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「方言の価値 が高 ま っ た J と い う 言説 を 再考する

熊 谷 滋 子

1 は じ め に

メ デ ィ ア や地元 が全国 向 け に 方言 を利用 し た り 、 「楽 し ん」 だ り 、 方言で 「励

ま し あ っ た り J ( 田 中2016 : iり す る よ う に な っ た の は、 か つ て は見下 さ れて い

た 方言の 「価値J が上昇 し 、 ポ ジ テ ィ ブ な イ メ ー ジ を も つ よ う に な り 、 方言 コ

ン プ レ ッ ク ス が な く な っ て き た た め だ と す る 言説が あ る 1。 確 か に 、 全国的 に 注

目 さ れ る 場で方言 が使用 さ れ る 機会 も 増 え 、 方言 に興味関心 が も た れて き た よ

う に 思わ れ る 。 以下 に 、 ご く わ ずか だ が、 近年 の 方言使用 の 事例 を 列挙 し て お

き た い。

1 ) テ レ ビ番組や フ ィ ク シ ョ ン な ど
娯楽番組で の 方言利用 (例、 『秘密 の ケ ン ミ ン SHOW.I ( 日 本 テ レ ビ) )

方言 ド ラ マ 、 方言マ ン ガ、 方言 CM

2 ) 方言 に 関 す る 一般向 け書籍

『方言女子.1 ( マ ガ ジ ン ハ ウ ス ) r方言男 子 コ レ ク シ ョ ン .1 ( レ ッ カ 社)

な ど

3 ) 地域お こ し 、 励 ま し な ど

方言みや げ、 被災地への 方言 に よ る 応援

4 ) イ ン タ ー ネ ッ ト な ど

ケ ー タ イ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト での利用 、 方言ス タ ン プ

1 田 中 ゆ か り 氏 は 、 大学で、 方言 を扱 う 授業 の 受講生 が増 え て き た こ と を あ げ、 「地方 を象徴 し低
く み ら れて い た 方言が、 価値 あ る も の と し て 受 け入れ ら れ る よ う に な っ たJ と コ メ ン ト し て い る
c r朝 日 新聞J 2017年 9 月 10 日 付) 。
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本稿で は、 方言 の価値が上昇 し た と す る こ れ ま での研究 を 批判的 に概観 し つ

つ、 特 に東北方言 に注 目 し 、 メ デ ィ ア で具体的 に ど の よ う に表象 さ れて い る の

か、 こ れ ま での調査 を ま と め な が ら 、 方言の価値上昇が は た し て な さ れて い る

の か を考察す る 。

結論か ら い え ば、 日 本社会 は現在 も 共通語 (標準語) 中心で あ り 、 方言の使

用場面 が減 っ た 分、 め ず ら し さ や新鮮 さ を 帯 びて 、 「商 品価値」 を も つ よ う に

な っ た た め に利用 さ れ る よ う に な っ た に す ぎ な い と 考 え て い る 。 そ れ は 、 ラ ジ

オ や テ レ ビ な ど の メ デ ィ ア の発達や浸透 に よ り 、 共通語の 話せ る 方言話者 が ほ

と ん ど に な り 、 共通語 と 方言の 「使い分 けj がで き る よ う に な っ た た め に 、 方

言で笑わ れ る こ と が少 な く な り 、 表向 き の方言 コ ン プ レ ッ ク ス が な く な っ た に

す ぎ な い。 実際の と こ ろ 、 今 な お、 日 常生活 に お い て 方言 を使用 で き る 場面 は

限 ら れた ま ま で あ る 。 特別 な領域以外で は 、 方言 を知 っ て い た り 、 使 え る か ら

と い っ て 、 特 に 方言話者が社会的 に 上昇で き る わ け で も な い。 方言 を使 っ た た

め に気 ま ずい体験 を し て い る 人 も い る 。

今回 の価値言説 を通 し 、 あ ら た め て 、 方言 を め ぐ り 「価値J や 「 ポ ジ テ ィ ブ

に な っ た j と い う こ と が何 を示 し て い る の か を考 え て み た い。 そ も そ も 一 口 に
「価値j や 「ポ ジ テ ィ プJ と い っ て も 、 そ の意味す る も の は多様で あ る 。 こ れ ま

での 方言研究 に お い て 、 方言 を ど の よ う な価値か ら と ら え て い る の か、 ま た 、

ポ ジ テ ィ プ に な っ た と い う こ と が、 誰 に と っ て 、 ど の 点 でポ ジ テ ィ ブ に な っ た

の か に つ い て 、 明確 に 規定す る 必要が あ る と い う 課題 も み え て き た 。

本稿で は 、 メ デ ィ ア が発信す る 方言や地元の ア ピ ー ノレ と し て の 方言が、 方言、
方言地域、 方言話者 に 対す る よ り 豊か な視点や観点 を も た ら す も の と い う よ り

も 、 む し ろ従来の 方言 イ メ ー ジ を再生産 し 、 結果的 に 、 方言、 方言地域、 方言

話者 を め ぐ る ス テ レ オ タ イ プ を 強化 し て し ま っ て い る の で は な い か と 憂 え て い

る 。

方言の 「価値」 上昇 と い う 語 り に つ い て は、 す で に安 田 (1 999 : 20 - 21 ) が、
「方言学者 に よ る 「方言J の社会的地位、 評価 に 関 す る 語 り 方が、 かつ て は抑圧

さ れ、 現在 は尊重 さ れて い る と い う か な り 単純 な も の な ので あ る j と 、 多 く の

方言学者 の 楽観的 な 態度 に懐疑的 な 見方 を 提示 し て い る 。 本稿 は、 安 田 の指摘

し た 1999年以 降の 方言学者 の研究 を 中心 に 概観 し た う え で、 こ れ ま で私が調査

し て き た 、 特 に 東北方言 を 利用 し た メ デ ィ ア の 事例 か ら 、 東北方言、 お よ び、

東北地域、 東北方言話者 の描かれ方 を 通 し て 、 現代 の 日 本が依然 と し て 共通語

中心でお あ り 、 特 に東北方言 は き っ く 他者化 さ れ、 周緑化 さ れて い る こ と を 明 ら
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か に す る 20

田 中 (2016 : 199) の 「 あ と が き 」 に 、 本稿 の よ り ど こ ろ と す る 発想 を 引 き 出

し て く れ る 質 問 が あ げ ら れて い る 。 こ こ で引 用 し 、 私 な り の 回答 を 試み た い 。

氏 は、 コ ロ ン ピ ア 大学東 ア ジ ア 言語文化学部で、 「 なぜ 日 本語社会で は地域方言

が こ れ ほ ど多様 な 表現 リ ソ ー ス た り え て い る の か、 米国 で は民族性や社会階層

が反映 さ れ る 社会方言 の 方 が優先的 な表現 リ ソ ー ス に な っ て い る よ う に 感 じ る J

と い う 質問 を 受 け た と い う 。 私 は 、 こ こ で特 に 、 こ の 「多様 な 表現 リ ソ ー ス j

を 、 マ ジ ョ リ テ ィ を支 え る た め に 有効 な 、 マ イ ノ リ テ ィ に 属 す る 表現 リ ソ ー ス

(言語資源) と 解釈す る 。 も ち ろ ん共通語 ( も し く は標準語) が中心的 な表現 リ

ソ ー ス で あ る が、 こ こ で念頭 に あ る 「 多様 な も の j と は、 む し ろ そ れ以外の も

の と 解釈す る 。 繰 り 返す が、 日 本 は、 今で も 東京 中心3、 共通語中心で あ る た め、

東京以外 の地域の こ と ば、 つ ま り 地域方言 がマ イ ノ リ テ ィ 側 の 特徴 と し て 位置

づ け ら れ る 。 一方、 ア メ リ カ は、 白 人や上流階級中心、 ア メ リ カ 英語中心 で あ

る た め 、 民族性や社会階層 か ら み て 、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人、 ラ テ ン 系/ ヒ ス

パ ニ ッ ク 系 ア メ リ カ 人、 ア メ リ カ 先住民、 ア ジ ア 系 ア メ リ カ 人 そ の他 の 民族や

下層 階級 に位置づ け ら れて い る 人 た ち が、 そ の言葉遣い を通 し て 、 マ イ ノ リ テ ィ

と し て 特徴づ け ら れ る (Lippi-Green 2012) 。 メ デ ィ ア は、 概 し て 当 該社会の マ

ジ ョ リ テ ィ の優越性 を維持 し 、 あ る い は高 め る 傾向 を も っ O マ ジ ョ リ テ ィ の優

越性 を示す た め に は、 常 に マ イ ノ リ テ ィ への言及が必須 と な る ( モ リ ス ン 1 994) 。

周縁 を し っ か り と 色づ け し て お か な け れ ば、 中央 が定 ま ら な い か ら で あ る 。 日

本社会 と ア メ リ カ 社会で は歴史的社会背景 が異 な り 、 マ ジ ョ リ テ ィ 集団 と マ イ

ノ リ テ ィ 集団 の 特徴が異 な る た め 、 先 の 質問 がでて く る と 思 わ れ る 。 マ イ ノ リ

テ ィ の 言葉遣い が重要 な 「表現 リ ソ ー ス J に な る 点 は共通 し て い る 。

2 201 1 年 に発生 し た東 日 本大震災 に 生 じ た 、 東京電力 の原発事故のせ い で、 福島県の原発立地地域
の 人 々 が避難 を 余儀 な く さ れた 。 そ の後、 避難先での深刻 な い じ め 問題 も 報告 さ れ、 そ の重大 さ
が明 ら か に さ れて い る 。 「学んで 避難 し た 子の気持 ち J ( r朝 日 新聞J 2017年 2 月 18 日 付) と い う
記事 は、 福 島県 か ら 避難 し た 子 ど も た ち がい じ め の標的 に な る 恐れ を 抱 き 、 教員や研究者 ら が震
災直後 に、 小中高校生向 け に授業案 を作 っ た が、 活用 さ れな い ま ま に な っ て い た と い う こ と を伝
え て い る 。 そ こ で紹介 さ れて い る 具体的 な授業内容 と し て 、 「太郎君の悩みJ と い う 概要 の 中 に 、
方言への差別、 具体的 に は、 「友達が方言 を ま ね す る よ う に な っ た J と い う 点 が含 ま れて い る 。
2017年 の こ の 時期 に 、 新聞報道 に あ る よ う な 、 子 ど も た ち の 聞 で、 「方言j を 対象 と し て い じ め
が行わ れて し ま う と い う 教員や研究者の危娯を ど う 受 け と め た ら い い の だ ろ う か。

3 臼 本国 内 の最新の状況 を み て み る と 、 地方創生 と 叫 ばれな が ら も 、 地方に と っ て は そ れほ ど好 ま
し い状況 に な っ て い な い。 「人口 首都圏集中続 く J ( r朝 日 新聞j 2017年 2 月 1 日 付) に あ る よ う
に 、 今で も 一番人が移 り 住ん で く る 所 が、 首都圏 の 中 で も 東京 で あ る こ と に変わ り が な い。
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2 r方言 の価値が高 ま っ た」 と す る 先行研究

「方言 の価値が高 ま っ た 」 と す る 言説 は、 (多 く の ) 方言研究者 の 聞 で今や ご

く 当然 の認識 と な っ て い る 。 最新の も の を紹介す る と 、 篠崎 (2017 : 2 12) が、
「おわ り に 」 で、 「 かつ て は “方言 コ ン プ レ ッ ク ス " な ど と 言わ れ、 隠す存在 で

あ っ た 方言が、 今 で は人 々 の 帰属意識 を 高 め た り 、 あ る い は地域色 を ア ピ ー ノレ

す る 重要 な ア イ テ ム と し て 、 そ の価値が見直 さ れ、 前面 に押 し 出 さ れ る 時代 に

な っ て き た J と ま と め て い る 。 明 治以降、 近代国家 を 目 指 し 、 こ と ばの 上 で の

統ー を は か る べ く 、 標準語政策 を 推進 し 、 標準語が 日 本国民 の 身 に つ け る べ き
「国語J と な り 、 一方 でふ、 標準語 に 選 ばれ な か っ た 地域 の こ と ば、 つ ま り 方言

は、 非標準 と な り 、 ( か つ て は 誤 っ た も の と し て も ) 見下 さ れて し ま う こ と に

な っ た 。 第二次世界大戦後 に お い て も 、 イ デオ ロ ギ 一色 の 強 い 「標準語j と い

う 語を 、 全国 に通用 す る 言葉 と い う 意味で 「共通語j に 置 き 換 え て そ の規範性

を薄め は し た も の の、 「共通語」 を基本 と す る 教育や社会シ ス テ ム は健在であ る 。

以下で、 「方言 の価値が高 ま っ て き た」 と す る 言説 を よ り 詳 し く 検討 し て い く 。

2 . 1 共通語の 普及
方言の 「価値j が高 ま っ た こ と への 要因 と し て 強 く 認識 さ れて い る の は、 共

通語の 普及で あ る 。 井上 (2004 : 26) で は 、 日 本語の 方言の 社会的類型 の 変遷

を ま と め て い る 。 方言へ の価値評価 に つ い て 、 明治~戦前 は 「 マ イ ナ ス j 、 戦後

は 「中立」 、 平成 に か け て 「 プ ラ ス 」 へ と 変化 し て き た と し て い る 。 一方 の 言語

の使用能力 に つ い て は 、 「マ イ ナ ス j 時期 は 「方言優位j であ っ た も の が、 戦後

の 「中立」 時期 は方言 と 共通語が 「両立」 し て お り 、 「 プ ラ ス j 時期以降 は 「共

通語優位」 と ま と め て い る 。 つ ま り 、 共通語が普及 し て き た こ と と 方言への価

値評価が 「 プ ラ ス J と な っ た こ と を 関連づ け て い る 。

小林 (2004 : 1 05- 1 06) は 、 共通語の 普及 に よ っ て 方言の 「社会的価値J が

高 ま っ た こ と を 以下 の よ う に 主張 し て い る 。

戦後、 方言 の価値が上昇 し た の は共通語が普及 し 、 誰 も が共通語 を 話せ る 時

代 に な っ た こ と が背景 に あ る 。 共通語が当 た り 前 の 時代 に な っ た か ら こ そ 、 逆

に希少価値 と し て の方言の存在が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れて き た。 比験的 に言 え ば、

