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１．はじめに 

〈1･1〉背景 

 現代社会において、デジタルコミュニケーションは日常生活に欠かせないものになっ

ている。特に新型コロナウイルスの影響で、人との接触が制限されたため、デジタルコミ

ュニケーションの利用頻度が大幅に増加した。携帯電話やスマートフォン、タブレット、

ノートパソコンなどのデバイスを使用してコミュニケーションをすることは一般的になっ

ている。これらのデバイスを使用して実行できるコミュニケーションの形式の例には、音

声通話、ビデオ通話、SMS、電子メール、インスタントメッセージ、そして、Facebook、

Twitter、Instagram などのソーシャルメディアなどがある。そのデジタルコミュニケー

ションの種類の中で、最も利用されているのが、インスタントメッセージ、いわゆるチャ

ットである。LINE などのチャットアプリも、その利便性から日本人の間に人気があり、

海外でも利用者が日に日に増えている。チャットには、やり取りのスピードや手軽さ、イ

ンターネットさえあればいつでもどこでも使える実用性など、多くのメリットがある。一

方で、チャットにはユーザーの感情を表現しにくいという欠点もある。 

 顔の表情や体のジェスチャーなどが直接見える対面コミュニケーションやビデオ通話と

違って、文字によるコミュニケーションでは、これらの要素を直接見せることができな

い。その他に、文字によるコミュニケーションでは、声のイントネーションも聞かせるこ

とができない。そのため、文字によるニュアンスや気持ちの伝え方は様々である。文章で

本来の感情を伝える方法の中に句読点や約物の使用があり、その１つが感嘆符である。感

嘆符の使用方法によって、文字が持つ本来の意味と、本当に伝えたい感情表現のニュアン

スも異なってくるだろう。本研究では、デジタルコミュニケーション、チャットにおける

感嘆符の使用、その意味と解釈を検討する。そして、日本人の若者がチャットで使用した

感嘆符のニュアンスや理解、どんな場面で使うか、人によって使い方がどのように違うか

について分析を行う。 

〈1･2〉先行研究 

 この研究を実施するにあたり、『Using punctuation as a marker of sincerity and 

affective convergence during texting (Reynolds 他、2017)』を読んだ。この本には、

文字で書かれたコミュニケーションにおける句読点の使用に関連することが書かれてい

る。 

 また、話すイントネーションを表現するための句読点の使い方、インスタントメッセー

ジの中で句読点をパラ言語的な要素として使うことの効果について論じている。その効果

を実証するために、参加者が人工的な対話者とメッセージアプリでコミュニケーションを

とり、疑問符、感嘆符、省略記号、句点、そして句読点のない 5 つの答えから 1 つを選択

してメッセージに回答する、というコンピューター プログラムを使用して実施された。

その結果、参加者は会話のトーンやニュアンスを表す方法として、句読点の使用に非常に

こだわることがわかった。 

〈1･3〉研究目的 

 本研究は、チャットでのコミュニケーションにおいて、メッセージに何らかのニュアン

スを持たせる効果があると思われる感嘆符の使用とその解釈についての調査である。本研

究で達成したい目標は、以下の通りである。 
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① チャットでの感嘆符の使い方について知識を与えること。 

② チャットでコミュニケーションをとる際に、感嘆符を使う文章の意味やニュアン

スをより理解できるようになること。 

③ また、今後この研究を読む外国人が、チャットでの句読点の使用、特に感嘆符の

使用の意味やニュアンスを理解し、誤解が生じないようにすること。 

④ 日本人がチャットにおいて感嘆符を使用する傾向、あるいは、日本の若者がチャ

ットで文末につける句読点の使用の傾向を知ること。 

〈1･4〉 研究課題 

 〈1･3〉で述べた目的を達成するためには、以下の３つを解明することが必要である。 

① 日本人の若者は、チャットでどういう風に句読点や記号を使用しているのか。 

② 感嘆符に含まれる意味やニュアンスは何か、人によって違うのか。 

③ チャットでの感嘆符の使用は、どんな場面でも、どんな相手にでも使用できるの

か。 

 

