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文学部　英語文化学科
教授
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和
岩手県大船渡市出身。2010年、盛岡大学栄養科学部に着任。
2015年より盛岡大学文学部准教授、2018年より教授。2021

年からは英語文化学科の学科長を務める。
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文学作品に引用される
「歌謡」に注目
　専門は日本中古文学。平安時代に貴族の間で
流行した、催馬楽（さいばら）や風俗歌（ふぞ
くうた）といった歌謡が、『源氏物語』などの
文学作品にどのように取り入れられているのか
を探究しています。
　催馬楽や風俗歌はもともと、地方の歌舞を起
源とするもの。一見しただけではわかりにくい
謎めいた歌詞も多く、貴族文化を中心とする中
古文学においてはなかなか日の当たらないジャ
ンルではあります。
　しかし、貴族たちに取り込まれた歌謡は中央
の文化に見逃すことのできない影響を与えてい
ます。文学作品における歌謡の受容について分
析し、その重要性を明らかにすることは、地域
文化の再評価にもつながると考えています。

平安に生きていた人々の暮らしと
心に思いを馳せる
　平安時代の文学には、もちろんフィクション
の部分もありますが、当時生きていた人間の心
理や社会情勢が反映されています。1000年以
上前の世の人たちが作った作品ですが、そこに
は現代に生きる私たちと変わらない普遍的なも
のもあり、その共通点を見つけ出すのも文学研
究の楽しさだと感じています。
　長年取り組んできた、『源氏物語』における
歌謡の引用についての論考をまとめるほか、今
後は中世以降の催馬楽や風俗歌の受容について
も考察していきたいと考えています。

〔　　  〕
　2013年には、気仙地域にまつわる英訳併記の絵本「浜
の命」「ふろしきづつみ」の２冊を監修させていただきまし
た。「ふろしきづつみ」は東日本大震災について、「浜の命」
は気仙大工について書かれたものです。ケセン語と英語の

両方に通じていることを買われ、ケセン語のニュアンスが
正しく英訳されているかをチェックしました。ケセン語
の研究をさらに進め、ケセン語の文法に関する本を英語で
書くことが目下の目標です。

気仙地域を題材にした
絵本の英訳を監修

E p i s o d e 〔　　  〕
　盛岡に暮らすことになり、東京時代には飼えなかった犬
との生活を再び始めました。愛犬は３歳の柴犬、名前は「光
（ひかる）」です。毎日出勤前には30分ほどお散歩。犬に話
しかけながら歩いています。かわいくて仕方ないですね。

中古文学を見ると、平安時代の貴族は猫派が多かったよ
う。外で飼われていた犬が登場することは少ないのです
が、清少納言の『枕草子』に宮中で飼われている犬の話が出
てきます。

幼い頃から大の犬好き。
愛犬との生活を満喫中！E p i s o d e

文学部　日本文学科
助教

山
や ま さ き

﨑　薫
かおる

2019年4月より盛岡大学文学部
日本文学科助教。幼い頃から日
本文学・日本史好き。歴史上の
偉人のほとんどが男性なのに
対し、紫式部や清少納言など女
性が活躍した平安時代に興味
を持ったことがこの道に進ん
だきっかけだそう。

故郷の言葉「ケセン語」を研究
　専門領域は言語学、なかでも文や語の構造や
仕組みについて研究しています。これまで、格の
交替現象や敬語について研究を行ってきました。
　盛岡大学に赴任する前にいた高知県で、地域
特有の言葉のおもしろさに気づき、方言（土佐弁）
が研究対象に。岩手に戻ってからは、自身の出
身地である大船渡などで使われているケセン語
についての研究を進めています。
　ケセン語でよく見られる「書かさらない」な
どの「さる表現」も、長年取り組んでいる表現
のひとつ。調べていくと韓国語や福島県の方言
にも似たような表現があり、比較することでそ
の成り立ちの一端が徐々に見えてきたところで
す。
　ケセン語を研究対象にしたきっかけの一つに
は、東日本大震災からの復興を後押ししたいと
の思いもありました。私が研究することでケセ
ン語を多くの人に知ってもらい、ケセン語が世
界的にもすばらしい言語であることを地域の人
にも知ってもらいたいと思っています。

比べることで新しいことが見えてくる
　言語学の研究手法には、1つの言語の特徴を
明らかにする、あるいは、2つ以上の言語を比
較しその共通点・相違点を見つけ出すなど様々
なアプローチがあります。私は文の構造を示し
た樹形図を見るのが好きなんですが、まったく
接点のない場所の言語が似たような性質を持っ
ていることもあるんです。例えばインディアン
の言語と日本語にも似たような特徴を見ること
ができます。不思議ですよね。その不思議さが
言語学のおもしろさでもあります。言語学の意
義の一つが「比べることで新しいことが見えて
くる」こと。ケセン語も、英語や韓国語など、
世界の言語と比べながら研究を進めていくつも
りです。
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