jvan.9 ini si Lamat Baharu.｢こ ち ら が 旧Lamat君,こ ち
         くん

  らが新 】Lamat君｣                     (156-07)

  rakyat itu umpama akar,クang raja itu umpama pohon;｢国 民 は根 の よ うな

  もの,王 は幹 の よ う な も の｣                (186-32)

 この よ うなyangの 限 定 性 は,現 代語 で は もはや それ と意識 され て いな い か も しれ

な いが,名 詞 とむ す ば れ る序 助詞 の前 にyangが おか れ る とい う現 象 にみ とめ られ る｡

anakクang kE satu｢第 一 子｣｡そ して 序 助 詞 の例 は編 年 史 に もき わ めて 多 い｡
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VI.お わ り に

網 羅 的 な 翼WICデ ー タの お か げ で,従 来,印 象 的 に考 え られ て い た現 代 マ ライ語

につ な が る17世 紀 マ ラ イ語 の言 語 体 系 の うち,代 名 詞 の 実体 とそ の用 法 に つ い て).か

な りの点 ま で あ き らか にな ったか と思 う｡た だ し,網 羅 的 デ ー タで あ るだ けに,著 者

の あ るい は 編纂 者 の方 言 的 個 人的 な こ とば の バ イア スが,ま った くな い とは い い きれ

な い｡そ の 点 につ いて は,で きる だ け注 意 を は ら って それ と区 別 した こ とが論 の なか

か らみ て い た だ け る と思 う｡さ らに同 時 代 ご ろの文 献 をKWIGし て調 査 す る の が,

｢ラ ング｣と して の マ ライ語 を と らえ る た め に理 想 的 で あ る こ と は い うま で もな い｡

 碑文 マ ライ語 を う けつい だ17世 紀 マ ライ語 は,現 代 に 近 い と は いえ,ま た 王 制,侯

主 制 下 で の 内容 で あ るた め と くに敬 語 的表 現 が ゆ たか で あ る こと はべ つ に して も,現

代 の マ ライ語(マ ラ イ シア語,イ ン ドネ シア語)と はや は り微 妙 な差 異 の あ る こ とが

あ き らか に な った｡

 現 代 語 との 関連 で い う と,人 称代 名詞 はiaが 主 格 的, diaが 斜 格 的 とい う機 能 を ま

だ 保 持 して い た し,sahayaに は語 源 意 識 が ま だ残 る い っぽ うで,上 位 か ら下 位 に た

いす るakuに た い し,下 位 か ら上位 へ の代 名詞 と して 区 別 して もち い られて いた｡

現 在,ia;diaは お ろか, saya(sahaya):akuの 使 い わ け もakuが イ ンフ ォー マル,

sayaが フ ォー マ ル と い う よ う な ゆ る い 現 則 で しか な くな って い る｡現 代 イ ン ドネ

シア語 で は,sayaに か えてkamiを い っそ う上 品 な 表 現 の た め に 使 う傾 向 が あ る

[BADuDu l975:100]と い わ れ る｡ sayaの 謙 譲 性 が さ らに うす れ て きた た め で あ ろ

う｡17世 紀 に は現 在 の 対 男 性用 のtuanが 女 性 にた い して も もち い られ て いた こ と は,

大 きな相 異 で あ るが,現 在 の 同位 間 のsaudara(saudariは 編 年 史 には な い)は,ま

だ 代 名 詞 的 で な く親 族 名称 的 に もち い られ て いた｡マ ライ シア のEncik,イ ン ドネ シ

ア のbapa(k)の 用 法 は現 在 とほ ぼ お な じとみ て よい｡た だ し,女 子 のnyonya, nona

な ど は イ ン ドネ シア語 が の ちに ジ ャワ語 か ら吸収 したの で あ る｡ど ち らか と い うと,

マ ラ イ シア に は まだ 複 雑 な 人 称代 名詞 が み られ,イ ン ドネ シア で は か な り簡 素 化 され

て きて い る｡い っぽ うは侯 主 制 を残 し,た ほ うは共 和 制 へ と移 行 した せ い もあ ろ う｡

無 論,こ れ に は意識 面 で の変 革 が と もな わ な けれ ば な らな い こと はい うま で もな い｡

イ ン ドネ シ アの 故 大統 領 はBung Karnoと 呼 ば れ たが, bungと は懇 意 な 男 友達 へ

の 呼 び か け語 で あ った｡た だ し,ジ ャ ワ人 の世 界 に は,こ の よ うな簡 素 化 が 適 用 で き

ない｡そ れ は ジ ャ ワ語 に とど め られ て い る深 刻 な敬 語 表 現 と も関係 が あ る｡

 親 族 名詞 に と もな って 丁 寧 を あ らわ す 前 接辞 の 一ndaそ して一 人 称 のsendaは 現
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在 す た れ て しま った が,こ の 一ndaを と もな った形 が 自称 詞 や 自分 の 目下 にた い して

も使 い え た と い う こ と は,イ ン ドネ シ ア語 の 丁寧 な表 現 の 形 式 が,人 間 関係 に依 存 し

つ つ,い っぽ うで 丁 寧 さが要 求 され る コ ンテ キ ス トに よ って も きめ られ る と い う特 色

を もつ こ とを意 味 す る｡そ れ は現代 語 で,自 分 の 子 供 にた い しput6ra｢令 息｣, put6ri

｢令 嬢｣の 使 用 が 可能 な こと に も あ らわ れ て い る｡

 指 示 代 名 詞,ini:ituに は近:遠 と と もに,未 述:既 述 の よ うな 時 間 的対 立 関係 も

あ る こ とをWinstedtが す で に指摘 して い る[WINsTEDT l927:ll6]｡た だ し現在

で は,既 知 で あ って もiniを つ か う傾 向 があ る こ と,そ れ が 西 欧 語 の 影 響 に よ る もの

ら しい[PoERwADARMINTA l967:56]こ とが いわ れて い る｡現 代 語 の表 現 は西 欧語

に よ って ほ か に もか な り深 刻 な 影 響 を う けて い る｡ポ リネ シア諸 語 に も吉 田 がす で に
                          ママ

言 及 して い るよ うに[吉 田 1981:928],タ ヒテ ィ語(Thahitian)の ほ か サ モ ア語,

ハ ワ イ語 な ど で指 示 詞 と時 間 との 相 関 関係 が 存 在 す る｡オ ー ス トロ ネ シア語 族 の東 西

に お いて この よ うな現 象 が あ るの は,原 オ ー ス トロネ シア語 にお い て そ の よ う な傾 向

を す で に宿 して い たか らだ と いえ るで あ ろ う｡
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