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八 重山地方の 古謡の 継承 に つ い て の 一 考察

又吉　光邦
’ L

（概要 〉 本研 究で は、沖縄 の 伝統文 化 と して 残 る古謡、特 に 八 重 山 地方 の 古典民謡 を含 む 占謡 の

王 し い 継承 の た め の 施策を早急に 取 り組 まなけれ ばな ら な い 事態 で あ る こ とを具体的 に列挙する 。

蚕た、第 二 次世界大戦以前 にSP レ コ
ー

ドに吹き込まれた 八 重 II1古典民謡 の
”

と うば ら
一ま

”

を例

に、現在の 歌われ て い る古謡の歌い 方 の相違を述 べ る。最後に 、八重 山地方 の 古謡 の 継承 につ い

て の 考察を述べ る。
〈 キ

ー
ワ
ー

ド〉 占
．
謡，伝統文化，八重 山， レ コ

ー
ド

1 ．は じめ に

　沖縄県は、1879年 の 琉球処分以 前まで 、琉球

王 国 と して 、日本本土 と異質の 文化を形成 して

きた 。現在で は 、そ の 異な る文化 を
一

っ の 観光

資源 として お り、文化 の 違 い は今 に生 きる人 々

の 生活 の糧を与 え、経済的な 貢献 を して い る ．

　そ の
一

方 で 、約 130年前 か ら ［本教育が施行

され 、琉 球 芸 能 を 嗜 ん だ 人 々 や 、琉 球 芸 能関係

者以 外 の 多 くの 沖縄 の 人 々 の ［常生活 か ら琉

球文化 の 香 りが消失 しつ つ あ る こ とは、周知 の

通 り で あ る 。 特に
”

島言葉 （しま く と うば）
”

と 占
．
老 が 語 る琉 球 方 言 と 称 さ れ る 言語 は、方 言

札 の 影響 もあ り、70代前半〜60代 の 方 々 あ た り

か ら、満 足 に 喋 る こ と が で きな くな っ て い る 現

状 に あ る。昨今、方言が 見 直 され て い る の で 復

活
・復元が期待で き る もの の 、地域ご との 方言

の 違 い な ど、解決 し な け れ ばな らない 問題が数

多 く指摘 され て い る。

　 言語 は 変化す る もの で あ る こ とは、若者言葉

や流行言葉な どを通 して 日 々 感 じる こ とで も

あ る が 、で きるだけ元 の 状態に 落ち着か せ る こ

とが 、文化資産 と し て 、あるい は文化資源 と し

て 有用 で あ る こ とに変わ りはな い 。

　本研究で は 、琉球古典音楽 と琉球方 言を使用

す る古謡、特 に 八 重 山地 方の 古謡に焦点 を 当て 、

そ の 継 承 の 問題 点の い つ くか を明 らか にする

こ と を 目的 と して い る 。

2．研 究の 起点

　本研究 の 起点 は 、石 垣 市立 人 重山博物館収蔵

の 沖縄 の 古謡 な どを 録 音 し た 蓄音機 で 再 生 す

る タ イ プ の SPレ コ
ー

ドの デ ジ タル 化作業 に あ

る。も う少 し詳 しく述べ れば、こ の デジタル 化

作業 を 遂行す る 過程 で 、琉球古典音楽や吉謡 の

歌 い 方 の 変化に 出会 っ た こ とが 、研 究 の 起点 で

あ る D そ の 歌い 方 の 変化 の 原因 には、統
一

的な

教育を通 し て の 変化 だけ で はなく、教育か ら来

る 無意識 の 変化 もある と推 察され る （第 4節 一

（1）、（2 ）参照〉。 こ れ らの 変化 の 結果 は 、古

謡や民謡を聞き比 べ る こ とで 理解で きる 、 本論

文 で は、紙面状 とい う制約 が あ る の で 、文 字で

そ の 違 い の
一

部を表 した い 。

3 ．琉球 占典音楽 と 八 重 山 古典 民 謡 に お け る 三

線

　本研究 で 検討す る古謡 は、琉球占
．
典音楽と 八

重 山 吉典 民 謡 で あ る 。 琉球古典音楽とは 、琉球

王 国時代に 宮廷音 楽 と し て 演奏 され て い た音

楽 の 総称 で 、主 に 王 国時代の L族 の 間 で 奨励 さ

れ た。現在、広 く
一

般的に は 、野村流や安冨祖

流を中心に継 承 され て い る三 線 で の 弾き語 り

を指 して い る。
＝ 一線 を用 い た弾 き語 りは、沖縄

で
．
般的に

”