現代 は、 共通語が方言 を 引 き 立 て て く れ る 時代 で あ る 。
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こ の よ う な 状況 を 方言 の 「 ア ク セ サ リ ー 化」 と 称 し て い る 。 小林 に よ れ ば、

方言 は今や情報 を伝達す る よ り も 、 「相手 の確認 と 発話態度 の表明j を示す、 い

わ ば心情 を伝達す る 手段 に な っ て い る と 述べて い る 。

さ ら に 、 田 中 (20日 : 43) は、 í í共通語」 の 普及 に よ り J 、 「場面 に応 じ た 「方

言J と 「共通語」 の包括的 な ス タ イ ル と し て の使 い分 け能力 を も つ よ う に な っ

た j と t足 え て い る 。

以上、 井上、 小林、 田 中 は 、 共通語が話せ る よ う に な る に つ れて 、 伝統的 な

方言 が衰退 し 、 相対的 に 方言 が希少価値 を も つ よ う に な り 、 そ の 「価値j が高

ま っ て き た と 考 え て い る 。 将来 に つ い て は 、 井上 は 「共通語優位j と し 、 小林

は 「共通語化J が進行す る と み て い る が、 田 中 は 「方言の 「価値」 が高 ま る と

と も に j 、 積極的 に 方言 を 話す人 ( í積極的方言話者J ) が増 え て い く と 予測 し て

い る 点 で異 な っ て い る 。

田 中 (201 1 ) で指摘 し て い る 1980年代以降の 方言 の 「価値J の 高 ま り に合わ

せ る か の よ う に 、 1995年 に 文化庁国語審議会が 「方言 の 尊重」 と い う 答 申 を 出

し て い る 。 が、 以下 の よ う に 、 あ く ま で基本 は 共通語で あ る こ と を確認 し て い

る 。 以下 に そ の箇所 を 引 用 す る 。

方言 は 地域 の 言語生活 を 生 き 生 き と さ せ る 豊 か な 言葉で は あ る が、 全国的 な

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基本 は共通語で あ る 40

J 
2000年 に は、 こ の よ う な 方針の も と 、 さ ら に 「敬意」 と い う 点 か ら と ら え て

い る 。

地域社会で は 、 共通語 と 方言 を使い分 け る こ と を含 め て 、 対人的 な 配慮 の表

現が多様 な 姿で行わ れて い る 。 一般 に 、 同 じ 地域社会 に 属 さ な い相手や不特定

多数 を相手 に す る 業務 な ど公的 な 場面で は共通語 を核 と し つ つ 、 他方、 近隣 の

親 し い 間柄や地域社会の暮 ら し の 場面 で は地域 の 方言 を 適切 に使 う と い う 使い

分 け が、 敬意表現 の ーっ と し て 行わ れ る 50

4 文化庁文化部国語課 『国語審議会答申 ・ 建議集.J 1996年290 ペ ー ジ
5 国語審議会答 申 (2000) r現代社会 に お け る 敬意表現、 四. 敬意表現 に つ い て の 留意点J www. 

mext.go.jp/b_ menu/shingi/old _ bunka/kokugo _ index (2017年 9 月 1 1 日 閲覧)
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こ こ で は、 「使い分 け る 」 こ と が敬意 を示す も の であ る と い う 解釈 を し て い る 。

「使い分 け」 に つ い て は、 2 . 2 で詳 し く 扱 う が、 そ の意 味す る と こ ろ が決 し て

中立的 な も の で は な く 、 共通語 と 方言 の序列関係 を 前提 と し た 発想 が あ る こ と

を指摘 し た い。 いずれ に し ろ 、 国語政策 と し て は、 方言尊重 と う た い な が ら も 、

根底 に お い て は共通語中心で、 あ る こ と に変わ り は な い 。 そ も そ も 明治以降の 国

語政策 が共通語 を基本 に 置 い て き た た め に 、 当 然 の こ と な が ら 、 共通語が普及

し て き た と も い え る 。

2 . 2 使い分 け意識、 能力 の高 ま り
方言 の 「価値」 上昇 と 密接 な か か わ り を も っ て 語 ら れ る の が、 相手や場面 に

応 じ て 共通語 と 方言 を 「使 い分 けj る 、 そ の意識 と 能力 の 向上 で あ る 。 2000年

の 国語審議会の答 申 に も 登場 し て き た も の であ る 。 [使い分 けj を め ぐ る 調査研

究の最新の も の が、 田 中 ・ 前田 (2012) で論 じ ら れて い る 。 本稿で注 目 す る 「方

言の価値上昇j 言説で重要 な鍵 を握 っ て い る と 思わ れ る の で、 長 く な る が、 田

中 ・ 前田 の論文 を紹介 し な が ら 、 ノそ の ベ ー ス に あ る も の を考 え て み た い。 問 中 ・

前 田 は、 201 0年 に全国 を対象 と し て 方言使用 と 地域 と の 関係 を 探 る た め の調査

を し て い る (有効回答1347人) 。 質問項 目 に は、 生育地の 方言や共通語 に 対す る
好悪、 相手や場面 に よ っ て 方言 と 共通語 を 使い分 け て い る か、 ふ だん の生活で

は共通語 を使用 し て い る か な ど が含 ま れて い る 。 想定す る 会話の相手 は、 「家族J

「同郷 の 友人J í異郷 の 友人」 と し て い る 。 調査結果か ら 5 つ の ク ラ ス に 分類 し

て い る 。 以下 に 、 そ の分類 と そ れ ぞ れ の主 な 特徴 を 短 く 紹介す る ( 田 中 ・ 前 田

2012 : 1 26 - 128) 。

ク ラ ス 1 : 積極的方言話者

生育地 の 方言への 好意度 が高 く 、 共通語 に 対す る 好意度 が最低で、 あ る 。

誰 に 対 し で も 方言 を使用 す る 。 使 い分 け意識 は 高 く な い 。

ク ラ ス 2 : 共通語話者

共通語への 好意度 が高 め で、 誰 に 対 し で も 共通語 を使用 す る 。

ク ラ ス 3 : 消極的使い分 け派

生育地 の 方言への好意度 は低 い も の の、 異郷の 友人 に も 方言 を使 う こ と

も あ る 。 使い分 け意識が高 い わ け で は な い。

ク ラ ス 4 : 積極的使い分 け派

生育地 の 方言、 共通語へ の 好意度 が も っ と も 高 い が、 異郷 の 友人 に は方
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言 は使わ な い。 ふ だ ん も 共通語 を使 っ て い る と い う 意識 と 使い分 け意識

が高 u 、 。

ク ラ ス 5 : 判断遺巡派

多 く の 問 に わ か ら な い と 回答 し て い る 。

調査結果の う ち 、 こ こ で は生育地 と の 関係 に つ い て 論 じ て い る 部分 に 絞っ て

み て い く 。 以下 に そ れ ぞれの ク ラ ス に 対応す る 地域 を 、 こ こ で は、 表 に ま と め

る ( 田 中 ・ 前 回2012 : 137) 。

表 1 ク ラ ス と 密接 な地域

ク ラ ス 地域 ( 口 内 が典型的 な 地域)

ク ラ ス 1 積極的方言話者 匡劃 ・ 中国 ・ 四国
ク ラ ス 2 共通語話者 直重劃 ・ 北海道
ク ラ ス 3 消極的使い分 け派 | 北関東 ・ 甲信越ト 北陸 ・ 東海
ク ラ ス 4 積極的使い分 け派 直面 ・ 九州 ・ 東北 ・ 中国
ク ラ ス 5 判 断遼巡派 北海道

田 中 ・ 前田 (2012 : 139) は 、 様 々 な考察 を し た 上 で、 1 1方言j と 「共通語」

の 意識的使い分 けや、 方略 と し て の 「方言j 使用 と い う 意識が成立す る た め に

は、 先 に述べ た よ う な 「方言J に 対す る ネ ガテ ィ プ な イ メ ー ジ がポ ジ テ ィ プ な

も の に移行 し て い る と い う こ と が前提 と な る だ ろ う 」 と 結論づ け て い る 。 つ ま

り 、 方言 がポ ジ テ ィ プ に イ メ ー ジ さ れ る よ う に な っ た た め に 、 方言 と 共通語 を

使 い分 け よ う と す る 意識 も 高 ま っ て き た と い う 認識で あ る 。

こ こ で注 目 し た い の は 、 特 に ク ラ ス 4 の 「積極的使 い分 け派j で あ る 。 こ こ

に あ て は ま る 地域 は、 い わ ゆ る 日 本列 島 の周 縁 に 位置す る 地域で あ る 。 ま ず疑

問 に 思 う の は、 「積極的 に使い分 け る J こ と が、 方言 を ポ ジ テ ィ プ に と ら え て い

る た め な の だ ろ う か と い う こ と で あ る 。 先 に あ げた 2000年 の 国語審議会の答 申

で は 、 基本 は あ く ま で共通語で あ る こ と を お さ え た う え で、 「使い分 けj る こ と

の大切 さ を う た っ て い る 。

田 中 ・ 前田 (2012) の 調査結果 を よ り 細 か く み て み よ う 。 ク ラ ス 2 の 「共通

語話者J に分類 さ れた 話者、 特 に 首都圏 の 話者 は 、 「積極的使い分 け派j に属 す

る 率 が O であ る 。 あ ま り 使 い分 け意識 を も っ て い な い こ と に な る 。 こ の こ と は、
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ど ん な 時 で も 共通語で十分で あ り 、 相手や場面で使い分 け る 必要が な い と 感 じ

て い る こ と を示 し て い る 。 こ の 点 か ら 、 今 日 の 日 本 に お い て は 、 国語審議会の

答 申 を み る ま で も な く 、 共通語中心社会で あ る こ と が裏付 け ら れ る 。 ま た 、 ク

ラ ス 1 の 「積極的方言話者J の典型 と さ れ る 近畿地域の こ と ば、 つ ま り 、 関西

方言の 話者 は 、 誰 に 対 し で も ど こ で も 方言 を使用 す る と 思 っ て お り 、 ク ラ ス 4

の 方言話者 と は対照 的 で あ る 。 以上 の こ と か ら 推測 し て み る と 、 ク ラ ス 4 の 話

者の 「意識j は、 自 分の 方言 は好 き だ が、 そ の使用 が限 ら れて い る と い う こ と

を、 他 の ク ラ ス の 話者 に 比べ て 、 よ り 強 く 感 じ て お り 、 で き れ ば共通語で話 し

た 方が無難だ と 思 っ て い る と い う こ と で は な い だ ろ う か60

さ ら に 、 こ の 調査 は 、 私的場面での使い分 け に絞 っ た 設聞 を た て て い る と し

て い る 。 周知 の よ う に、 公的 な 、 正式 な 場面で は共通語が求 め ら れて お り 、 さ

ら に私的 な 場面 に お け る 「使い分 けJ を意識 さ せ ら れて い る と い う こ と は、 ク

ラ ス 4 の 方言話者 に と っ て は、 方言 を堂々 と 使用 で き る 相手や場面が さ ら に 制

限 さ れて い る と 感 じ て い る と い う こ と で は な い だ ろ う か。 自 分の 方言が、 相 手

や場面 に よ っ て は 、 失礼 に な る 、 恥ずか し い も の で あ る と い う 意識が強 く あ る

た め、 そ の分 そ の使用 を控 え る と い う こ と が、 い わ ゆ る 「使い分 け J 意識 と 称

さ れて い る の で は な い だ ろ う か。 も し、 「方言の価値が高 ま っ て き て い る J と す

る な ら 、 こ の よ う な 「使い分 け J と い っ た 配慮 (国語審議会 に よ る 「敬意J ) な

ど は特 に 必要 な い の で は な い だ ろ う か70

田 中 ・ 前田 (2012) で は 、 今後 は、 ク ラ ス 4 も ク ラ ス 1 へ移行 し て い く 、 つ

ま り 「積極的方言話者J に な る と 予測 し て い る 。 か つ て 高度経済成長期 に 、 例

え ば東北 か ら 多 く の 若者 が集団就職 に よ っ て 「上京J し 、 そ の 方言 が笑わ れ、

パ カ に さ れ、 「方言 コ ン プ レ ッ ク ス J を抱 く よ う に な っ た 。 当 時 は共通語が十分

に 話せ な い と い う こ と か ら 、 こ こ でい う 「積極的方言話者J でい る し か な か っ

た だ ろ う 。 ク ラ ス 4 の 話者 が再 び 「積極的方言話者」 に な れ る のか、 今後、 注

意深 く 見て い き た い。

こ こ で、 特 に東北方言 を め ぐ る 調査 を み て み よ う 。 佐藤 (1 996 : 23 - 41) は 、

6 Weatherall (2013 : 164) は、 方言 に対 し て 肯定的な態度があ る の に 、 そ の 方言集団 を支え る た め

U の社会変化 を も た ら す よ う な実践は否定 さ れ る と な る と 、 政府主導の言語政策 に よ り 肯定的な態
度 を も つ よ う に な り な が ら も 、 実際話す人が少 な い の は非常 に 問題が あ る と 指摘 し て い る 。

7 自 分が話 し た こ と が、 相手に伝わ っ て い な い と 感 じ た場合、 そ れが言葉遣い のせい な の か内容の
せい な の か と 思い め 守 ら し、 も し 、 方言のせい だ と 気づい た ら 、 で き る だ け共通語で話す と い う
の は、 ど の 地域の人であ っ て も 当然の こ と の よ う に思われる 。 現状では、 ク ラ ス 2 以外の、 どの
ク ラ ス の人 も 基本的 な 「使い分け」 を し て い る は ずであ る 。
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1987年 か ら 1989年 に か け て 、 「津軽弁」 地域 に お け る 共通語 と 方言 の使 い分 け意

