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１．九州地方の令制国

　九州地方（西海道）の民謡の計量分析では，『日本民
謡大観 九州編（北部）』（NHK 1977）および『日本民謡
大観 九州篇（南部）・北海道篇』（NHK 1980）に掲載さ
れている九州地方の全楽曲を対象とした．図5.1は，九
州地方を令制国（旧国名）に分けた地図である．
　以下では，九州地方の11ヵ国について使用楽曲に関
する基本統計量，楽曲中の音高の出現頻度，音程の出
現頻度，小泉文夫氏の４種×６パターンのテトラコル
ドを形成するbigramの出現頻度，東川清一氏の４種
×５旋法の音階の出現頻度を報告する．

２．使用楽曲の基本統計量

　表５.１に令制国ごとの楽曲数に関する基本統計量
をまとめる．九州地方では，１曲あたりの音数は，対馬
国，大隅国，筑前国の順に多く，壱岐国，薩摩国，日向国
の順に少ないことがわかる．また，統計的なばらつき具
合を考慮すると，筑前国と筑後国における楽曲数の多
様性が目立つ．一方で，１曲あたりの音高の持続時間

（音高に音価を掛けた量）は，大隅国が圧倒的に長く，
筑前国，肥前国と続き，壱岐国，対馬国，筑後国の順に
短いことがわかる．統計的なばらつき具合を考慮する
と，音数の場合と同様に，筑後国の多様性が目立つ．

３．音高の集計結果

　図５.２から図５.12は，九州地方の各国で採譜され
た楽曲の音高情報を集計したヒストグラムである．ま
た，図５.13は，九州地方の全楽曲の音高情報の集計結
果である．

九州地方（西海道）の民謡の計量分析
Chapter. 5

-. .. )+ �. �+� ��� ��, ,, ��+ �� . -.+
-�,,� ,���) )�+�� ���.. ������ ������ ,�-�� ����� ���+�+ ����, ��� ,+���-
-)��� -.��� ����)+ -��,� .)�+. ,-�,� ,��)� ,��,� �����- �����+ �.��� -)�-�

s.d. +,��� +��., ����,- -��.+ ++�,+ )-��� )���) )���� -���� ���)� �,��. +��+.
CV ��,. ��,� ���� ���� ��,� ��+� ���, ��+� ��-) ��). ���. ��,�

�)�,�� ����-. ���,)� �)�-,� ,��+�� ������ )��--� ����,) ,,�.+� ����, ��.�) �-��+��
�+)��+ �-��+) )���.- �.,�,. )�,��) �-��.. )�)�.) )�,�-) ,+��+) �,)��, ����,- )�,��,

s.d. ��)��� )���), )�+�), ����-+ �--��� )�.�,. )���)- )-)��. �����-� �-��.) ����)- +)��))
CV ��., ���) ���� ��,� ���- ���� ���� ���+ ���� ��+- ��), ����

図5.1  九州地方における令制国

表5.1  九州地方の各国の基本統計量
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図5.2  豊前国における音高の使用傾向

図5.3  豊後国における音高の使用傾向

図5.5  筑後国における音高の使用傾向

図5.4  筑前国における音高の使用傾向
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図5.6  肥前国における音高の使用傾向

図5.7  肥後国における音高の使用傾向

図5.8  日向国における音高の使用傾向

図5.9  薩摩国における音高の使用傾向
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図5.10  大隅国における音高の使用傾向

図5.11  対馬国における音高の使用傾向

図5.12  壱岐国における音高の使用傾向

図5.13  九州全体における音高の使用傾向
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４．音程推移の集計結果

　図５.14から図５.24は，九州地方の各国で採譜され
た楽曲の音程推移情報を集計したヒストグラムであ
る．また，図５.25は，九州地方の全楽曲の音程推移情
報の集計結果である．
　九州地方全体の音程推移の出現頻度については，同
度音程推移（0）の21. 26%を中心に，負の音程（t i＜0）

が39.47％，正の音程（t i＞0）が39.27％をもつことか
ら，ほぼ左右対称の分布であることが確認できる．各
音程の使用傾向を確認するために，同一音程の上行形
と下行形をまとめた累積度数分布を図５.26に示す．
この結果から，長２度（±２）38.69％，短３度（±３）
20.87％，完全４度（±５）6.34％の順に使用頻度が高く，
短２度（±１）5.38％と増４度（±６）0.18％を除くと，
完全５度（±７）よりも広い音程はほとんど歌われない
ことが分かる．

図5.14  豊前国における音程の使用傾向

図5.16：筑前国における音程の使用傾向
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図5.15  豊後国における音程の使用傾向
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図5.17  筑後国における音程の使用傾向

図5.18  肥前国における音程の使用傾向

図5.19  肥後国における音程の使用傾向

図5.20  日向国における音程の使用傾向
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図5.21  薩摩国における音程の使用傾向

図5.22  大隅国における音程の使用傾向

図5.23  対馬国における音程の使用傾向

図5.24  壱岐国における音程の使用傾向
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図5.25  九州全体における音程の使用傾向

図5.26  九州地方全体における音程推移の累積度数

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1211109876543210-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100

80

60

40

20

0±12±11±10±9±8±7±6±5±4±3±2±10

表5.2  九州地方の各国のテトラコルドの出現頻度
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５．テトラコルドの集計結果

　表５.２は，九州地方全体の音程推移について，
bigramを用いて集計した小泉氏の４種のテトラコル
ドの出現頻度である．

６．音階の集計結果

　表５.３は，九州地方の各国で採譜された楽曲の音階
を自動判別して集計した結果である．ただし，５音に
満たない楽曲については含めていないことに注意さ
れたい．
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表5.3  九州地方における音階の使用傾向