歌 二線
”

と愛称 され て い る e

　 こ こ で 、宮廷音楽以外 の 三線で の 弾き 語 りの

こ とを民謡、ある い は沖縄民謡 と言 っ て 区別す

る場合が多い
。 民謡 は、現在 で も盛 んに新作 が

作られ歌 われ て い る が 、琉球古典音楽 の 楽 曲に

変イ匕1まオ禽レ・。

　一
方、八 重山 占典 民謡 あ る い は 八 重 山地 方 の

古謡 とは 、沖縄本 島 の 南断に 位置す る石 垣 島を

中心 に した八重山群 島に あ る 民謡 で 、日常生活

の 場 に お い て 、本来 は 三 線を用 い ず に 無伴奏で

歌 わ れ る ス タ イ ル の もの を指 し、ユ ン タ 、ジ ラ

バ 、ア U − 、ユ ン グ トゥ な ど の こ とを言 う。そ

れ らと区別 して 、三線を用 い る もの を節歌 とい

い 無伴奏 の 前者 と区 別 し て い る。

　入 重 山地方 の 節歌 は 、八 重由群 島が首里 王 府

に統治 され て い た 頃 に 二線が 持ち 込 まれ 、古来

伝承 され て い た民謡を三線 の 伴 奏 で 歌 うよう

に な っ た もの とされ て い る 。 明治十七年 に 喜舎

1
沖縄で は 三 線、三 味線な どの 名前 が あ っ た 。 現 在 で

　は 三 線 （サ ン シ ン ）に 統一され て い る。

＊Matay。shi ，Mitsukuni ：沖縄国際大学　e
−
mail ＝matayesi ＠okiu ．　ac ．　jp
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場 英整に よ っ て 「八 重 山歌 工