識 を 調査 し て い る 。 そ こ に は、 津軽弁 を使 っ て 笑わ れ た 経験の 有無 と 使 い分 け

意識 の 関係 を 示 す貴重 な デー タ が あ る 。 使い分 け に 対 し て 積極的 に 肯定す る 割

合が、 笑わ れた こ と の あ る 人 は43% 、 笑われた こ と の な い人 は35 % で あ る 。 ま

た 、 そ の調査 に お い て 、 笑わ れた こ と が あ っ て も な く て も 、 使 い分 け に つ い て

は 、 6 割以上 の 人 が肯定的 で あ っ た と い う 。 そ れ は、 地元 で あ っ て も 共通語 を

話す見知 ら ぬ人 に は83 % が 「共通語で話す よ う に つ と め る J も し く は 「津軽弁

独特 の 言葉がで な い よ う に 気 を つ け る 」 と い う も の で あ る 。 さ ら に 、 「東京 で見

知 ら ぬ人 に道 を 尋ね る J 時 に は、 96 % が共通語で話す と い う 結果 も あ る 。 東北

方言話者 に と っ て 、 共通語 を 話す人 に 対 し て は、 地元 で あ れ東京 で あ れ、 共通

語で話 さ な く て は な ら な い と 意識 し て い る こ と が確認で き る 。 さ ら に 、 津軽弁

を 「嫌いJ な 人 の56% 、 「嫌 な 感 じ がす る | と 答 え た 人の84% が、 「子供や孫 に は

こ と ば を 「使い分 け ら れ る よ う に な っ て 欲 し い J J と 答 え て い る 。 方言 に 対 し て
肯定的 に な れ な い経験や思 い が あ る 場合 は な お さ ら の こ と 、 で き る だ け相手 に

配慮 し て 、 日 本語社会で規範 と さ れ る 共通語 を使い こ なせ な け れ ば、 日 常生活

がス ム ー ス に い か な い と 痛感 し て い る の で あ る 。 そ れが、 今風 に い え ば 「敬意」

のー側面 と さ れて し ま う の で あ る 。

さ ら に 関連す る も の と し て 、 『 オ レ オ レ詐欺 !? .1 (2007年NHK教育 テ レ ビ で放

送) に つ い て 考 え て み た い 。 福島県立南会津高校の放送委員会が制作 し た ビ デ

オ で あ る 。 自 称詞 [ オ レ J は共通語で は男性専用 で あ る が、 東北方言で は男 女

と も に使 え る 表現で あ る 。 こ の 点 に 註 目 し 、 女子高校生が 「 オ レ j を使 う こ と

の是非 に つ い て 時 に 真面 目 に 、 そ し て 時 に ユ ー モ ア を 交 え て 展開 し て い る 。 そ

の 最後 に 、 1 1 オ レ」 を ご使用 の 際 は 自 分 と 相手 と の バ ラ ン ス を考 え 無理 な く ご

使用 く だ さ い 。 ま た 、 将来 の こ と を 考 え 、 「私J も 使 い こ な せ る よ う に な り ま

し ょ う j と か し こ く ま と め て い る 。 つ ま り 、 彼女 ら に と っ て 、 「 オ レ j の 方が本

音 を語れ る が ( こ の こ と が タ イ ト ル に込 め ら れて い る ) 、 世間 で期待 さ れた 丁寧

さ や 「女 ら し さ J と い う 点 か ら 、 将来社会 に 出 て い っ た 場合、 そ れ を使 う と 否

定的 な イ メ ー ジ を伴 う た め 、 共通語の 「私J を 「使い こ なせ る 」 よ う に し た 方

がい い と い う 結論 に 至 っ た の で あ る 。 女性の東北方言話者、 特 に 若 い人 の場合

は、 共通語 と 「女 ら し さ J と い う 点 か ら 、 方言使用 に お い て 、 こ の よ う な 負荷

がか け ら れて し ま っ て い る 。

『 オ レ オ レ 詐欺 !? .1 で も み ら れ た よ う な 「女 ら し さ 」 の 縛 り と 使 い 分 け意識

と の 関係 か ら み て み る と 、 日 本語社会 に お い て 、 一般的 に 女性の 側 に 、 相手や
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場面 に よ っ て 丁寧 な 表現 を す る こ と が強 く 期待 さ れて い る 。 「 そ ん な 乱暴 な 言 い

方 を し て は い け ま せんj と し つ け ら れ る の は女 の 子 の方 に 多 い 。 こ の点 が、 相

手や場面 に応 じ た 、 方言 と 共通語の 「使い分 けJ と 共通 し て い る よ う に 思わ れ

る 。 ク ラ ス 1 や ク ラ ス 2 の話者 よ り も 、 ク ラ ス 4 の 方言話者 の側 に 、 よ り 「使

い分 けJ の負荷が か か っ て い る 。 相手や場面 に応 じ た使い分 け を要請 さ れて い

る 。 ク ラ ス 4 の地域方言が公的、 あ ら た ま っ た 場面で は よ り そ ぐ わ な い の で あ

る 。 以前 に 、 「使い分 けJ と い う の は 中立的 な表現で は な く 、 共通語 と 方言 の序

列関係 ( さ ら に は方言聞 の 序列関係) を 前提 と し た 発想 が あ る と 指摘 し た が、

以上の こ と が理 由 で あ る 。

2 . 3 方言 コ ン プ レ ッ ク ス が な く な っ た

こ の章 の 官頭部分で引 用 し た篠崎 (2017) で も 語 ら れて い た が、 田 中 (201 1 ，

2016) は 、 新聞記事や投書 を調査 し た 結果、 1980年代以降、 方言 コ ン プ レ ッ ク

ス に つ い て の も の が な く な っ て き た た め、 í í方言J を ネ ガテ ィ プ な も の と し て

捉え る 考 え 方が ほ ぼ消滅 し たJ ( 田 中201 1 : 52) と し て い る 。 方言の 「価値J が

上昇 し た た め に 、 新聞記事や投書 に お い て 、 方言 に ま つ わ る 悩み や問題が登場

し な く な っ た と 推測 し て い る 。 が、 は た し て そ う だ ろ う か。

私が行 っ た大学生 を対象 と し た 簡単 な ア ン ケ ー ト か ら み て も 、 方言 に つ い て

そ れほ ど肯定的 に 思 っ て い る わ け で は な い こ と がみ え て く る 九 そ の 中 に は、 県

外や首都圏 な ど で は極力 方言 を使わ な い よ う に 「使 い分 け」 て い た り 、 ま た 、

県外や首都圏 の大学 に 進学 し た 友人 な ど が方言の こ と でか ら かわ れた り 、 そ の

方言で あ だ名 を つ け ら れた り し た と い う 指摘 も あ っ た 。 2016年 に お い て も 、 20

歳前後の若い世代 が方言 に つ い て こ の よ う な思 い を抱 い て い る 。 ち ま た で は方

言が も て は や さ れて い る よ う な 印象 が あ る か も し れ な い が、 個 々 人 に と っ て 、

方言 を め ぐ り 具体的 に 経験す る こ と は 、 県外、 あ る い は、 首都圏、 東京 で は特

に 、 茶化 さ れた り す る な ど、 気分の い い も の で は な い と い う 実感 も あ る の で あ

る 。 や は り 、 現代 も 方言 は あ く ま で下位 に位置付 け ら れて い る 共通語中心 の社

会 な の だ。

具体的 な 方言使用 に ま つ わ る 語 り を東北方言 に つ い て み て み よ う 。 先 に あ げ

た 「津軽弁J の調査 を 実施 し た佐藤 ( 1996 : 31 - 41) は 、 方言 に 対す る ス テ イ

グマ (stigma) に つ い て 述べ て い る 。 1 987年、 地元紙 『東奥 日 報』 に 、 他県 か

8 2016年 に静岡大学の 1 年生 (71人〉 に実施 し た。 出身地域は、 半数以上が静岡 を含め た 中部地域
であ る 。
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ら 青森 に移 り 住 ん で、 き た 「主婦J に よ る 「津軽弁」 に 対す る 否定的 な 投書 が掲

載 さ れた こ と を き っ か け に 、 シ ピ ア な 投書 の や り と り が そ の後 な さ れた こ と を

紹介 し て い る 90 1993年、 1996年 に も 同様 な 事態 が投書欄 で展開 さ れ、 方言 に ま

つ わ る こ の よ う な や り と り が、 「定期 的 に繰 り 返 さ れ る テ ー マ J の一つ に な っ て

い る と 指摘 し て い る 。 そ の上で、 佐藤 (1996 : 32 - 33) は、 190年代 の 人 た ち が

意識す る ス テ ィ グマ は、 ( 中 略) 共通語が話せ る よ う に な っ た か ら こ そ の 、 新 た

な侮蔑や劣等意識 を 表出 す る 。 50年代 と は違 っ た 意味で の ス テ ィ グマ 性j が存

在 し て い る と し て い る 。 そ こ で は、 大学生 の 内 省 も あ げ ら れ、 決 し て 、 コ ン プ

レ ッ ク ス が払拭 さ れた の で は な い こ と を 裏付 け る 意見 も 出 さ れて い る 。 こ の 点

に 関連す る も の と し て 、 イ (2009 : 255) がマ イ ノ リ テ ィ 言語 に つ い て 述べて い

る も の が参考 に な る だ ろ う 。 「 き わ め て 狭い範囲 で し か言語が用 い ら れず、 し か

も そ の 言語 に 強 い否定的価値 が付着 し て い る 場合、 話者 は積極的 に そ の 言語 を

用 い よ う と し な く な る こ と が あ る 。 周 囲 の 強大 な 言語 に乗 り 換 え る ほ う が、 社

会的上昇 が た や す く な る と す れ ば、 ど う し て そ の 誘惑 を 拒否 で き る だ ろ う か。

( 中 略) 言語の使用領域 を確保す る 必要が あ る と 同 時 に 、 そ の 言語 に対す る 話者

の 肯定的態度 を は ぐ く む必要 が あ る J と 主張 し て い る 。 イ の マ イ ノ リ テ ィ 言語

の状況 が東北方言 に も 十分 あ て は ま る も の だ と 考 え て い る 。

今 日 、 共通語 を 話せ る よ う に な っ た こ と で、 む し ろ 相手や場面 に応 じ て 「使

い分 け J 、 方言 を 隠す こ と がで き る よ う に な っ た た め 、 笑わ れた り 、 嫌 な 思 い を

す る 体験が実質的 に減 り 、 わ ざわ ざ全国紙 に 投書す る ま で の 話題 に は な ら な く

な っ た が、 だ か ら と い っ て 、 方言 自 体 に対す る コ ン プ レ ッ ク ス が な く な っ た わ

け で は な い。 表向 き は な く な っ た よ う に感 じ る か も し れ な い が、 心 の片 隅 に し っ

か り と 存在 し て い る と 考 え る 。 メ デ ィ ア な ど で は 方言 が頻繁 に 、 そ し て 肯定的

に 扱わ れて い る よ う に 感 じ ら れ る か も し れ な い が、 日 常生活で方言 を使用 し よ

う す る と き に 、 個人 と し て 直面す る こ と と は ま た 別 な の で あ る 。 そ の 点 を き ち

ん と 分 け て 考 え る 必要が あ る の で は な い だ ろ う か。

さ ら に 、 田 中 (201 1 : 227 -- 237) は、 2006年 に 東北方言、 関西方言、 九州方

言 の イ メ ー ジ に つ い て 、 東京都新宿 区 の大学 に 通 う 大学生71人 と 秋 田 市 の 大学

に 通 う 大学生136人 に 対 し 、 調査 を し て い る 。 以下 の よ う な 結果 と な っ た と い う

( こ こ で は表 に ま と め る ) 。

9 ス テ ィ グ'マ と は、 「社会的 に望 ま し く な い と 思わ れて い る 特徴J の こ と を指 す (佐藤1996 : 16) 。

- 103 -



表 2 東北方言 の イ メ ー ジ

秋田 の大学生 東尽 の大学生

田舎者 の こ と ば 89. 0 %  85. 9 %  

かわ い い 34. 6 %  57. 7 %  

3か っ こ し 、 し 、 5. 9 %  2. 8 %  

表 3 関西方言 の イ メ ー ジ

秋 田 の 大学生 東尽 の大学生

お笑い の こ と ば 82 . 4 %  87. 3 %  

カミ っ こ し 、 し 、 47. 1 %  47. 9 %  

かわ い い 30. 1 % 43. 7 %  

表 4 九州方言の イ メ ー ジ

カミ っ こ し 、 し 、

田舎者 の こ と ば

か わ い い

秋 田 の 大学生

48. 5 %  

41 . 9 %  

22. 1 %  

東京 の大学生

60. 6 %  

29. 6 %  

35. 2 %  

今回注 目 し た い の が東北方言の イ メ ー ジ で あ る 。 「 田舎者の こ と ばj と い う イ

メ ー ジ で は ど の大学生 も 高 い割合 を示 し て い る が、 「か わ い いj と い う イ メ ー ジ

では差 が あ る 。 こ の差 に つ い て 、 そ の後、 秋 田 の大学 に 通 う 東北地方生育者 の

大学生 た ち が感 じ た こ と は、 「東京 と い う 都会で暮 ら す若者 た ち が、 「東北方言J

を 下 に み た 勝手 な 庇護意識や支配意識 を 反映 し た も の だ と 捉 え 、 「 中 央J か ら
「地方J に対す る い わ ば上か ら 目 線的 な 印象 を j 強 く も っ た ( 田中201 1 : 229 -

230) こ と を紹介 し て い る 。 こ れ は 、 先 に あ げた佐藤 (1 996) で の 「津軽弁j に

関す る 否定的 な投書への反響 と 重 な る と こ ろ が あ る 。 つ ま り 、 東北方言の イ メ ー

ジ がか な ら ず し も 肯定的 に な っ た と は い え な い実態 に 対す る 、 東北方言話者 と

し て の若者の 率直 な 思 い だ と い え る 。
「 田舎の こ と ば」 と い う イ メ ー ジ が強 く 、 「 か っ こ い い」 と は い え な い東北方

言 を母語 と す る 若い話者 た ち に と っ て 、 「か わ い いj と い う 、 一見好意的 な 評価

を受 け て も 、 日 常的 に 自 分 た ち が出会 う 具体的 な体験 に つ い て 否定的 な も の が

強 く あ る と す れ ば、 当 事者以外か ら の好意的 な 評価 を 素直 に 受 け入れ る こ と は
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し に く い だ ろ う 。 東北方言 は 、 共通語母語話者 に と っ て は 、 「余裕」 を も っ て

