
庄内方言および方言学習における
デジタル教材に関する研究

2.調査方法
・「全国方言分布調査」[4]の
データを利用
・方言辞典などの文献[5]を調
査
・家族(方言話者)に聞き取り調
査を実施、音声データを収集

1.背景・目的
地元である山形県遊佐町では高齢化による人口減少が進んでおり,2060
年の人口は推定5000人弱(現在の約半分) [1]。そのため,遊佐町特有の
方言を話す人は減ると考えられる。また,庄内方言には地域差がある
(表1)にも関わらず,地域差についての資料の中で遊佐町の方言について
の資料が他の地域に比べ少なく(例:[2][4]) 地元の文化である方言を残
したいという思いが生まれた。遊佐町の方言について調査しまとめ,他
地域の庄内方言と比較し,違いを見つけることにした。

3.結果
収集した200項目以上のデータを分析

(1)近隣地域との比較
・遊佐町の方言は隣接する酒田市の方言と
共通点が多い
・一方で独自の単語があったり,酒田市以外
の地域と一致・類するものもあった(表2)

(2)共通語との比較(表3)
「しあさって」「やのあさって」の意味が
共通語と異なる(やのあさってが三日後,しあ
さってが四日後を指す地域も)

共通語 遊佐 酒田 鶴岡

わたしたち おらだ おらがだ おれだじ・おらだ

あなた おめ わあ・あんだ んが 等

わたし わあ・おら・おれ わあ・おら・おれ おい・おら・おれ

表１ 地域差の例 ([3]より)

山形県立酒田東高等学校 1年佐々木みらい
チーム：公益大鳥海塾方言研究班

研究指導：カロル・ノヴァコフスキ

共通語 酒田 遊佐 鶴岡 本荘

かいこ(蚕) カイコ ケゴ ケーゴ
カイコ

カエコ

じゃがいも ジャガイモ ニンドイモ ニドイモ ニンドエモ

表２ 近隣地域との比較結果の例（遊佐町以外の項目は[4]より）

意味 共通語 遊佐

三日後 しあさって やのあさって

四日後 やのあさっ
て

さらあさって
さらやのあさって

表3 共通語との比較結果の例（遊佐町以外の項目は[4]より）

酒田 鶴岡 本荘

やのあさって やのあさって やなあさって

データなし
(わからない)

しあさって さらやなさっ
て
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4.デジタル教材としてのWebページ
方言を残すには,その地域外向けの発信が不
可欠 →どこからでもアクセスできるよ
う,Web ページを作成(図１)

目的：
・方言研究向けに,収集したデータの公開
・地域外の人に庄内弁に興味を持たせる
・地域の人で方言を話せる人を増やす

内容：
・庄内の歴史による方言の地域差の解説
・収集したデータに基づいた遊佐弁の方言
辞典(音声データを含む)
・日常会話の方言に関するクイズ

本研究は東北公益文科大学ジュニアリサーチャー制度の支援を受けています

5.今後の展望

・収集したデータのさらなる活用
・Webページの内容を充実させる
・見てもらうための宣伝
などを行い,方言を後世に残す方
法を探っていきたい。

また,テレビの普及によって薄れ
る前の方言が音声として残ってい
る場合 ,レコードとして残されて
いることがあるため[6],そのよう
な古いデータが庄内弁にもあるか
調べ,利用する方法を考える。

庄内方言に限定
した理由として ,
山形県の内陸部
と沿岸部(庄内)は,
山脈に隔てられ
ているなどの影
響で違いが明確
であり ,もはや方
言として一括り
にできないとい
うことがある

白地図（国土地理
院）を加工し作成

https://www.koeki-prj.org/jd/shonaiben/

図１ 作成
したページ

https://www.koeki-prj.org/jd/shonaiben/
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