工 四 」 （1884年編）が採譜 ・編

纂 された が、近 世に な っ て 幸

地 亀千代
2
や大濱安伴

3
に よ っ

て 声楽譜付 き 工 工 四 が 作 られ、

現在 広 く普及 して い る
4
。こ こ

で 工 工 四 と は 三 線 の 楽譜 （図

1 参照）で、声楽譜付き 工 工 四

とは、歌 三線 で の 歌 の 音程 や

歌 い 方 な ども記 された 工 工 四

の こ と で あ る 。

図 1 工 工 四

4 ．八重 山古典民謡継承 の 問題点

　八 重山古典民謡の 発声に は 『中舌音 （ち ゅ う

ぜ つ お ん ）』、あるい は『中舌音 （な か じ た お ん ）1
と呼ばれ る独特 の もの が ある。そ の 表記法 は、

（い 段 中心 の 中舌音）と （う段中心 の 中舌音〕

の 二 通 り　（例 ： ぢ う ＝ つ い ） が あ り、　 「イ 」の

凵 の 動きを し なが ら 「ウ」 と発音す る と され て

い る。

　 こ の よ うな 八 重 山地 方 の 独 特 の 発 音は 、口常

生活 にお い て 八重 山方言 で 会話な され る方々

に は 容易 で あ り、また八重山地方 は 地域 の 伝統

文化、伝統芸能 が 非常 に 盛 ん な とこ ろ で もあ る

の で 、八重 山古典民謡の 継承 に 特 に問題 がな い

よ うに 見受け られ る。

　 しか しなが ら、次の 五 っ の危惧 され る点を指

摘 で きる。

　 （1 ）八童 山地方 は沖縄本 島よ りも早 くに方

　　　言札が導入 され 、標準語に よ る教育が

　　　強力になされ た
5
。

　 （2 ＞画
一的な教育、な らびに西洋化 を推 し進

　　　 め る学校教育の 影響が 、音楽 教育に も

　 　　 あ り、そ の 影響 が 見 られ る。

　 （3 ）人 重 山地 方 の 芸 能 が 盛 ん で あ る が 故 に、

u
幸地 亀千 代 （こ うち ・か め ち よ） ：1896 年 、現 在 の

　嘉手納町 水釜 に 士 族 の 長 男 と して 生 まれ る、瑞慶覧

　 朝蒲、高 安朝 常、金 武 良仁、伊 差川 世瑞、宮城 嗣 長

　 ら、大家に 師事。1963年 11月 に 野 村流の 第6代会長

　 に 就任 し、普及 ・発 展 に 尽 力 した。
s
大濱安伴 （おお は ま ・あん ぱ ん 〉： 1912年、石 垣 島生

　ま れ。1966年、既 存の 八 重 「亅1の 工 工 四 を改 良 し 、『八

　 重 L］歌工 工 四 』 を作 る。
d

工 工 四や 声楽譜 の 採 譜 の 正確 さに つ い て、八重 山で

　は 今 なお論 議 が ある 。
こ の こ とも古謡 の 継承 の 難 し

　 さの
・
面 を伝 えて い る。

fi
　2008 年 に は、ユ ネ ス コ （国連教 育科 学 文化機 関） が

　 奄 美 語 ・国頭 語 ・沖縄語 ・宮吉語 ・八重 山語 ・与 那

　 国語 の それ ぞれ を消 滅の 危機 に 瀕す る 言 語 に指 定

　 して い る 。

　　　舞台 で の 発表会な ど が 多く、日 常生活 の

　　　場 で 歌われ た古謡 の 歌 い 方 で は な くな

　　　っ て きた。

　（4 ）八 重山群 島以外か ら八 重山群島へ の 移

　　　住者が 増 え て お り、そ の 方々 に よっ て 歌

　　　われ る 八重 山古典民謡は、出身地 の 発音

　　　の 影響を受けて い る。

　（5 ）八重 山古典民謡 の 節歌 を 工 工 四 に採譜

　　　する こ とで 、八重山古典民謡 の 多様性 が

　　　失われ て い る 。

　（1 ）、（3 ）、（5 ）は、従来 か ら言 わ れ続け て

い た こ とで ある。 （2 ）、（4 ）は、著者 自身 の 経

験か ら来 る 独 自の推察で あ る。以下 に 、（1）〜

（5）に っ い て、著者が 見聞き し、実際に 経験し

た 例 を交 え なが ら解 説を加 え る。

　 （1 ）の 具体的な例と し て 石 垣 島の 私設博物

館で あ る南嶋民 俗資料館の 崎原毅館長 の 御 自

身の 経験を紹介 し た い 。崎原館長 の 話 で は、石

垣島 の 中 心 地 か ら離れ た所 の 農村 か ら来 る 子

供達 が 、方言札 を 付 け る （罰 せ られ る ）こ と が 多

か っ た らしく、そ の 理 由として 「地方 の 農村 の

日常会話 は 、方言 で あ る の が当た り前だ か ら．