「楽 し ん だ り 、 味わ っ た り 、 時 に は使 っ て み た り 」 で き る も の (対象物) だ ろ う

が、 東北方言話者 に と っ て は、 切 り 離せ な い、 一体 の も の な の で あ る 。

今回 は、 は か ら ず も 、 東京 の大学生 に よ る 「 か わ い い 」 と い っ た 、 一見、 肯

定的 な 判断 を め ぐ り 、 東京 か ら の 「勝手 な 」 イ メ ー ジ だ と す る 東北方言母語話

者 の複雑 な 思 い が あ る こ と が明 ら か に な っ た 。 こ の よ う な 思い は、 数値上. は な

か な か 出 て こ な い も の で あ り 、 当 事者以外の 外部 の 人 に は な か な か言 い に く い

も の だ と 思わ れ る へ

結局 の と こ ろ 、 イ が提案す る よ う に 、 方言話者が 自 身の 方言 に 対 し て 肯定的

な 態度 を も て る よ う な社会的条件 と は何か と い う こ と を考 え る こ と の 方 が必要

だ と 思 う 。

2 . 4 方言イ メ ー ジ ・ ス テ レ オ タ イ プ
方言話者 に と っ て 、 自 身の 方言 の イ メ ー ジ や ス テ レ オ タ イ プが肯定的 な も の

で な い場合 は 、 特 に 県外や首都圏 に お い て は 、 見知 ら ぬ他人 に 方言 を 聞 かれた

く は な い だ ろ う 。 こ こ で は、 方言研究で精力 的 に行われて き た 、 方言 の イ メ ー

ジ や ス テ レ オ タ イ プの 調査研究 を 紹介す る 。

1999年以前 で は あ る が、 貴重 な 調査 を 実施 し て い る 井上 C1977ab ) を紹介す

る 。 そ こ で は 、 1971年 に 宮城、 東京、 京都 の 高校生 に 対 し て イ メ ー ジ調査 を 実

施 し て い る 。 東北弁、 東京弁、 関西弁の も つ イ メ ー ジ を め ぐ り 、 評価語 を 抽 出

し 、 そ れ ら を 3 つ の クツレ ー プ に 分 け、 情的評価、 知 的評価、 郷愁評価 と 称 し 、

考察 し て い る 。 そ れ ぞれの グ勺レ ー プの 評価語 を い く つ か あ げ る と 、 情的評価 に

は、 「丁寧十 ぞ ん ざい、 き れい一一汚い 、 若い女性 に ふ さ わ し い ふ さ わ し く な いj

な ど、 知 的評価 に は、 「聞 き と り や す い 聞 き と り に く い 、 能率的一非能率的、

標準語 に近い一遠い、 昔 の 言葉 を使わ な い 使 う 」 な ど、 そ し て 郷愁評価 に は、
「味が な い あ る 、 深み が な い あ る j な ど が含 ま れて い る 。 調査結果 か ら 、 方

言 と 評価、 そ し て 地域 に つ い て 、 以下 の よ う に ま と め て い る 。

10 方言 ブー ム に あ っ て 、 方言 に つ い て 、 表立 っ て 否定 的 に 語 る こ と は、 今や し に く く な っ て い る 。
小西 (2002) が鋭 く 指摘 し て い る よ う に 、 方言 は 「悪い こ と ばJ で は な く 、 I い い も の J r大切 な
も の」 な ど と 語 ら れ、 「 も て はや さ れて い る J 時代 に あ っ て は、 型通 り の質問 に対 し て は、 [ タ テ
マ エ上 の答え し か得 ら れ な い恐れ」 が あ る 。
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表 5 方言 と 評価

郷愁 知的 情的 代

価評 価評 価評 表

十 一 一 東北弁境辺型 舎型凹
、‘J

一 十 十 尽墓弁
) 

代
都車

関
都型古十 一 + 西弁

(井上1977b : 87) 

上 の表か ら 、 東北弁 は 、 他 の 方言 に く ら べ、 知 的 に も 情的 に も マ イ ナ ス に 評

価 さ れて い る 。 つ ま り 、 汚 い、 乱暴 な こ と ばで あ り 、 若い 女性 に ふ さ わ し く な

い、 聞 き と り に く い、 昔 の 言葉 を使 う と い っ た イ メ ー ジ を も っ て い る 方言だ と

い う こ と だ。 そ し て 、 こ の よ う な マ イ ナ ス 評価 は 、 東北弁話者 自 身 も 感 じ て い

る と い う こ と も 明 ら か に な っ た 。

2000年代 に 実施 さ れた 調査 に つ い て は 、 特 に 、 田 中 (201 1) が ま と め て い る 。

方言意識調査 を 、 2007年 に 首都圏 の大学生 (265人) を対象 と し た も の と 、 2010

年 に 16歳以上 の全国 の 男 女 (有効回答数1347人) を対象 と し た も の を実施 し て

い る 。 前者の 場合 は、 14の イ メ ー ジ語 を 提示 し 、 47都道府県 の リ ス ト か ら 選ん

で も ら う 。 14の イ メ ー ジ語 は、 「お も し ろ い、 つ ま ら な い、 か わ い い、 かわ い く

な い、 か っ こ い い 、 か っ こ わ る い、 男 ら し い、 女 ら し い、 洗練 さ れて い る 、 素

主上、 亙主主主主、 冷た い、 質竺、 や さ し いJ で あ る 。 後者 の 場合は 、 下線で示

し た イ メ ー ジ語 ( 8 つ) に絞 っ て 実施 し て い る 。 そ れ ら の 結果 を 総合的 に ま と

め た も の が以下 の 通 り であ る 。

「お も し ろ いJ = í大阪方言j

I か わ い いJ = í京都方言J
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「 か っ こ い い J = i東京方言J I大阪方言j

「 あ っ た か い J = 1沖縄方言」

「素朴J = 1東北方言 ( 1青森J ) J

[怖い J = 1大阪方言J 1広島方言J

「男 ら し い j ニ 「九州方言J

「女 ら し い J = 1京都方言J

( 田 中201 1 : 78 - 79) 

こ の 「方言ス テ レ オ タ イ プJ が 「方言 コ ス プ レ」 を行 う 際 に 重要 な 「参照枠J

に な る と 指摘 し て い る 。 東北方言 に つ い て は、 「素朴」 と い う イ メ ー ジ が強 く あ

り 、 そ れ 自 体 は プ ラ ス と も マ イ ナ ス と も 受 け取れ る も の で は あ る が、 田舎性 を

強 く 帯 びて い る こ と は確 かでおあ る 。 先 に紹介 し た 田 中 (201 1 : 228) で の 、 2006

年 に 行 っ た 秋 田 と 東京 の 大学 に 通 う 大学生 に対す る 調査で は、 い ずれの大学生

も 、 8 割以上 が東北方言 を 「 田舎者 の こ と ば」 と イ メ ー ジ し て い る こ と か ら も

裏付 け ら れ る 。

今 ま で見て き た 、 井上や 田 中 の調査か ら も 、 東北方言 を マ イ ナ ス に み る 、 も

し く は 「 田舎 の こ と ばj と し て の イ メ ー ジ は、 戦後70年以上 た っ て も ぬ ぐ え な

い 強力 な も の と い え る 。 こ の 方言 イ メ ー ジ を 執掲 に 再生産 し て き た も の の一つ

が、 メ デ ィ ア だ と い え る 。 田 中 (2016 : 1 14- 1 1 6) は、 2015年全国方言意識Web

調査 を 行い、 方言 イ メ ー ジ に 影響 を与 え た も の を あ げて も ら っ た と こ ろ 、 テ レ

ビ ド ラ マ 56 % 、 テ レ ビ の バ ラ エ テ ィ ー番組37. 6% の順で、多 か っ た こ と か ら 、 「現

時点 に お け る ヴ ア ー チ ャ ル方言 と そ の ス テ レ オ タ イ プ は 、 そ の か な り の部分 が

テ レ ビ ド ラ マ か ら 影響 を 受 け た も の で あ る J と し て い る 110

井上 の 調査で知 的 に も 情的 に も マ イ ナ ス 評価 を も っ 、 特 に 周 縁 に 置 かれて き

た 東北方言 は 、 2000年代 で の メ デ ィ ア で は ど の よ う に 「利用 j さ れ、 ど の よ う

な イ メ ー ジ や ス テ レ オ タ イ プが作 ら れて き た の か、 以下 で、 具体的 な 番組や作

品 を と り あ げ、 考察す る 。 結論か ら い え ば、 こ こ で紹介 し た 調査で明 ら か に な っ

た 東北方言 の イ メ ー ジ や ス テ レ オ タ イ プが、 2000年代 に お け る 今 日 の メ デ ィ ア

に お い て も 執掲 に再生産 さ れ、 地域方言 と し て の み な ら ず、 社会方言 と し て も 、

二重 に 周縁化 さ れ続 け て い る と い う こ と に尽 き る 。

1 1 井上章一氏 (国際 日 本文化研究セ ン タ ー教授) は、 テ レ ビ メ デ ィ ア が 「関西 = 笑い 、 阪神 タ イ
ガ ー ス フ ァ ンj と い う イ メ ー ジ を作 り 上 げた と 分析 し て い る (NHK ラ ジ オ 第二、 文化講演会 『ゆ
が め ら れた 関西像j 2017年 8 月 27 日 放送)
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3 メ デ ィ ア に 描かれる 東北方言 イ メ ー ジ ・ ス テ レ オ タ イ プ

こ こ で は、 2000年代 の メ デ ィ ア に描 か れ る 東北方言、 東北地域、 東北方言話

者の イ メ ー ジ や ス テ レ オ タ イ プ を ま と め る 。 私 が こ れ ま で調査 し て き た も の を

短 く ま と め な が ら 紹介 .し 、 全体 と し て ど の よ う に表象 さ れて き た か を考 え る 。

今回 は 、 東北方言 が利用 さ れて い る テ レ ピ ド ラ マ 、 娯楽番組、 そ し て 、 ア メ リ

カ 文学作品 の 日 本語訳 を扱 う 。

3 . 1 NHK の テ レ ピ ド ラ マ

こ こ で は 、 全国 向 け の 放送 と し て NHK が制作 し た ド ラ マ を考察す る (熊谷

(2014、 2015a) も 参照 さ れた い) 。 対象 と す る も の は 、 NHK連続 テ レ ピ小説で

は、 ま ず、 東北 が舞台 と な っ た 『 ど ん ど 晴れJ (2007年放送、 舞台 : 岩手県盛 岡

市 と 横浜市) 、 『 あ ま ち ゃ んJ (2013年放送、 舞台 : ロ ケ 地 は岩手県久慈市 ( ド ラ

マ で は 「北三陸J と い う 架空の 町) と 東京) 、 そ し て 、 東京 が舞台 で あ る が、 東

北方言話者が登場 し て く る 『梅 ち ゃ ん先生.1 (2012年放送) の 3 作品 と 、 単発の

地域 ド ラ マ作品 で は 、 『続遠野物語JI (2010年放送、 舞台 : 岩手県遠野市) と 『私

の 青 お に j (2017年放送、 舞台 : 山形県 高 畠 町) の 2 作品 と す る 。 NHK連続 テ

レ ビ小説や大河 ド ラ マ に つ い て 、 そ の歴史的変遷 と 方言利用 の 分析 に つ い て は

田 中 (201 1) に す ぐ れ た 論考が あ る 。

周知 の よ う に、 NHK連続 テ レ ピ小説 は 1 961年 に始 ま っ た も の で、 日 曜 日 を 除

く ほ ぽ毎 日 (朝、 昼、 そ し て BS で は夜 も ) 15分ずつ放送 さ れて い る 、 全国的 に

よ く 知 ら れた ド ラ マ で あ り 、 様 々 な分野で話題 と な り 、 研究の対象 と も さ れて

き た 。 こ れ ら の作品 の基本的 な ス ト ー リ ー は、 い ずれ も 女性主人公 の成長物語

(実話 を も と に し た も の も あ る ) で あ る 。 中 に は時代 の雰囲気 も 反映 さ れ、 そ れ

ま での慣習 に 縛 ら れ な い新 し い タ イ プの職業 に つ い た り す る 女性が登場 し た り

す る も の の、 当初 か ら 最新の作品 に 至 る ま で、 恋愛や結婚、 そ し て 、 子 ど も を

も つ な ど、 い わ ば、 従来の ジ ェ ン ダー に沿 っ た 女性像が前提 と さ れて い る 。

3 .  1 .  1 あ ら す じ

こ れ ら の作品 の あ ら す じ を簡単 に紹介す る 。 ま ず、 NHK連続 テ レ ピ小説 に つ

い て み て み よ う 。 『 ど ん ど 晴れJI (以後、 『 ど』 と 略す) は 、 横浜で ケ ー キ 職人 を

め ざす女性が主人公で あ る 。 フ ィ ア ン セ が岩手県盛岡 市 に あ る 老舗旅館の長男

であ り 、 彼が祖母 の願い を 受 け て 、 旅館 を継 ぐ こ と を決意 し た た め、 彼女 は女
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将 に な る べ く 、 盛岡 に移 り 住み、 旅館で修業 し 、 最後 に は女将 と し て 認 め ら れ、

結婚す る 話で あ る 。 次 に 、 『 あ ま ち ゃ んH以後、 『 あ 』 と 略す) は、 東京 で さ え

な い 高校生活 を 送 っ て い た 主人公 が、 結婚生活 に行 き 詰 ま り を 感 じ て い た 母親

と と も に 、 母親 の 実家 ( 1北三陸J ) を初 め て 訪れ る 。 祖母 の職業 で あ る 海女 に

な る 決意 を し 、 修業 し つ つ、 一方で町お こ し の た め に 、 地元 の 同級生 と 一緒 に

ア イ ド ル と し て 活躍す る 中 で、 自 信 を と り も ど す 。 後半 は、 ア イ ド ノレ に な る た

め に東京 に行 き 、 デ ビ ュ ー を は た す が、 結局、 東 日 本大震災後の復興の た め に

北三陸 に も ど り 、 同級生 と と も に 活動 し て い こ う と す る 話で あ る 。

『梅 ち ゃ ん先生.J (以後、 『梅J と 略す) は、 戦後の東京 が舞台 で あ る 。 主人公

は大学 の 医学部で教授 を し て い る 父親 を 見習 い、 女子医専 に入学 し 、 同級生 た

ち と 切瑳琢磨 し 、 医者 に な り 、 地元 で医院 を 開業す る 。 ま た 、 幼馴染でね じ 工

場の長男 と 結婚 し 、 子育 て し つ つ 、 医者 と し て 活躍す る 話で あ る 。 こ の作品 に

は、 女子 医専時代 の 同級生 と し て 秋 田 出身の 女性 と 、 嫁 ぎ先 の 工場 に 集団就職

と し て 青森か ら 来 た 男性が登場す る 。

次 に 、 単発の 地域 ド ラ マ の あ ら す じ を紹介す る 。 『続遠野物語H以後、 『続』 と

略す) は、 女性主人公 が東京 の雑誌社 か ら 取材で遠野 に や っ て く る 。 子供 を 亡

く し て 離婚 し た こ と に 思 い悩 ん で、い る 彼女 が、 遠野で た ま た ま 出会 っ た 老婆 の

家で も て な さ れ、 死 ん だ は ず の 、 老婆 の夫 に励 ま さ れ、 い つ の ま に か元気 を と

り 戻 す話 で あ る 。 『私 の 青 お に H以後、 『私』 と 略す ) は 、 東京 の 出版社 に勤務

す る 地元 出身の 女性主人公 が、 地元 の 童話作家浜 田広介の 『泣 い た 赤 お に 』 の
続編 の 出版作業 の た め 、 地元 を 訪れ る 。 彼女 は 、 高校時代 の い じ め の こ と も あ