２．研究方法 

〈2･1〉理論 

 本稿で使用する３つの理論、すなわちチャット、句読点と感嘆符理論、Hymes の SPEAKING

理論について説明する。 

〈2･1･1〉チャット 

 チャットという言葉は英語から来ており、友好的でカジュアルな方法で誰かと話したり

するという意味を表す。技術の発展とともに、チャットという言葉の別の意味も新しくで

きた。水上と右田 (2002)によれば、「相手が同時的に対話行動をとっている必要ないもの

―の形式を取るものの代表とも言えるのがチャットである（p. 77）」と言及されている。

日本大百科全書(ニッポニカ)によるチャットの意味は、「コンピュータ・ネットワーク上で、

リアルタイムで行われる対話 のこと。1980 年代なかばから 1990 年代に盛んであったパ

ソコン通信時代からあるオンラインサービスで、短い文章のやりとりで会話 のようにコ

ミュニケーションを図る」と説明されている。チャットの言葉は、チャットアプリケーシ

ョン自体を指す用語としてもよく使用される。 

〈2･1･2〉句読点と感嘆符 

 句読点 

 文章を書くときに使うものの１つが、句読点である。日本大百科全書(ニッポニカ)によ

ると句読点の意味は、「書き言葉において、書き手の意図を正しく伝えることを目的として、

文の構造や語句相互の関係を示すための記号」であると説明されている。 

 感嘆符 

 日本語で使われる 13 種類の約物や句読点の１つが感嘆符である。感嘆符は「ビックリマ

ーク」とも呼ばれる。日本国語大辞典によると、感嘆符は「感動、驚き、怒り、強調など

の感情を表わす「！」の符号。主として文の末尾に用いる。元来は欧文に用いる符号」で

あると説明されている。日本語の感嘆符は、正式な文章ではほとんど使われていないが感

嘆符を使用しないと文の意味が明確に理解できない場合もある。文化庁の「くぎり記号の

使ひ方」という文書では、感嘆符の役割は以下のように記されている： 
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「一、感嘆符も普通の文には原則として用ひない。たゞし、必要に応じて感動の気持をあ

らはした場合に用ひ。 

 二、強め、驚き、皮肉などの口調をあらはした場合に用ひ。」 

〈2･1・3〉Hymes の SPEAKING 理論 

 社会言語学の専門家である Hymes は、満足のいくコミュニケーションの結果を生み出す

ためには、スピーチイベントに考慮しなければならない要素があるとしている(Vakili 他, 

2012,p.29)。Hymes のスピーチイベントの構成要素は、頭文字をとって SPEAKING と呼ばれ

ており、以下の 8 つの点から構成されている。 

① 設定とシーン（Setting and scene）：会話の時間と場所や心理的な環境のことを

指す。 

② 参加者（Participants）：話し手と聞き手。 

③ 終了（Ends）：会話の目的、期待されている結果。 

④ 行為順序 （Act Sequence）：適切な言葉の選択とその使い方、言葉と話題の関係

といった会話の内容。 

⑤ キー（Key）：メッセージを伝える際のトーンや様式や気分など。 

⑥ 手段（Instrumentalities）：コミュニケーションの回路の選択肢。 

⑦ 規範（Norms of interaction）：会話に行われている特定の行動や特性，及びそ

れらに関する規範を指す。 

⑧ ジャンル（Genre）：会話のジャンル。 

 本研究では、上記の８つの理論のうち、とくに 5 番の「キー」に焦点を当てて論じてゆ

く。 

〈2･2〉必要なデータ 

 本研究で必要なデータは、感嘆符を使用した日本語のチャット会話のデータ、およびそ

の感嘆符の使用に関する解釈である。また、得られたデータを分析するため、関連する理

論からのデータも必要である。  

〈2･3〉データの集め方 

 本研究は、和歌山大学の学生にグーグルフォームズ（Google Forms）のアンケートで調

査を行うことから始める。それから、得られたデータを関連する理論で分析する。本研究

で行うアンケートの内容の概要は以下の通りである。 

1. チャットをよく使いますか？誰とよくチャットしますか? 

2. チャットでのやり取りをしている時、困ったことはありますか？それについての

エピソードがあれば教えて下さい。 

3. 字を使うコミュニケーションとして、チャットの不便な点があれば教えてくださ

い。 

4. 句読点や約物をよく使いますか？一番よく使うのはどれですか？ 

5. チャットで句読点を使うことが重要だと思っていますか？どうしてでしょうか？ 

6. 感嘆符をよく使いますか？どんな時に使いますか？できれば、例を教えてくださ

い。 

7. 感嘆符は、何の為に使いますか？ 
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8. 感嘆符を通して、相手にどんな感情やニュアンスを伝えたいですか？できれば、

例も教えてください。 

9. 感嘆符を使う時、相手を見てから使いますか？誰によく使いますか？  

10. 目上の人に対して感嘆符を使うのは大丈夫だと思いますか？なぜでしょうか？ 

11. 感嘆符の使い方によって、会話や文章のニュアンスが変わると思いますか? 例が

あれば教えて下さい。 

 また、チャットでの会話にどのように答えるかのシミュレーションとして、参加者に自

分の答えと句読点の選択を自由にチャットのいくつかの会話に答えてもらう。 

チャットシミュレーションの質問の例：  

1.  
A. ありがとうございます。 

B. ありがとうございます！ 

C. ありがとうございます〜 

D. ありがとうございます… 

 

2.  