と述 べ られ て い た。また、60 代 よ り若 い 世代 で

は、古謡や芸能は で き る が、方言で 日常会話を

で きな い と耳にする こ とも多い e こ の問題 は 、
広義に捉え れ ば（4 ）に も通ずる。

　 （2 ）に つ い て は、標準語 とい う言語 を含め、

現在 の 学校教育現場 にお い て も継続 中で 、伝統

芸能関連の授業の少ない こ と に 証左 され る
6
。

　 こ の 影響 の 実例 は、石垣 島で有名な歌 い 手 の

仲本 政子 と大濱津 呂＆崎 山用能 らに よ っ て標

準語 で 歌われ た全 国普及 版の 「安里 屋 ゆ ん た 」

（作 曲 ；喜舎場永殉、作詞 ：星克）と日本本土 の

歌 い 手 と 思 わ れ る櫻井 健 二 と 芝 恵美子 の 「あ さ

ど
一

や ゆん た 」 の 違 い に如実 に 示 され る 。 前者

は、標 準語 で あ る も の の 出身 地 で あ る 八 重 山 民

謡独特 の 歌 い 方 を残 して い る が、後者 の 歌 は ま

る で 童謡の よ うに 聞こ え る。八 重 山 占
’
典民謡に

な じみ の ない 人 か らすれば、櫻井 らの 方が 正 し

い 歌い 方で歌 っ て い るよ うに聞 こ え て くる。言
い 換えれば、仲本政 子らが、正 しくな い 歌 い 方

を して い る よ うに 聞こ え る の で あ る。西洋音楽

を至 上 と考え るよ うな教育か らもた らされ る

誤 っ た概念 とい えよ う。こ こ で 、こ の 事例 は、

fi
現在 「しま く と うば （琉 球諸語）」 を復活 させ る取 り

　 組 み が な され て い る。2005年 に 議員 立 法 で 、毎年 9

　 月 13日を しま く と うばの 日 と する条例 を制 定。
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（4 ＞の指摘に もか か わ る問題 で もあ る 。

　 （3 ）に つ い て は、山里節子
7
さん が 「畑仕

事中 に 歌 う民謡 と今 の 民謡 の 歌 い 方は違 う」と

語気を強め て 語 っ て お られ た の が印象的で あ

る、背筋を伸ばし て 多くの聴衆を前に して 舞台
．こ立 っ て 堂 々 歌 う今 の 歌 い 方 は 、舞台歌 い 、あ

る い は 聴 か せ る た め の 歌 い とな っ て い る の で

あ る。つ ま り、心 情 の 発露や 特 定 の 相手 に伝 え

るた め の 歌 で は なくな っ て お り、大 衆 向 け で 、

技巧 的 で E品 に 歌 う よ う に な っ て い る と 言 え

る。舞台上 に お け る 歌 は 、日 常 に 聞 く歌や音楽、

教育に 起因す る 西洋声楽 の 影響が、無意識 に 現

れ て い る と考え る の が 妥 当で あ ろ う。

　 また、沖縄 では何 か の 出来事 が あるとそ の 喜

怒哀楽を即興で 琉歌 に 託 し、歌 うの が常 で あ っ

セ。著者も幼 い 頃 に 聞 い た覚え が ある。こ れ ら

もまた、舞台 で の 歌 と異なる もの と言 えよ う。

　 （4 ）に つ い て は、著者が見 聞き し、八 重山

占典民謡 を習 っ て 感 じた こ と で あ る／t 八重山 地

方生 ま れ、育っ た方 々 と 同様に 発 音する の は、

や は り難 し い も の が ある。つ ま り八重 山古典民

．揺を継承 した と言 う場合 には、十分 な注意 が 必

要 で あ る 。 具体的 に 石 垣 市へ の 転入者数 に つ い

て 述 べ る と、石 垣市へ の 転入者数は 2004−2005

車で 合計 3423人 で あ る が 、住 民票 を 移動 （届 け

tD せ ず に 移住 し て い る者 を含 め る と、そ の 数
’
ま5000人 に 達す る で あ ろ うと推定 （文献 ［5］）さ

れ て い るの で 、
一一

年間 に約 2500人 の 転入者 と な

る。こ れ ら転入者が 全 て 定住 し、八 重山古典民

謡 を習 うの で は ない が 、例えば転 入 者 の
一
省liの

甲25Q名が定住 し、さらに そ の 1割 の 25名が八重

⊥r古典民謡を習うとすれば、20年 で 500名 とな

る。これ は もう無視で きな い 数字 で あろ う。

　現在、八 重山民謡保存会が各地 に あ る が、そ

れ と は 別 に
”

八 重 山民謡継承協会
”