り 、 ま た 田舎 だ と 馬鹿 に し て 地元 と は距離 を お い て き た 。 し か し 、 い じ め ら れ

た と き に 唯一 か ばっ て く れ た 同級生 と 再会 し 、 和解 し 、 ま た 地元 の良 さ も 発見

し 、 自 信 を取 り 戻 す話で あ る 。

以上お お ざ っ ぱ な あ ら す じ を紹介 し た 。 こ れ ら の作品 に 共通す る 特徴 を み て

3 . 1 . 2  女性主人公 と 東北方言

こ れ ら の作品 に 共通す る の は、 東北 を舞台 と し た 場合、 女性主人公 が地元 出

身者 と し て 設定 さ れ な い 、 も し く は、 地元 出身者 で あ っ て も 方言 を 話 さ な い と

い う 設定 に さ れて い る と い う こ と で あ る 。 『 あ 』 で は、 主人公 が東京生 ま れ、 東

京育 ち で も と も と は共通語母語話者 で あ り 、 「北三陸j に移 り 住ん で、 か ら 身 に つ

け た 東北方言 も ど き を 、 丁寧 で な い 共通語 と と も に使 う よ う に な る 。 し か し 、
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3 . 2 で扱 う よ う に 、 共通語母語話者が方言 を利用 す る 場合 は、 自 己 ア ピ ー ノレ の

た め の 「 い い と こ 取 り j で あ り 、 田 中 (201 1) の い う 「方言 コ ス プ レ j の レ ベ

ル に す ぎ な い 。 彼女の 基本的 な イ メ ー ジ は、 あ く ま で 「東京j 出身の 女性で あ

る 。

NHK連続 テ レ ビ小説 は北海道か ら 沖縄 に 至 る ま で (時 に は 国外 も ) 様 々 な と

こ ろ が舞台 と な り 、 ド ラ マ の ロ ケ 地 に 選 ばれ た 地域 は観光地 と し て 大 々 的 に ア

ピ ー ル す る 。 『 あ 』 に つ い て み る と 、 地元紙で は観光客が増 え た こ と を紹介 し て

い る (観光客が23倍増加 し た と 報道 し て い る 。 『岩手 日 報.1 (2013年 9 月 8 日 付) ) 。

2000年 か ら 2017年前半 ま で に 制作 さ れた 連続 テ レ ビ小説 は34作品 あ り 、 首都

圏 を舞台 に し た 4 作品 を 除い た 30作品 中、 東北 を 舞台 と す る も の は 4 作品、 そ

れ以外 は26作品 で あ る 。 そ の う ち 、 女性主人公 が舞台 と な っ た 地域の 方言母語

話者 と し て 方言 を使 う 作品 は、 東北 の 場合、 2 作品 (50 % ) あ り 、 そ れ以外 の

場合 は 、 22作品 (84. 6 % ) あ る 。 関西地域 を 舞台 と す る 作品 に 限 っ て み る と 、

ほ と ん ど が方言 (母語) 話者 と し て 登場 し て い る 。 吉村 (2017 : 156 - 157) は 、

NHK連続 ド ラ マ小説 は 、 地方出身者の 主人公が都会で出世す る ス ト ー リ ー な の

で、 ド ラ マ の リ ア リ テ ィ の た め に 、 「地方の こ と ば」 と 「都会の こ と ばj を対比

さ せ る こ と が特徴的で あ る と し て い る が、 舞台 と な っ た 地域 に よ っ て 、 こ の よ

う な 差 がでて く る こ と に つ い て は説明 さ れて い な い。

加 え て 、 単発の地域 ド ラ マ作品 での女性主人公 は、 『続』 で は東京か ら 来た と

い う 設定で あ り 、 『私』 で は 、 地元 出身で あ る に も 関わ ら ず、 基本的 に 地元の方

言 を 話 さ な い (母親 と の会話で一度使 っ て い る の み) 0 r私』 と 同 時期 に 放送 さ

れた、 大阪 を 舞台 に し た 地域 ド ラ マ 『 ア オ ゾ ラ カ ッ ト .1 (2017年放送) で は 、 主

人公が男性で は あ っ た が、 登場人物 は基本的 に 全員 が関西方言 を話 し て い た こ

と と 対照 的で あ る 。

さ ら に 、 『梅』 で は 、 東京 が舞台 に な っ て い る た め に 、 女子医専で主人公 と 同

じ班 に な っ た 4 人 の う ち 、 秋田 出身者一名 を 除い て 、 皆、 共通語 も し く は 「女

こ と ばJ を話 し て い る 。 し た が っ て 、 当 然 の こ と な が ら 、 秋 田 出身者 は、 東北

方言ゆ え に ひ け 目 を 感 じ て お り 、 た だ た だ感謝 し た り 、 あ や ま っ た り 、 笑 っ た

り し て い る こ と が多 く 、 口 数 は極端 に 少 な い。 彼女 だ け お さ げ髪で、 め がね を

か け た あ か ぬ け な い外見 を し 、 秋 田 の実家 に 帰 る だ け の お金 も な く 、 ま た 、 医

者 に な る た め の理 由 も 語 ら ず、 恋愛 を し た り 、 悩 ん だ り す る こ と も な い。 他 の

共通語話者 は 皆医者 に な る た め の理 由 を語 り 、 恋愛 に つ い て も 悩 ん だ り 、 励 ま

し あ っ た り す る 場面が多 々 でて く る 。 東北方言話者 は こ の よ う に し て他者化 さ
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れて い る 120

こ れ ら の作品 で さ ら に 言 え る こ と は、 地元 出身 と い う 想定 に も か か わ ら ず、

方言 を使用 し な い女性 の登場人物 の存在 で あ る 。

表 6 地元 出身者で方言 を 話 さ な い女性登場人物 の役柄

作品名 役 柄
『 ど』 旅館の 女将、 (魅力 的 な ) 義姉 (主婦) 、 若 い 中居 た ち 、 若い写真家

『 あ 』 主人公の母親 (主婦) 、 (魅力 的 な ) 地元 の 同級生
、

『続』 な し

『私』 主人公の (魅力 的 な ) 同級生、 若 い イ ラ ス ト レ ー タ ←

地元 出身者で あ る に も かかわ ら ず、 方言 を 話 さ な い女性の登場人物 の 特徴 は、

(魅力 的 な ) 若い女性や主婦 な ど、 田舎イ メ ー ジ と は あ わ な い タ イ プで あ る 。 方

言 の序列 と い う 観点 か ら 考 え て み る と 、 関西地域、 特 に大阪 を 舞台 に し た 作品

の 場合 は、 女性主人公 を 含 め、 ほ ぼ全員 が関西方言 を 話す の が当然 で あ る こ と

か ら 、 関西方言 は 、 若 い 女性 を含 め た 、 ど ん な 人 に も ふ さ わ し い 方言で あ る 一

方、 東北方言 は 田舎 イ メ ー ジ に合わ な い 、 特 に 若 い (魅力 的 な ) 女性 に は使用

制限の つ く 、 一種 の序列 が存在す る こ と が、 こ れ ら の作品 か ら も 裏付 け ら れ る 。

一方、 こ れ ら の 作品 に お い て 、 濃い め の東北方言話者 は 、 女性で は、 中高年

層 で あ り 、 主婦 な ど の 都会 を 思わせ る 職業 で は な く 、 農婦、 海女 や 中居 な ど、

ど ち ら か と い う と 事務的 な デス ク ワ ー ク と い う よ り 体 を使 う 職業 な ど に つ い て

い る 人 た ち が中心で、 かっ 、 使用 さ れた東北方言 は 、 濁音 が強調 さ れ (歌 を 歌

う と き も 含 め ) 、 「東京 さ い ぐ べj に 代表 さ れ る 格助詞 「 さ 」 や文末表現 「べj 、

そ し て 語葉 は 「 め ん こ い 」 な ど ご く わ ずか な も の に と ど ま り 、 全国 的 に よ く 知

ら れた 、 時 に 間違 っ た 、 ス テ レ オ タ イ プ的 な 方言が使わ れて い る 130 し か も 、 大

声 で、 騒が し く 話 し た り 、 く ぐ も っ た 、 重い 声 で話 し た り と 、 極端 な 形 で使わ

れ る 。 い ずれ に し ろ 、 共通語話者 と 比 べ て 、 濁音 が強調 さ れた 、 あ か抜 け な い

話 し 方 を し て い る 。

12 こ の よ う な東北方言話者の態度や物腰の描 き 方 は、 Meek (2006) での ア メ リ カ に お け る 、 「 ア メ
リ カ ン イ ン デ ィ ア ンJ の描 き 方 に共通 し て い る 。

13 ど の作品 に も こ と ば指導者 の 名 前 が ク レ ジ ッ ト に 出 て く る 。 詳細 は 回 中 (201 1 ) を参照 さ れ た
し 、 。
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3 . 1 . 3  東北の イ メ ー ジ ・ ス テ レ オ タ イ プ
方言以外の 要素 と し て 、 東北 を 舞台 と す る 、 あ る い は東北 出身者 が登場 し て

く る 作品 に は必ず と い っ て い い ほ ど、 自 然、 郷土料理、 南部 曲 が り 屋や かやぶ

き 屋根の家、 囲炉裏端 な ど古め か し い家屋、 道具 な ど が背景 に ひ ろ が っ て い る 。
『統』 で は 、 東京 か ら 来 た 主人公が ケ ー タ イ な ど駆使 し て 仕事 し て い る の と は対

照 的 に 、 「 か ま ど」 で 「 ひ っ つ みj 料理 を作 っ た り 、 「囲炉裏端j で食事 を し た

り 、 先祖代 々 の遺影がず ら り と 掲 げ ら れた広 々 と し た 「座敷」 な ど、 100年以上

前 の 日 本の農村の姿が、 ド ラ マ を通 し て 、 遠野 と い う 舞 台 に 投射 さ れて い る 。

ま た 、 童話、 昔話、 『遠野物語』 、 宮津賢治、 石川 畷木 な ど に ま つ わ る エ ピ ソ ー

ド が盛 り 込 ま れ る 。 『私J で は 、 浜田広介の童話作品 を ベ ー ス に ス ト ー リ ー が作

ら れ、 『 ど 』 や 『続』 で は 、 お決 ま り の 「座敷わ ら し J が登場 し て く る 。 ま た

『 ど』 で は 、 遠野 も ロ ケ 地 と な り 、 『風の又三郎』 的 な シ ー ン が再現 さ れ る 場面

も あ る 。 さ ら に 、 『梅』 で は 、 集団就職で上京 し た 青森出 身の文学青年が、 宮津

賢治や石川 啄木の こ と を 口 に す る 。 こ れ ら の作家 は と も に岩手出身で あ り 、 こ

の 青年 の 出身で も あ る 青森 出身の作家 の こ と を語 る 方が よ り 自 然 だ と 思わ れ る

が、 そ う で も な い。

科学技術の発達 し た 、 経済優先 の 、 忙 し い都会 と は一線 を 画 し た 、 パ ソ コ ン

や イ ン タ ー ネ ッ ト と は無縁の 、 文学、 童話 と い っ た フ ァ ン タ ジ ッ ク な世界 を体

現す る も の と し て 、 東北 を描 き た い よ う だ。 『続』 で も 、 『私』 で も 、 自 信の も て

な い、 あ る い は悩み を抱え た女性主人公が、 東北で癒 さ れて 、 元気 を取 り 戻 し 、
帰京す る と い う ス ト ー リ ー設定が そ の こ と を示 し て い る 。 東北 を舞台 に す る 場

合 は、 都会の生活で疲れた 人の癒 し の場 と し て の 「売 り 」 を 、 こ の よ う な形で

描い て い る 。 し か も 、 主人公の 女性 に は、 そ の よ う な イ メ } ジ を も っ た東北方

言 を使わせ な い よ う な 工夫 ま で し て い る 。

3 . 2 娯楽番組 『徹子の部屋 ス ペ シ ャ ル コ ンサー 卜』 での 『東北弁 ト ー ク J

ド ラ マ に お い て は、 方言が地域 と 密接 に かか わ る も の と し て 用 い ら れて い た

が、 次 に 取 り 上 げ る 例 は、 地域 と は か かわ り の な い、 つ ま り 、 共通語母語話者

が方言 を 用 い る 場合で あ る 。 こ こ で は、 娯楽番組 に つ い て考 え る 。

3 . 2 .  1 r東北弁 ト ー クJ

1976年 に 始 ま っ た長寿番組 『徹子 の部屋』 の放送30周 年 を 記念 し 、 2006年 か

ら 「 ス ペ シ ヤ ノレ コ ン サ ー ト J が開催 さ れて い る ( こ れが編集 さ れ、 翌年、 テ レ
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ピ放送 さ れ る ) 。 こ こ で は、 そ の 中 か ら 、 2010年 (第 4 回) 、 20 1 1年 (第 5 回) 、

