
日本の言語 おしながき

• 日本の少数言語 

• 日本の方言と言語地理学 

• 変わってゆく方言と方言への態度

日本の少数言語

日本の言語

• 日本で話されている言語 

• Ethnologue によれば、以下の15言語 

• 日本語、朝鮮語、アイヌ語、北奄美語、南奄美語、
喜界語、徳之島語、沖永良部語、与論語、国頭語、
沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語、日本手話



方言と言語？

• 相互理解可能性 (mutual intelligibility) の基準：おたが
い話が理解できれば同じ言語 

• 実際には政治的に決まることも多い 

• 「言語とは、軍隊をもつ方言である」

方言と言語？

• 通じるが別言語扱いにされる例 

• セルビア語とクロアチア語 

• ヒンディー語とウルドゥー語 

• 通じないがしばしば「方言」扱いされる例 

• 北京語に対する広東語、上海語など 

• 日本語に対する琉球語

アイヌ語

• https://www.youtube.com/watch?v=4aQ0f3An6ws

アイヌ語

• Poropet kotan un arpa. 

• 幌別　　村　　に 行く 

• 「（その人は）幌別村に行きました」

(Shibatani 1991: 35)



古典アイヌ語動詞屈折（他動詞）

主語 単数 複数

1人称 a- a-

2人称 e- eci-

3人称

目的語 単数 複数

1人称 i- i-

2人称 e- eci-

3人称

‘I give you’a-e-kore
(Shibatani 1991: 25-26)

琉球の言語

• 日本語と歴史的な系統関係がある 

• 現在でも50～60代以上の世代は日常的に話している地
域があり、アイヌ語ほど深刻ではないが、若い世代は
習得しておらず、やはり消滅の危機にある

文法の比較：助詞の場合

日本語 宮古語

が ぬ/が 「ぬ」は無生物、「が」は生物（例外あり）
の ぬ/が 「ぬ」は無生物、「が」は生物（例外あり）

は や 前の単語と融合して音変化する場合あり
- どぅ 焦点標識

も まい
を ゆ 前の単語と融合して音変化する場合あり
に ん/んかい 着点の場合は「んかい」

から から 経路、移動手段にも用いる
まで がみ

• https://www.youtube.com/watch?v=cD-ODU8Fmvs



電子博物館

• http://kikigengo.jp/nishihara/doku.php
日本語の方言と  

言語地理学

方言地図と等語線  ( I S O G L O S S )

• https://www.ninjal.ac.jp/publication/catalogue/
laj_map/

周圏分布



方言と新語、「日本語の乱れ」

• 新語や日本語の乱れと呼ばれるものは、しばしば方言として出発している 

• 周辺地域から東京上陸→TVなどで使われ全国に波及、というパターンが多
い 

• 「うざったい」：多摩方言の記録あり（省略形「うざい」が1980年代
後半には優勢に） 

• 「かったるい」：埼玉・神奈川方言の記録あり（省略形「たるい」）
（名古屋方言の「たるい」（馬鹿な）とは別） 

• 「～みたく」「ちがくて」は東北・北関東から 

• 「～じゃん」はおそらく静岡西部から東に広がり東京へ

いろいろな方言差

• 方言差というと、個別の単語や表現、あるいはアクセ
ントの違いが話題になることが多い 

• 方言は音韻体系、文法、コミュニケーションスタイル
などの面でも異なる

方言の文法差（アスペクト）

東京
西日本方言 
(広島など)

進行 
(花が今現在散ってい

る最中)
花が散ってる

花が散りよる

結果状態 
(花が散った結果が
残っている状態)

花が散っとる

方言の文法差（条件表現）

「来る」を条件表現 
にしてください

東京方言 大阪方言

きみも _______ 
よかったのに。

来れば

来たら
あいつが _______ 
いつもダメになる。

来ると

あいつが _______ 
どうしよう。

来たら

あいつが _____＿ 
俺は行かない。

来るなら 来るんやったら



疑問イントネーションの地域差

Wh疑問 Yes/No疑問

東京 上昇調 上昇調

福岡 上昇調 下降調

広島 下降調 上昇調

鹿児島 下降調 下降調

（英語） 下降調 上昇調

コミュニケーションの地域差

変化する方言と  

方言への態度

方言に対する態度の変遷

• ～1960年代：方言受難の時代。「標準語の浸透」が至
上命題であり、著名な言語学者も「方言が消滅するの
が理想」などと発言



方言に対する態度の変遷

• 1970年代～：方言の見直し、方言教育、キャラクター
の使い分けとしての方言、観光資源としての利用

方言コスプレ

方言自意識の地域差 アクセントの方言差



大阪 :  理由の「 -さかい」を使いますか ?
真田 (2001)

大阪 :  「けったい」を使いますか ?
真田 (2001)

自動車教習施設 コメントシート

• 自分の使っている言葉で「これって方言だったのか」
と驚いた経験はありますか？（自分の例が思いつかな
ければ、他の人が使っていた例でもよいです）。どん
な言葉ですか？ 

• そのほか、感想・コメントがあればよろしくお願いし
ます。