を作 り、発

1・i や発声 法な どを正 し く継 承 した人 への 認 定

証の 授与を促すこ とも人切な こ とと思われ る 。

　（5 ）に っ い て は、著者が 八重山地方で 良く耳

；こす る言で あ る 。 八重 Ill地方 の 民謡は、村 々 や

離島間 で若干 異な る もの が多い
。 そ の た め

、
あ

る地域で節歌を工 工 四 に採譜し、印刷 ・製本さ

れ 、そ れ が 普及 す る こ と で 、他 の 地 域の 歌 い 方

が 失われ る、あ る い は 、他 の 地域 の 歌 い 方や個

人 の 歌 い 方 に 対 して 、 間違 っ て い る等 の 発言が

なされ る こ とに なる。もともと目と耳に よる実

演 で 継承 され て きた もの は、紙媒体 の 工 工 四 に

は 忠実に 再現で きな い もの な の で ある。
工 工 悶

とい う楽譜 の 中 へ 文字 コ ー ド等で変換記述 さ

れ た こ と で、人 の 実演 に よ る 豊 か な表 現 の 伝達

情報 が 失 わ れ て し ま っ て い る こ と を 理 解 し な

けれ ばな ら ない
。 小浜島 で 三 線 の 名手 と誉れ高

い A さ ん は、小 浜 島 の 民 謡 や 、節歌 を紙媒体 の

工 工 四 に する こ と を躊躇 ど こ ろ か 採譜を危惧

し て お られ た。実例 を言 え ば、あ る と き八 重 「【「

の 古典 民謡 を歌 う人に対 して 「あなた の は間違

っ て い る 」 と平然 と言 っ た方が お り、周 りの 人

が 「こ の 歌 は、B さん が 歌 う以前か らあ っ た、

B さん の 採譜が間違 っ て い る」と窘め られたそ

うで あ る （聞 く と こ ろ に よ る と、か な り頻繁に

こ の よ うなケ
ー

ス は起 こ っ て い る よ うで ある）。

B さんは、八重 lrl古典民謡 の 採譜 とそ の 書籍 に

よ っ て普及 させ た こ とで著名 な方 で あ るtt

　人 重 山占
．
典民謡 の 豊 か な多様性 を採譜す る

際 の 難 しさと と もに 、書面上 で の 文字 コ
ー一

ド化

な どに よ る画
一

的な 八 重 山古典民謡 の 発生 は、
八 重 山 地 方 の 古典 民謡 の 継 承 に 大 き な 問 題 を

投げか けて い る
S

。

5 ．採録 と デ ジ タル 化

　再現性 を保証す るた め、こ こ で はSP レ コ
ー ド

か ら音声 を 取 り出 し、デジ タ ル 化に 用 い た機器

に つ い て 次に 示 す。

　 （1 ）　LT−2XRC 　Luser 　turntable 　System

　　　 （株 式会祉 エ ル プ ）（文 献 〔9］）

　 （2 ） マ ル チ オーデ イ オ プ レ イ ヤー MA17CD

　　　 （株 式会社 マ ツ ム ラ）

　 （1 ＞は 、レ
ー

ザ
ー

タ
ー

ン テ
ー

ブル と呼ばれ、

物 理 的な 「針 」 を使わず に レ コ
ー

ドの 溝 を レ
ー

ダ
ー

光線の 反射で 読み取 っ て 、音を 冉現する レ

コ
ー

ドプ レ
ー

ヤ で ある。 ただ、レ コ
ー

ド¢ ）湾曲

に弱く、湾曲 した レ コ
ー

ドか らの 採録 は、（2 〕

の 従来 の 物理針 に よ る レ コ ー ドプ レ ーヤ か ら

の 採録 を し た。SP レ コ
ードか ら の 採録後、パ ソ

コ ン へ 取 り 込 み 、ノ イ ズ の 低減化 （文献 ［1］を 参

照 ）を行 っ た。また、比 較 に 必 要 ない くつ か の

占
．
謡 は 、文 献 ［8］か ら取 得 した。

石 垣 島在 住。文 化人。大 田静 男 氏 と と もに 八 重 山 地

方の 古謡 の 正 しい 継 承 に っ い て 積 極的 に 取 り組 む 。
「と うば ら一まの 世界」 （大 田 静 男著、2013 ）に 両者

の 掛 け合 い 歌 がCDに収録 され て お り、八 重山古謡 で

あ る と う ば ら
一ま の 様 々 な 姿を堪 能 で きる。

H
八 重 山 古典 民 謡 に 限 らず、琉 球古 典音楽 の 野村流 で

　 は 、伊薫川 世瑞 の 指 導 で 1935年 に 声楽譜 付 き 1：工 四

　 が で き た た め 、現 在 で は伊 差川 の 演 唱法 が 規範 と な

　 り、大合奏 して も乱れ る こ と はない 。簡潔 に 言え ば、
　 野 村流 で、声楽譜 に 合 わ ない 演 唱法 は 許 され ない 。
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6 ．例 　
一