2012年 (第 6 回) 、 2013年 (第 7 回) に テ レ ビ放送 さ れた も の を分析す る 14 (熊

谷 (20日、 2012) な ど も 参照 さ れた い) 。 ス ペ シ ャ ル コ ン サ ー ト は、 何組かの ゲ

ス ト を 招 き 、 そ れ ぞ れが歌 な ど の パ フ ォ ー マ ン ス を し た 後、 黒柳徹子 と ト ー ク

す る と い う 流れ に な っ て い る ( こ こ で は人名 への敬称 は 略す) 。 そ の 中 で、 ゲス

ト が加 山 雄三の 場合、 黒柳徹子 と 「東北弁」 で ト ー ク す る 場面 が あ る (時間 は

3 分 か ら 6 分 と 、 回 に よ っ て 幅 が あ る ) 。 今回 、 こ れ を [東北弁 ト ー ク j と す

る 。

ち な み に 、 共通語母語話者で あ る 二人が東北弁 を [知 っ て い る j 理 由 が、 ト ー

ク で触れ ら れて い る 。 加 山 に つ い て は 、 第 5 回 の と き に 、 加 山 の父 で あ り 、 往

年 の 二枚 目 ス タ ー 、 上原謙が役柄 を ひ ろ げ る た め に 、 東北弁 を勉強 し た こ と が

あ り 、 そ れ を見 ょ う み ま ね で息子 で あ る 加 山 も 学ん だ と い う 。 黒柳 に つ い て は、

戦時中青森 に 疎開 し て い た こ と が た びた び語 ら れて い る 。

興味深い こ と に 、 こ の コ ン サ ー ト は、 東京 の み な ら ず、 関西地域で も 行 う よ

う な っ た と い う 。 あ る と き 、 神戸 で開催す る の で、 ト ー ク を 関西弁で も や っ て

み ょ う か と 提案す る が、 黒柳 が 「気持 ち 悪 い と い わ れ る か ら や め る J と 語 っ て

い る 150 田 中 (201 1 : 253) に お い て 、 関西方言母語話者 の 前 で、 一般 に 関西方

言 を使 う の は は ばか ら れ る と い っ た コ メ ン ト を紹介 し て い る 。 こ の 点 か ら 、 黒

柳 の発想 は、 彼女個人の も の で は な く 、 広 く 共有 さ れた も の と い え る 。 「東北弁

ト ー ク 」 は20 1 1年以後 も 行わ れて い た と い う 点 か ら み る と 、 関西方言 と 東北方

言 に 対す る 態度 に 差 が あ る こ と が分 か る 。

3 . 2 . 2 話題 と 方言 の 関係 笑 い を と る に は東北方言
加 山 と 黒柳 は、 ト ー ク の 問、 ず、 っ と 東北方言 で話 し て い る わ け で は な い。 共

通語で会話 し て い る 部分 も あ る 。 そ こ で、 ど の よ う な 内容の も の が方言で語 ら

れて い る の か、 以下 に ま と め る 。

14 第 4 回 は2010年 2 月 27 日 、 第 5 回 は201 1年 3 月 5 日 、 第 6 回 は2012年 1 月 8 目 、 第 7 図 は2013年
3 月 16 日 に放送 さ れた も の を調査対象 と し た 。 ま た 、 第 4 、 5 、 7 回 は BS朝 日 、 第 6 回 は テ レ
ビ朝 日 で放送 さ れた 。

1 5  201 1 年 7 月 18 日 放送の 『徹子の部屋.1 ( テ レ ビ朝 日 ) で、 ゲ ス ト に加 山雄三 を 迎 え 、 こ の よ う な
や り と り を し て い る 。
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表 7 話題 と 言葉遣 い の 関係

回数 共通語や 「女 こ と ば」 での話題 東北方言で の 話題

第 4 回 加 山 が歌 っ た 』の， VJ，匂y と い う 曲 に ま つ - ひ ど い じ ん ま し ん で苦 し ん だ こ と
わ る 話 - 青森の ラ ー メ ン屋の お ばあ さ んの こ

と
- 孫 の こ と

第 5 回 - 加 山 の 父、 上原謙の 東北弁学習 の - 新幹線が八戸 ま で開通 し た こ と
き っ か け - 上原謙の年下 す ぎ る 女性 と の再婚

- 健康法 ( お お ま か な 内容) - 健康法 (具体的 な や り 方)
- 趣味の絵 に つ い て - 浜辺の波の描 き 方
- 孫 の こ と

黒柳 : 客席への説明や語 り 掛 け

第 6 回 - 加 山 の 歌声 へ の称賛、 TUBE の歌に - 東北弁で ト ー ク す る 理 由
東 日 本 つ い て - 大震災後、 加 山 の 「海J の 歌 に対す
大震災 - 東北支援 に 行 っ た こ と る た め ら い と 東北の人の海への思 い
後 - 青森 に疎開中、 シ ラ ミ を と っ て く れ

た 話

第 7 回 - 加 山 の テ レ ビ番組 に つ い て - 黒柳の疎開中 の思い 出 で、 特 に 地元
- 加山 が朝食 を 自 分で作 る こ と の人か ら の誘い (東北方言での 直接
- な ま る こ と へ の コ メ ン ト 引 用 )
- 東北弁 を話す夫婦 ド ラ マ の こ と - 東北弁 を 話す夫婦の ド ラ マ の構想
- 笑 う こ と の 効用 (理 由 と 内容)

2012年 に 放送 さ れた 第 6 回 の ト ー ク は、 東 日 本大震災後 に 行わ れ た も の で あ

り 、 二人が 「東北弁 ト ー ク j を し て い る 画面 に は、 「東北弁で 日 本 に 元気 を 」 と

い う テ ロ ッ プがつ い て い る 。 前年 ま で と 違 い、 東北方言 が震災 で被害が甚大 な

地域の 方言 の た め、 娯楽 と し て 使用 し に く く な っ た と い う こ と が あ る の だ ろ う 。

以下 に 、 東北方言で ト ー ク を始 め る き っ か け部分で の 、 黒柳 と 加 山 の発言 を 引

用 す る 。

黒柳 : わ だ し た ち は東北 が好 き だか ら 東北の話 を し て も い ん だ け ど も ま ー
東 日 本でみ ん な がね 苦労 し て る ど ぎ に ま ー ち ょ っ と お遊 び半

分で き がれで も ど ん な も ん か な と 思 う ん だ け ど も あ ん た も ち ょ っ

と 話 し た ら

加山 : え そ り ゃ ー い ん だ ろ か

黒柳 : い ー ん だ ろ う い ー ん だ ろ う
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こ れ ま で は東北 が好 き だ と か、 聴衆 に 対 し て 、 「 お遊 び半分で聞 かれ る 」 な ど

と い う 語 り は な か っ た 。 大震災後の大変 な と き に 、 娯楽 と は い え 、 あ え て 東北

方言で ト ー ク す る こ と の 意義 を何 ら か の か た ち で示 さ な け れ ば な ら な か っ た の

だ ろ う 。 そ の た め 、 第 6 固 と 7 回 の東北弁 ト ー ク は 、 そ れ ま で と 違い 、 ど こ か

控 え め で、 発音の 一部 だ っ た り 、 一文 を 直接引 用 す る 程度 の東北方言 し か使 っ

て い な い 。

今回注 目 す る の は、 使用言語 と 話題 の 関連で あ る 。 よ り 正確 に い え ば、 丁寧

な 共通語 と 「女 こ と ば」 か、 雑 な 共通語 と ス テ レ オ タ イ プ的 な 東北方言 と 話題

の 関係 で あ る 。 実際使用 さ れて い る 東北方言 は 、 発音 で は 、 濁音や 、 「 き j →
「 ち J ( 口 蓋化) 、 「 し j → 「 すJ ( 中舌化) と す る こ と や、 統語的 に は 、 方向 を示

す格助調 「 さ J 、 文末表現の I � べj な ど ご く 一部 の 、 全国的 に よ く 知 ら れた 、

時 に 間違 っ た 「東北方言j で あ る 。 む し ろ 多 く が雑 な く だ け た 共通語 を ベ ー ス

に 、 す っ と ん き ょ う な イ ン ト ネ ー シ ョ ン を つ け て 、 大声で ゆ っ く り と 語 ら れ る

こ と ば に な っ て い る 。 こ れで は 、 実際の東北方言 を よ く 知 ら な い人 に と っ て は、

雑 な 言葉遣い が東北方言 だ と イ メ ー ジ す る に ち がい な い。

そ れ以上 に 気 に な る の が、 東北方言で語 ら れ る 内 容で あ る 。 共通語で は、 加

山 の 職業 で も あ る 歌手 と し て の す ば ら し さ や 出演 し て い る テ レ ビ番組の こ と 、

そ し て 加 山 の プ ラ イ ベ ー ト の こ と で も お お ま か な こ と を述べ た り す る 範囲 で あ

る 。 ま た 、 震 災後 は 、 加 山 が東北支援 に行 っ た こ と 、 東北 の 青年が な ま っ て い

な か っ た こ と や黒柳 の 疎開 中 の 思 い 出 な ど、 あ る 程度 「真面 目 な j 話題であ る 。
特 に 、 黒柳 は 客席 に い る 聴衆 に 向 か つ て 、 説明 し た り 、 語 り か け る 場合 に は 、

丁箪 な 「女 こ と ばj し か話 さ な い。 一方、 「東北弁j で語 ら れ る 内容 は、 第 4 回、

5 固 な ど で典型的 に 示 さ れて い る よ う に 、 「笑い 」 話 が中心 で、 あ る 。 た と え ば、

第 4 回 で は、 コ ン サ ー ト 直前 に ひ ど い じ ん ま し ん に な っ た こ と が、 東北方言 に

か え た 直後 に 語 ら れ る 。 加 山 の こ の つ ら さ に対 し て 、 黒柳 が、 「 ど こ を さ わ っ て

も か い ー だ ( か ゆ い) J と あ い の 手 を い れ る 。 こ の 場合、 「 か ゆ い 」 と い う 意味

で、 「 かい ー だJ と 表現 し て い る 。 「 だj を 付 け る 言 い 方がス テ レ オ タ イ プの 、 勘

違い さ れ た 「東北弁J で あ る 。 ま た 、 ラ ー メ ン屋 の お ば あ さ ん の 話 も 下世話 な

話で あ る 。 加 山 は こ の話題の 冒頭 に 、 「青森の ラ ー メ ン屋 の ば っ ち ゃ ん の 話 も お

も し れん だ よ ねj と 語 る 。 こ の 話 を 終え た 後 も 「青森 の 方 つ て の は、 お も し ろ

い です よ 。 本 当 」 と 、 「 お も し ろ いJ 話で あ る こ と を 話の 前後で強調 し て い る 。

第 5 回 で は 、 加 山 の 父、 上原謙の再婚相手が あ ま り に年 が離れて い る (加 山

の娘 よ り も 年下) の で、 「 と ん だ迷惑 だ っ た お ね j と 語 り 、 聴衆 が ど っ と 笑 う 場
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面が映 し 出 さ れ る 。 第 6 回以 降 は 、 多 く が共通語で語 ら れ、 「笑い」 話 は あ ま り

な い 。

第 7 回 で は 、 部分的 な使用 に の み と ど ま っ て い る 。 し か し 、 東北弁 を 話す夫

婦の ド ラ マ を 二人でや ろ う と い う 話 に な っ た と き 、 加 山 が 「 ど ら ま つ つ く J ( ド

ラ マ チ ッ ク ) な も の を作 っ て 、 元気 に な る 、 「 ち ぼ う さ も て る J (希望 を も て る )

も の に し た い と 語 る 。 以下 に そ の 笛所 を 引 用 す る 。

加山 : そ の 、 心 あ た た か く な っ て ち ぼ う さ も て る と そ う い う よ う な も の
黒柳 : な に がで る

加 山 : ち ぼ う
黒柳 : き ん ぼ う ? き ん ぽ っ て

加 山 : ち ぼ う

黒柳 : ち ぼ う っ て 言 っ て ほ し い ち ぼ う っ て ね そ こ を ね ち ぼ う っ て 言

わ れ る と わ が ら ね

加 山 : は は は は
黒柳 : き ぼ う せ め て き ぽ う ぐ ら い に し て も ら え ま す か ね
加 山 : た い し て 変わ ん な い で し ょ う が 今 の ほ れ
黒柳 : き ぽ う と ち ぼ う と 違 う ん で し ょ で も き ぼ う を も っ て や れ る よ う に

加 山 : あ の ね 今 や っ ぱ 健康 に 一番 い い の は ね 笑 う こ と です ね

「 ち ぼ う さ も て る 」 と い う 表現 に つ い て は、 発音で は 「 き j → 「 ち J と い っ た

口蓋化が東北方言の特徴で は あ る が、 「 さ j に つ い て は、 目 的 を示す格助詞 「 を 」

の 代わ り と し て 使用 で き る か ど う か は定 か で は な い。 黒柳 が、 「 ち ぼ う j と い う

発音 に こ だわ り す ぎ て 、 先 に進 ま な く な っ た と き 、 急 に 、 加 山 が健康 に 一番い

い の は 「笑 う こ と J だ と 話題 を 変 え る 16。 あ た か も 、 東北方言で ト ー ク す る の

は、 笑 う た め だ と い う よ う に 響 い て く る 。 つ ま り 、 (丁寧 な ) 共通語や 「女 こ と

ば」 は真面 目 な 内容 を 語 る と き 、 一方、 ス テ レ オ タ イ プ的東北方言や雑 な 共通

語は笑い を と る と き (時 に 下世話な 内容 を語 る と き ) と い う よ う に、 「使 い分 け」

てい る 。 こ の こ と に 関連 し て 、 ア メ リ カ に お け る 白 人中心主義 を ア メ リ カ 文学

か ら 批判 的検討 を し て い る モ リ ス ン ( 1 994 : 102 - 103) は 、 「 ミ ン ス ト レ ル ・

シ ョ ー で は 、 白 人の顔 に 黒人の 化粧 を ほ ど こ す だ け で法 か ら 自 由 に な れた 。 そ

1 6 加山 の こ と ばを 受 け て 、 黒柳 は、 笑 う こ と に よ っ て脳 の 中 で生 じ る 効能 を 、 いつ も の早口 の共通
話で専門用語 を 交 え て 解説 し て い る 。
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れ は 芸人 が、 黒人 の顔 に作 る か黒人 を 連想 さ せ る よ う に す れ ば、 本来 は タ ブー