A. よろしくお願いします〜 

B. よろしくお願いします… 

C. よろしくお願いします。 

D. よろしくお願いします！ 

 

 アンケートの項目は、チャットシミュレーションの質問を１０問含め、合計で３０問で

ある。 

3. 研究結果(アンケートの分析と考察) 

 グーグルフォームズ（Google Forms）のアンケートに、50 人の和歌山大学の学生の回答

が得られた。結果の分析は、アンケートの回答の分析、チャットシミュレーション結果の

分析、そして SPEAKING 理論によるチャットシミュレーション結果の分析の 3 つに分けて

行う。 

〈３･1〉アンケートの回答の分析 

 この部分では、20 のアンケート項目の回答をいくつかまとめて分析を行う。 

〜チャットと句読点について〜 

1. Q1〜Q４ 

 アンケートの回答者から、44 人が毎日チャットを利用し、最もよく使うアプリは LINE

（100％）とインスタグラム（78％）であることが分かる。チャットアプリは友達とのやり

取りに最もよく使用され（100％）、次に家族とのやり取りに使用される（68％）。 

2. Q5〜Q６ 

 44% の回答者が、チャットを使用したコミュニケーションで困難を経験したと回答した。

回答者がチャットを利用する際に経験した困難には、次のようなものがある。 

• 「うまく言いたいことを伝えられず相手を傷つけることがある。」 

• 「思った通りに意図が伝わらなかった、相手が怒っているのかと勘違いしてしま

った。」 

• 「意図していたものと異なるニュアンスで相手に伝わってしまい、不安にさせて

しまった。」 
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• 「文面だと相手の感情がわかりにくい。相手のメッセージが素っ気なく、何か怒

らせたかと思ったらただの自分の思い込みだったことがある。」 

上記の回答から、チャットを使用したコミュニケーションによって、相手に本来伝え

たい意図やニュアンスが伝わらない場合は少なくないことが分かる。 

3. Q7 
 文字を使うコミュニケーションとして、回答者が経験したチャットの不便な点は、最も

多い回答の順番から以下の通りである。 

1. ニュアンスや感情が上手く伝わらない点。 

2. 細かい感情や意図が伝わらない点。 

3. 相手の表情・感情が見えない点。 

4. 受け取り手によって異なったニュアンスで伝わる点。 

 オンライン・コミュニケーション（非対面）とオフライン・コミュニケーション（対面）

は、メディアや対話の方法が異なるため、様々な面で違いがある。香（2020）は、オンラ

インとオフラインのコミュニケーションでは、伝達される情報に違いがあると述べている。 

 

表１ オンライン・オフラインコミュニケーションの違い（香、２０２０） 

オンライン・コミュニケーション 

（非対面） 

オンライン・コミュニケーション 

（対面） 

非言語的な情報は明確に伝えることが

できない。 

非言語的な情報は明確に伝えることが

できる。 

  

 もうひとつの重要な違いは、即時のフィードバックがないことである。対面会話では、

聞き手はイントネーションのある相槌（「うーん」や「おおー」など）、顔の動き（表情や

笑いなど）、体の動き（ジェスチャーやボディーランゲージなど）の非言語的なもので直接

反応できる。話し手は無意識にこの非言語的なフィードバックを受け取り、それに従って

会話をする（Crystal、2011）。 

 これは、チャットでのコミュニケーションにおいて、メッセージのニュアンスや感情が

上手く伝わらない、上手く受け取れないといった回答者が感じた不便さに対応している。

というのも、チャットは文字ベースのコミュニケーションの形であり、非言語的な情報を

示すことが難しいコミュニケーションの形である。 

4. Q1８、Q10〜Q11 

 50 人の回答者のうち、チャット使用するときに句読点や記号を使わない人は 1 人のみだ

った。大部分の回答者が（92％）、チャットで句読点や記号を使用することは重要だと答え

た。その回答に対して、次のようなほぼ同じ理由を述べた。 

• 「文章の区切りが分かりやすくなり、読みやすくなるから。」 

• 「感情を表しやすくなるから。」 

• 「雰囲気が伝わりやすいから。」 

• 「よりリアルに実際に話している感じが出るから。」 

• 「自分の気持ちを少なからず伝えることができるから。」 
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• 「文字だけよりも感情が伝わり、柔らかい印象になるから。」 