と うば ら
一

ま
一

　八 重山地方の 代表的な古謡 に 、
”

と うばら
一

ま
”
が あ り、大会 （昭和 1947年か ら旧 暦 の 8月 13

日 の 夜）が毎年行われ て い る。現在 （若い 歌 い 手）

と過 去 の
”

と うば ら
一ま

”

で も歌 い 方に違 い が

あるが、そ の 大 きな点は、歌 の 中 で の 節回 しと

声 の 抑揚が、伸 ば して 歌 う部分に多用 され る こ

とで あろ う。

　
”

と うば ら
一ま

”

の 中で、現存する再 生 可能

な記録 の 中で
一

番古 い と思われ るもの は、1926

年の喜舎場孫知 ・仲本マ サ 子 （二 人 とも名歌手）

の 目東蓄音機株式会社 に吹き込 まれ た とばる

ま節 がある。こ れ と、1970〜80年 代に吹き込ま

れ た大 工 哲弘 （世界30力 国で と う ばら一まを広

め る）の と ばら
一ま は、同 じ よ うに の び の び と

発声 され て い る。しか しなが ら、若 い 方 の と う

ば ら
一

ま の 歌 い 方は 、 は っ き りした節回 し
9
と、

抑揚 の 効い た歌い 方 に な っ て い る。

　古 い 方 の 歌 い 方 は 、技 巧 的 で な い 分 、聞 い て

い る と素朴 な感 じ を 受 ける。そ の
一

方、若 い 方

の 歌 うと う ばら
一

ま は 、節回 し と抑揚を多用 し

て 歌 うの で演歌 の よ うに 聞 こ え る。つ ま り技巧

的と な っ て い て 、歌を伝えた い 先は
”

聴衆
”

で

あっ て
”
相 手 （特定 の 人 ）

”
で は な くな っ て い る。

7 ．考察

　古典民謡を古い 歌 い 方 で 歌 うこ とは 、ま さに

地域 の 大先輩や、祖先の 息づ か い を継 承す る こ

とに繋が る。幸 い に もSP レ コ
ー

ドに当時 の 著名

な歌 い 手 に よ る 数多くの 歌が残 っ て い る 。 それ

らを積極的に活用 して 、祖先の 歌い 方を継承 し

続ける努力、施策が必 要 で あ ろ う。特に、学校

教育におけ る伝 統芸能や 文化 の 継 承 の 時 間 を

授業に組み 入 れ る こ とは 、 早 急 に なされなけれ

ばな らな い
。 ただ、そ の 際に SPレ コ ー ドの 歌い

方を絶対視、そ れ 以外を許さない とする こ と は 、

避 け な け れ ばな ら な い 。継承 と独 自の 歌 い 方 は

別 に 考え るべ きで あ る。そ うで なければ、人 々

の 歌 の 多様性が失われ て し ま う。

　また、西洋風 の 声楽な どを取 り入 れ る こ とは、

現代社会 に 生 きて い る 上 で、教育上 も環境上も

やむ を得な い こ とな の か もしれ ない 。しか しな

が らそれ だ か ら こ そ、昔 の 歌 い 方 も是非 とも継

承 し、無 くさな い よ うに努力 を払わなけれ ば、

大切な文化 、 八重山地方だけで な く沖縄の 全般

の 文化を失 うこ とに な る 。

9
技巧的な節回 しは、SPレ コ

ー
ドの 伊差川 世瑞には あ

　 ま り見 られ ない が 、現 在の 野村流で は見受 け られ る。

7．ま とめ と課 題

　本論文 で は、古謡の 継承 に お い て 、危惧され

る状態 に な っ て い る こ とを戦前 の SPレ コ
ー

ド

の 音源 をもとに 述 べ た e また、学校 の 音楽教育

の 西洋化 に よ り、誤 っ た 概念が 先行する 懸念も

示 した。八重山地方 の 歌 い 方そ の もの が、八重

山地 方独特 の 文化で あ り、存続させ なけれ ばな

らな い 大切な資産 で 、八重 山地方 の古い 歌 い 方

の 将来 へ の 存続の た め の 施策が 望ま れ る。

　今後 、再現可能 な手法 を用 い て 、古典民謡 の

継承 に つ い て 研究 を進 めた い
。
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