だ っ た は ずの 話題 を 口 に す る の を 許 さ れた の と 同 じ こ と だj と 論 じ て い る 。 白

人中心社会 に お い て 、 白 人が黒人 を連想 さ せ る よ う な 工夫 を す れ ば、 日 頃の縛

り か ら 自 由 に な り 、 タ ブー で も 語れ る よ う に な る と い う 。 こ の こ と は、 共通語

母語話者 が、 特 に 、 大ス タ ー が、 東北方言 を使 う こ と で、 面 白 お か し い 、 そ し

て 、 普段で あ れ ば、 彼 ら に ふ さ わ し く な い、 一種 の タ ブー と も い え る 下世話で

下 品 な 話題 も 堂 々 と 口 に で き る こ と に な る こ と と 同様でお あ る 。 マ イ ノ リ テ ィ 側

の も の を マ ジ ョ リ テ ィ 側 が借用 す る こ と で得 を す る と い う パ タ ー ン で あ る 。

3 . 2 . 3 東北弁 イ メ ー ジ と 加 山 ・ 黒柳 の イ メ ー ジ
「東北弁 ト ー ク 」 で は 、 東北方言で 「笑い j 話 を す る こ と か ら 、 共通語母語話

者で大ス タ ー の イ メ ー ジ と 東北弁イ メ ー ジ の ギ ャ ッ プ に つ い て 語 る こ と が あ る 。

第 4 回 で、 加 山 が青森 の ラ ー メ ン屋 の お ば あ さ ん に つ い て 下世話 な 話 を し た 後

で、 黒柳 が、 「若大将 っ て 紹介 さ れて る の に そ ん な 話 し て で も 幻滅 と は思わ

な い よ み ん な あ の 人 は面 白 い 人 だ な っ て 思 う か ら J と フ ォ ロ ー し て い る 。

こ れ は、 東北方言で、語 っ た と い う こ と だ け で は な く 、 そ の 内 容 に つ い て の コ メ

ン ト と も 受 け取れ る が、 東北方言で下世話 な 話 を す る こ と は、 「若大将」 に は合

わ な い と い う 思 い も 感 じ ら れ る 。

ま た 、 第 5 回 で は、 一つ め に 、 金髪で 白 地 に 色 と り ど り の刺繍が ほ ど こ さ れ

た ロ ン グ ド レ ス に厚底靴 を履い た 黒柳 が、 開 口 一番 「 あ た す も こ ん な あ だ ま

し て 東北弁 し ゃ べ っ て ど う す ん だ っ て 思 っ た け ん どj と 語 り 始 め る 。 そ

し て 、 加 山 に 八戸で一緒 に シ ョ ー を や ろ う と 誘わ れ る と 、 「 あ ん だ は 歌 う た っ

て 皆 か ら 拍手喝采 も ら っ て あ た し は そ ば に い る あ の 外人 な ん だ ろ う ね っ

て み ん な に 思 わ れて そ れでふか ま な い か ら い ぐ べがね (行 こ う か) J と 応 え

て い る 。 つ ま り 、 金髪 の ド レ ス 姿 を し た 西洋人 イ メ ー ジ と 東北方言 の イ メ ー ジ

は あ わ な い 、 そ れ ばか り で は な く 、 東北 の よ う な 田舎で は 、 そ の よ う な 姿 を し

た 人 は 、 「外人j に し か み え な い だ ろ う と い う 含み が感 じ ら れ る 。

二 つ め に 、 加 山 の 父上原謙 が役柄 を ひ ろ げ る た め に 東北方言 を 勉強 し で も 、

結局、 「洋物 の顔J (加 山 の発言) な の で、 役が そ れ ほ ど き た わ け で は な い と い う

話 を し て い る 。 そ の と き 、 加 山 は 「お れ は そ んで ね ー か ら い ー ん だね き っ

と J と 語 る と 、 黒柳 が 「お め ー は ぐ ち ゃ ぐ ち ゃ だ か ら い ー ん で ね え の」 と
応 え る 。 つ ま り 、 二枚 目 に東北方言 は似合わ な い と い う こ と が語 ら れて い る 。

第 7 回 で は、 加 山 が南 こ う せっ か ら 「 そ ん な 湘南 の人 が そ ん な な ま っ た
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ら ま ずい で し ょ 」 と 言わ れた こ と を紹介 し て い る 。 湘南 の人 の イ メ ー ジ と 東

北方言の イ メ ー ジ が合わ な い の だ。

以上、 こ れ ら の ト ー ク か ら 、 共通語 と 東北方言の イ メ } ジ や ス テ レ オ タ イ プ

と の ギ ャ ッ プ、 序列 を し っ か り 意識 し な が ら 、 そ れ を利 用 し て 、 笑 い を と っ て

い る い う こ と が明 ら か に な っ た 。 共通語、 二枚 目 、 ス タ ー、 西洋人、 「洗練 さ れ

た都会J イ メ ー ジ を も っ人 と 、 「 田舎J イ メ ー ジ を色濃 く も つ東北方言 と の ギ ャ ッ

プであ る 。 そ の ギ ャ ッ プを観客 と 共有 し て い る た め、 「笑い j が と れ る の で あ る 。

3 . 2 . 4  い い と こ 取 り
「笑い」 を と る た め に 、 共通語母語話者が東北方言 を 用 い る と い う こ と は、 何

を 意味 し て い る の だ ろ う か。 こ の こ と を 考 え る た め に 参考 と な る の が、 Hill

(2008) の 主張す る 「 い い と こ 取 引 と い う 考 え 方で あ る 。 Hill は 、 ア メ リ カ 英

語中心社会の ア メ リ カ に お い て 、 白 人 ア メ リ カ 人 に よ る ス ペ イ ン語話者 に対す

る 差別 に つ い て 論 じ て い る 。 詳細 は省 く が、 た と え ば、 白 人 の ア メ リ カ 英語母

語話者が、 た と え 文法的 に 間違 っ た ス ペ イ ン語 を使 っ て も 、 単 な る ア メ リ カ 人

で は な く 、 「好 ま し い人H く だ け た気 さ く な人Hユ ー モ ア の あ る 都会的 な 人」 と

評価 さ れ る と い う 。 片言の ス ペ イ ン語 を 話 し た だ け で好印象 を も た れ る と い う 。
白 人 ア メ リ カ 英語母語話者 は 、 ス ペ イ ン語の 「 い い と こ 取 り J (appropriation) 

を し て い る と 述べ て い る 。

し か し 、 一方で\ ス ペ イ ン語母語話者に対 し て は、 差別的 な ま な ざ し を も ち 、
「不真面 白 で、 怠惰で野蛮J と い う イ メ ー ジ が あ る と い う 。 ア メ リ カ 英語中心社

会で は 、 ス ペ イ ン語母語話者 は ア メ リ カ 英語 を 話せ な い と 社会的上昇 も 認 め ら

れ な い。

今回 の 「東北弁 ト ー ク 」 も 「 田舎J と い う イ メ ー ジ を色濃 く 帯 び る 東北方言

を使 う こ と が、 共通語母語話者で あ る 大ス タ ー に と っ て 自 己 ア ピール効果 を も っ

て い る 。 つ ま り 、 好印象 を 与 え る た め に 、 こ と ばの 「 い い と こ 取 り J を し て い

る 。 こ の点 に つ い て 、 大学生 に 「東北弁 ト ー ク J を視聴 し て も ら い、 そ の イ メ ー

ジ の変化 に つ い て 簡単 な ア ン ケ ー ト を試み た 170 そ の 結果、 「真面 目 、 か っ こ い

い、 お高 い、 怖 そ う j と い う イ メ ー ジ が、 視聴後 は、 「 田舎の 、 普通の 、 面 白 い、

人間味の あ る 気 さ く な お じ い さ ん/お ばあ さ んj と い う イ メ ー ジ に な っ た と い

17 静岡大学 に お い て 、 20日年に 3 - 4 年生の男性48人、 女性23人の計71人 に 対 し て 、 2012年 に l 年
生男性18人、 女性48人の計66人 に対 し て 、 第 4 回 と 第 5 回 の 「東北弁 ト ー ク J を視聴 し、 自 由 に
感想 を 書 い て も ら っ た。
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う 感想 が少 な く な か っ た 。 こ れ は ま さ し く 、 ア メ リ カ に お け る 、 白 人 ア メ リ カ

人 が片言ス ペ イ ン語 を使 っ て 得 ら れ る 効果 と 同様で あ る 。

さ ら に い う な ら ば、 [方言 コ ス プ レ j に つ い て も 、 こ の こ と が あ て は ま る 場合

が少 な く な い。 方言母語話者以外が方言 を利用 す る 機会が増 え 、 一見す る と 「方

言 の価値 が高 ま っ た j よ う に み え る 。 方言利用 が増 え た と い う 限 り で は そ の 通

り な の か も し れ な い が、 そ の こ と が即、 そ の方言、 あ る い は、 そ の 方言地域や

方言話者 の 「価値」 が高 ま っ た 、 も し く は、 ポ ジ テ ィ プ に な っ た と は い い き れ

な い 。 む し ろ 、 そ う で な い か ら こ そ 、 方言 の利用価値 が あ る の で あ る 。 あ 《 ま

で、 「 田舎j と し て 周縁化 さ れた イ メ ー ジ を も っ東北方言で あ る か ら こ そ 利用価

値が あ る の で あ る 180

3 . 3 W風 と 共 に 去 り ぬ』 の 日 本語訳
最後 に 、 翻訳 に お け る 方言使用 に つ い て み て み る 。 ロ ン グ ・ 朝 日 (1 999 : 76) 

は 、 ア メ リ カ の テ レ ピ番組や 映画 に お い て 、 無教養の 田舎者 は南部批 り の 英語

を 用 い、 日 本語 に翻訳 さ れ る と 東北 ・ 関東方言 な ど に な る こ と か ら 、 [東北方言

が決 し て 良い 方 に 写 っ て い る と は 言 え な い 」 と 述べ て い る 。 関連 し て 、 中 村

(2013 : 49) は 、 「現在 で は 、 黒人 の 登場人物 の 発言 を 「 ごぜ え ま す だ」 と 訳す

こ と は、 少 な く と も 新 し く 翻訳 さ れ る 場合 に は ほ と ん ど行わ れ な く な っ た 」 と

し 、 字幕翻訳家戸 田 奈津子 も [ か つ て は南部 な ま り の 黒人英語 に東北弁ふ う の

字幕 を つ け た が今 は や ら な い j と 語 っ て い る 190
今回 は、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 が登場 し て く る 『風 と 共 に 去 り ぬ』 の 新訳 を

分析す る (熊谷 (2015b) も 参照 さ れた い) 0 2015年 か ら 2016年 に か け て 、 2 冊

の 新訳が出版 さ れ、 話題 に な っ た 。 鴻巣友季子訳 と 荒 こ の み訳で あ る 。 鴻巣氏

は翻訳家、 荒氏 は ア メ リ カ 文学研究者で あ る 。 旧 訳 (大久保康雄 ・ 竹内道之助

訳) で は、 基本的 に 白 人 ア メ リ カ 人の会話 は共通語 ・ 「女 こ と ばj 、 も し く は西

日 本方言的 に 訳 さ れ、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 の そ れ は ス テ レ タ イ プ的 な 東北方

言 も し く は北関東方言で訳 さ れて い る 。 こ こ で は、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 の こ

と ば に注 目 す る 。 女性 に つ い て は 、 主人公 ス カ ー レ ツ ト ・ オ ハ ラ の 忠実 な [乳

母j で あ る マ ミ ー と う そ つ き で間抜 け と さ れ る プ リ シ ー を 、 男性 に つ い て は、

18 芸能界 な ど で、 男性が 「女 こ と ばj を 駆使 し て キ ャ ラ 立て し 、 自 己 ア ピ ー ルす る 場合 に も あ て は
ま る 。 「女 こ と ばj の い い と こ 取 り を し て い る 。 「女 こ と ば」 が男性 に も 利用 さ れ る よ う に な っ た
か ら と い っ て 、 女性の社会的地位 が こ と さ ら 高 ま っ た と い え な い の と 同 じ こ と で あ る 。

19 r朝 日 新聞j 2014年 9 月 8 日 付。
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主人公 の 男 友達の 家 の 馬丁 で小生意気 と さ れ る ジ ェ ー ム ズ と 主人公 の親戚 の 御

者で 「黒人 に し て は か し こ く 、 気 が き く 」 ピ ー タ ー を対象 に 、 日 本語訳の 中 で、

東北方言 と イ メ ー ジ さ れて き た 3 点 に わ た っ て チ ェ ッ ク す る 。 1 つ め は連母音

の 融合 (/ai/→ [e: ] 、 例、 「 ご ざ い ま す」 → 「 ごぜえ ま す J ) 、 2 つ め は 自 称詞、

3 つ め は文末 に お け る 助動詞 「 だJ (例、 「来 る だHお い で に な し ま し た だJ ) で

あ る ( 3 め の 用 法 に つ い て は 、 正確 に い え ば、 東北方言 で は な い20) 。 以下 に 、

旧訳 と 新訳の 特徴 を ま と め る 。

表 8 旧訳 ・ 新訳の黒人の こ と ば遣 い の特徴

訳者 ① ② ③ ④ 
融合 一人称 「 だJ 旧訳 と 違 う 特徴

マ ミ ー 旧訳 。 わ た し 。
鴻巣 × あ た し × 文末の ば し i- だ あJ i- よ おJ

荒 。 お ら ム 濁音、 格助詞 「 さ J 、 「思 っ と る J

プ リ シ ー 旧訳 。 わ た し 。
鴻巣 。 お ら 。
荒 。 あ た い ム 濁音、 促音化 「 ま っ す」 、 「 し と る J

ジ ェ ー ム ズ 旧訳 。 お い ら 。
鴻巣 。 お い ら ム i- っ すj

荒 。 お い ら ム 濁音、 促音化 「怒 ら っ すJ
ピ ー タ ー 旧訳 。 わ し 。

鴻巣 ム わ し × 「 じ ゃ H し よ る H 申 すJ

荒 。 わ し ム 型音三指助詞 喧」
(熊谷 (2015b : 23) ) 

表か ら み え て く る こ と は 、 女性 に つ い て は 、 鴻巣訳が マ ミ ー に つ い て 、 従来

の東北方言調 で な く な っ た 以外 は 、 あ ま り 変化 が な い。 加 え て 、 自 称、詞 が多様

に な っ て い る 。 男性 に つ い て は、 鴻巣訳 に お い て 多少変化がみ ら れ る 。 全体的

に気に な る 点 と し て 、 ス テ レ オ タ イ プ的東北方言の 特徴の ーっ と し て の濁音化

が、 荒訳で は さ ら に 頻繁 に な さ れて し ま っ て い る と い う こ と で あ る 。 以下 に 、

荒訳 に よ る マ ミ ーの こ と ばの 一部 を あ げ る (すべて 一巻か ら の 引 用 で あ る ) 。 特

回 む し ろ、 東北地方以外の と こ ろ で使われて い る も の だ が、 東北方言の イ メ ー ジ と し て 受 け取 ら れ
て し ま っ て い る 。 詳 し く は都川 (1994) を参照の こ と 。
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に 太字 の 部分 に注 目 し て い た だ き た い。

「 お ら がお作 り い だ し ま す でJ (p. 155) 
め え

「 お で か け前 に お盆 を 運べ な が つ だJ (p. l 79) 

「生 ま れ た でみ て え に 、 そ ばかす だ ら け に な っ で し め え ま す だJ (p. 182) 

[二0 イ ン チ ま で引 っ 張 る ど、 い つ だ っ て 気絶 し でお し め え に な る J (p.l83) 

「 た ぶ ん欲 し い ん だ っ でわ が つ で る 程度 でJ (p. 185) 

こ れ ら は声 に 出 し て 読み に く い濁音で も あ る 。

い ずれ に し ろ 、 今回 の 新訳か ら み え て く る の は 、 全体 と し て 、 ア フ リ カ 系 ア

メ リ カ 人 の こ と ば と し て 、 従来の東北方言的特徴 は若干薄 ま っ た よ う な 印象 も

も つ が、 一方 で、 継承 さ れて い る も の も あ り 、 特 に 荒訳で は 、 よ り 濃い め の も

の 、 つ ま り 、 濁音や格助詞 「 さ j な ど が使われて い て 、 よ り い っ そ う ス テ レ オ

タ イ プ化 さ れ た東北方言 が使われて い る こ と も 確認で き る 。 こ の こ と か ら 、 ロ

ン グ ・ 朝 日 ( 1999) で指摘 さ れた こ と が新訳で も 継承 さ れ、 東北方言 の イ メ ー

ジ が下層 階級 の 言葉遣い と し て 再生産 さ れて い る 。 ち な み に 、 本作品 の最初 の

翻訳で あ る 阿部知二訳以後、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 の こ と ば を東北方言的 に 訳

す こ と が慣例 と な っ て い る よ う だ。

こ の 点 に 関連 し て 、 先 に あ げた モ リ ス ン (1 994 : 86) は 、 ア メ リ カ 社会 に お

け る [黒人」 へ の 周縁化 の や り 方 を 言葉遣い か ら 論 じ て い る 。 「黒人の 登場人物

の 対話 は 、 親 し み が も て な い も の に し よ う と 工夫 さ れた 綴 り で、 い か に 故意 に

わ か り に く く さ れ、 耳慣れぬ奇妙 な 方言 と さ れて い る こ と か」 と 嘆い て い る 。

こ の こ と を今回 の新訳 に あ て は め て 考 え て み る と 、 視覚的 に 「耳慣れぬ奇妙 な J

東北方言で翻訳す る こ と で、 東北方言、 東北地域、 東北方言話者 を 周縁化 し て

い る 。

さ ら に 、 奇妙 な こ と と し て 、 日 本語訳の 方 が、 「女 こ と ばJ 重視で あ る こ と が

か い ま み え て く る 。 以下 に 具体例 を あ げ る 。 マ ミ ー がス カ ー レ ッ ト に 淑女 の た

し な み を教え て い る 場面 で あ る 。 参考 と し て 、 英語の 原文 も あ げ る ( 日 本語訳

は い ずれ も 一巻 か ら の も の で あ る ) 。

“Young misses whut frowns an pushes out dey chins an' says 盟主坦
，

and 当
woan' mos' gener'ly doan ketch husbands，" prophesied Mammy gloomily. “Young 

misses should cas' down dey eyes an' saぁ 6型ell， s旦�主h旦旦旦t' an' 'J旦ヨロ型
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盟主旦!!.'" (p.62) 

「若 い令嬢が、 む ず か し い顔つ き を し て 、 あ ご を つ ん だ し て 、 『 わ た し は こ う

し た い』 と か 『 こ う し た く な いJ と か、 そ ん な こ と を い う と 、 殿方 は し ら け

て し ま う だj と マ ミ ー は， む ずか し い顔 を し て 言 っ た 。 f若い令嬢 と い う も ん

は、 目 を ふせて 、 た だ、 『 そ う です か』 と か 『 お っ し ゃ る と お り です わ』 と か

い わ な く ち ゃ い け ね え だJ (大久保 ・ 竹 内 訳、 p. 124)

r r あ た い こ う す る H こ う し ね え J な ん て 、 顔 し か め顎 し ゃ く り 上 げ る 娘 っ 子

に や 、 旦那 さ ま 見つ け る な ん て え 、 で き っ こ ね え j 。 マ ミ ー が陰気 な声 で予言

し た 。 「娘 っ 子 は 目 え伏せ て 、 『 え え 、 お っ し ゃ る 通 り 、 サ ー』 と 答 え る ん で ご

ぜえ ま す よ J (荒訳、 pp. 141 - 142)

「す ぐ に顔 を し か め た り 顎っ き だ し た り し て “ あ れ し た い" “ こ れ し た く な い "
だん な 一一一一一一一一一一一

な ん て 言 う お嬢 さ ん じ ゃ あ 、 お お か た 旦那 さ ん は つ か ま ん な い ねJ マ ミ ー は
う れ

長女 の将来 を 憂 え た 。 f お嬢 さ ま ち ゅ う の は 目 を ふせて 、 “ は い 、 そ う い た し ま

し ょ う " “ え え 、 お っ し ゃ る と お り です わ" っ て 言 う も ん で す よ J (鴻巣訳、

p. 132) 

下線部分が、 マ ミ ー がス カ ー レ ッ ト に淑女 と して の返事の し か た を具体的 に

示 し て い る と こ ろ であ る 。 英語の原文は、 先 ほ どモ リ ス ン が指摘 し た よ う な 「奇

妙 な 」 英語方言で一貫 し て い る 。 一方、 日 本語訳で は 、 荒訳の 前半部分以外 は 、

「女 こ と ば」 と な っ て い る 。 つ ま り 、 マ ミ ー 自 身の 言葉遣い は、 大久保 ・ 竹内訳

と 荒訳で は東北方言的、 鴻巣訳で は く だ け た 共通語で あ る の に 比 べ、 手本 と し

て 示 し た 淑女 の そ れ は 、 「女 こ と ばj に な っ て い る 。 日 本語訳か ら み る と 、 マ

ミ ー は、 ス カ ー レ ッ ト に代表 さ れ る よ う な上流階級の 白 人女性た ち の よ う な 「女

こ と ばj を 話せ る こ と に な る 。 日 本語社会 に お い て は 、 翻訳上、 白 人女性 は 、

た と え そ れが東北方言的 な 言葉遣い を す る ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 の 口 か ら 発せ

ら れ た も の で も 、 「女 こ と ばj を使 う べ き で あ る と い う の が鉄則 の よ う だ。 こ の
点 か ら 、 日 本語社会 に お い て は 、 白 人女性 (特 に 欧米) = r女 こ と ば」 と い う

構図 が強 く 望 ま れて い る こ と がわ か る 。 つ ま り 、 翻訳 を 通 し て 、 東北方言 は共

通語か ら 、 そ し て 、 「女 こ と ば」 か ら 、 二重 に 序列 がつ け ら れて い る 。
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4 おわ り に

本稿で は メ デ ィ ア で東北方言が使用 さ れて い る 例 を み て き た が、 こ こ で扱 っ

た も の は ご く 一部 に す ぎ な い た め 、 一概 に 結論づ け る こ と は で き な い も の の 、

少 な く と も 以下 の 点 に つ い て 指摘 し た い。

全体 と し て 、 東北地域 を舞台 と す る ド ラ マ に つ い て は、 都会か ら 期待 さ れ る

田舎観が反映 さ れ、 東北 が今で も 童話、 昔話、 伝承 な ど が息づ い て い る 自 然豊

か な 、 (失わ れ た ) 日 本の原風景 の あ り かで あ り 、 癒 し の場 と し て描 か れ る 傾向

に あ る 。 い わ ゆ る 、 エ ド ワ ー ド ・ サ イ ー ド の い う 、 日 本国 内版オ リ エ ン タ リ ズ

ム で あ る 。 そ の イ メ ー ジ が、 2000年代以降、 む し ろ 強 ま っ た よ う に も 感 じ る 。

そ れ は、 都会 に 向 け た 観光 ア ピ ー ノレ の ーっ と し て 有効 な の で あ ろ う 。

そ の よ う な イ メ ー ジ を も っ東北方言が、 今回 あ げた NHK の ド ラ マ に み ら れる

よ う に、 2000年代 に な っ て も 女性主人公 に は東北方言 を極力使わせ な い と い う

こ と か ら 、 井上 (1977ab) で指摘 さ れた (魅力 的 な ) 若 い女性や都会的 な 女性

に は、 た と え 地元 出身 と い う 設定で あ っ て も 、 ふ さ わ し く な い 方言で あ る と い

う イ メ ー ジ が再生産 さ れて い る 。

次 に 、 共通語母語話者 が東北方言 を 利用 す る と い う 、 新 し い形の 方言利用 を

分析 し た 。 田 中 の称 す る 「方言 コ ス プ レ 」 で あ る 210 こ れ は 、 方言 が方言母語

話者以外 に も 、 つ ま り 、 誰で も 利用 で き る 言語資源 ( リ ソ ー ス ) と な っ て き た

こ と を 意味す る 。 田 中 (2016 : 76) が、 方言 が そ の 「土地 と の 結 びつ き か ら 解

き 放 た れ た 新 た な 用 法 を 獲得J し て い る と 指摘 し て い る も の で あ る 。 こ れ は、

方言 が よ り 広 く 利用 さ れ る よ う な っ た と い う 点 で は、 方言 の 「価値j が高 ま っ

た よ う に も 思 え る が、 繰 り 返 し 述べ て き た よ う に 、 方言地域、 方言母語話者、
方言 自 体 の イ メ ー ジ が高 ま っ た と は必 ず し も い い き れ な い 。 な ぜ な ら ば、 誰で

も 利用 で き る 言語資源 と し て の 方言 イ メ ー ジ や ス テ レ オ タ イ プ は 、 あ く ま でマ

ジ ョ リ テ ィ で あ る 共通語 を基本 に し た 上 で、 周 縁 に 置 かれた た め に 生 じ る も の

を も と に し て い る か ら で あ る 。 方言 は土地 か ら 解放 さ れて 誰で も 使用 で き る よ

う に な っ た が、 そ の も と と な る 「土地J の イ メ ー ジ が あ る か ら こ そ 利用 で き る

の で あ る 。 共通語母語話者 が特 に東北方言 を使 う 場合 は、 (関西方言 と は違 っ た
意味での H お笑 い」 的 な 要素 を も た ら す効果が あ り 、 自 身がい か に ユ ー モ ア を

も っ た 、 気 さ く な 人間 で あ る か を ア ピ ー ルす る た め な の で あ る 。 加 山 と 黒柳 の

21 欧米 での研究で は 、 こ の言語現象 を 言語越境 (lan伊age crossing) と い っ て い る 。
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「東北弁 ト ー ク 」 が そ の こ と を端的 に 示 し て い る 。

ド ラ マ で も 、 『 あ 』 で は東京生 ま れ東京育 ち の主人公が、 「北三陸j に や っ て き

て東北方言 を 学 び、 東北方言 も ど き を使 い、 「方言 コ ス プ レ 」 を し て い る 。 こ の

場合 も 、 主人公が使 っ て い る か ら と い っ て 、 東北方言の イ メ ー ジ が よ く な っ た

と は い い き れ な い 。 あ く ま で共通語母語話者 が方言 を使 う と い う こ と で あ り 、

そ れが 自 己 ア ピ ー ル の た め の道具 と な っ て い る か ら であ る 。 結局 の と こ ろ 、 東北

方言 に は 「 田舎、 農民、 貧 し い、 昔 の 言葉、 粗野」 な ど と い っ た マ イ ナ ス イ メ ー

ジ が今で も あ り 、 特 に 若 い (魅力 的 な ) 女性の イ メ ー ジ に は あ わ な い、 中年以

上の ワ ー キ ン グク ラ ス の こ と ば と し て の イ メ ー ジ が し っ か り 再生産 さ れて い る 。

最後 に 、 翻訳 に お い て 、 ア フ リ カ 系 ア メ リ カ 人 な ど を 典型 と す る 下層 階級の

こ と ばの イ メ ー ジ と し て 、 2015年以降 に 出版 さ れた 新訳 に お い て も 継承 さ れ て

い る 。 こ の こ と は、 東北方言 が東北 と い う 地域方言 と し て の み な ら ず、 「下層 」

と い う 社会方言 と し て も 周縁化 さ れて い る と い え る 。
「方言の価値が高 ま っ た J も し く は、 「 ポ ジ テ ィ ブに な っ た j と い う 言説 は、 全

国 向 け メ デ ィ ア 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 地域お こ し 、 若者の 自 己 ア ピ ー ノレ な ど で そ

の利用 が拡大 し た と い う 限 り に お い て 、 つ ま り 、 商品価値 と い う 点 に お い て で

あ り 、 依然 と し て 共通語中心 の 日 本 に お い て 、 共通語地域以外 の 、 方言地域、

方言母語話者、 方言 自 体の 社会的位置 が高 ま っ た わ け で は な い220 方言 が共通

語 と 対等 な 共生関係 に な っ た わ け で は な い。 む し ろ 、 そ の使用 の拡大 に よ っ て 、

中央 と 地方の序列関係 に根差 し た 、 従来の ス テ レ オ タ イ プが再生産 さ れて い る

と い う 危倶 も 深 ま っ て い る 。

方言話者が ど の地域 に お い て も 自 身の 方言 を堂 々 と 使 え る 社会的条件 は何か、

共通語 と 方言が よ り 対等 な 関係 を構築 し て い く に は ど う し た ら い い の か と い っ

た 観点 か ら 、 今後 も 方言 と メ デ ィ ア の 関係 に つ い て 考 え て い き た い。
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