 回答者の答えは、メッセージの書き手の意図を正しく伝えるという句読点の機能（日本

大百科全書、1989）に沿ったものであり、そこにはメッセージのニュアンスや感情を正し

く伝えることも含まれるだろう。また、句読点や記号を使うことで、文章に込められた感

情により文がさらに柔らかく感じられ、区切りも分かりやすいため読みやすくなるのだろ

う。 

5. Q9 

 以下は、回答者がチャットでよく使う句読点や記号の図である。 

 
図１ チャットでの句読点や記号の使用率 

 

 上の図の通り、最もよく使われるのが感嘆符であり（84％）、最も少なく使われるのが句

点である。このことから、感嘆符は日本独自のものではなく、欧文から入ってきたもので

あるにもかかわらず、感嘆符に比べて句点を使用する若者は非常に少ないことが分かる。 

 

〜感嘆符について〜 

6.Q12、Q14 

 以下は、回答者のチャットにおける感嘆符の使用頻度の図である。 

 
図２ チャットでの感嘆符の使用頻度 
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 上の図から、チャット会話の中で感嘆符をいつも使用する人は 58％である（29 人）こと

がわかる。感嘆符の使用によって、伝えたいニュアンスが込められている。以下は、感嘆

符を通して何を伝えたいのかについて、回答者の代表的な回答である。 

• 「自身の素直な感情」 

• 「強調する感じ」 

• 「フレンドリーな印象を与えたい」 

• 「驚き」 

• 「興奮したこと」 

• 「明るい感情」 

• 「無関心ではないよっていう気持ち」 

• 「感情が爆発している」 

• 「実際に会話するときに大声で言いたい時」 

• 「会話を楽しんでいる」 

• 「軽い気持ち」 

• 「柔らかいニュアンス」 

• 「元気があるようなニュアンス」 

• 「自分が相手に対して怒っていないこと」 

• 「共感」 

• 「プラスな感情」 

• 「優しい感じ」 

 日本国語大辞典、文化庁の文書による感嘆符の意味、回答者による感嘆符の意味、を比

較すると、「強調」や「驚き」を伝える際に使用されるなど、一致する点がいくつかある。

しかし、日本国語大辞典や文化庁の文書に記載されていない、異なる感情やニュアンスも

少なくない。感嘆符を通して回答者が伝えたい感情やニュアンスの大部分は、「明るい」、

「元気」、「楽しい」、「共感」、「優しい」、「フレンドリー」等のようなポジティブな感情や

ニュアンスだった。日本国語大辞典や文化庁の文書に書かれているような「怒り」や「皮

肉」を感じさせるニュアンスと答えた人はいなかった。以下は、回答者から寄せられた感

嘆符を使ったいくつかの例文である。 

• 「嬉しい！｣ 

• 「あのドラマめちゃくちゃ面白かったよ！！」 

• 「ありがとう！」 

• 「ナイス！」 

• 「明日 8 時に！」 

• 「同じこと思ってた！」 

• 「了解！」 

7. Q16〜Q17 

 アンケートでは、感嘆符は目上の人に対しても使えるかという質問もあった。12％が「は

い」と答え、8％が「いいえ」と答えた。しかし、「相手や場合による」と答えた人が 80％

もいた。「いいえ」と答えた人は、目上の人との会話は、固い感じでないと尊敬していない

ように思われ、真面目ではない、はしゃいでいるように思われるから、失礼にあたるかも
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しれないという理由を述べた。一方、「はい」と答えた人は、自身の感情が端的に伝わる、

柔らかい文になり、何も無いより元気な印象がある方が良いという意見を述べた。また、

「。」だけだと相手に冷たい印象を与えてしまうという意見もある。「相手や場合による」

と答えた回答者の意見は以下の通りである。 

• 「相手と仲が良ければ大丈夫だと思う」 

• 「仲のいい目上の方だと、親しみを持っていることが伝わる！」 

• 「友達と同様に、感嘆符がないと怖いと捉えられるかな？と思った時には目上の

人にも感嘆符を使います。」 

• 「相手が感嘆符をよく使う人であれば、使ってもいいと判断します。」 

• 「フォーマルでないなら大丈夫と思います。」 

 大部分の回答者は、仲のいい、親しい関係である限り、そしてフォーマルな状況ではな

い限り、目上の人に対して感嘆符を使用して大丈夫と述べている。つまり、相手が抵抗を

感じず、感嘆符を使用することで親しみのある雰囲気を伝えることができるのであれば、

問題はないということである。 

8. Q15、Q18 

 以下の図は、回答者が誰に対して感嘆符を使用するか、誰に対して感嘆符を使わないか

についての比較である。 

 

図３ 相手によって感嘆符の使用率の比較 

 

 図のオレンジのバーから分かることは、感嘆符が最もよく使われるのは友達（96％）で、

次いで家族（48％）である。そして、図の青いバーから、先生・教師（46％）とアルバイ

トの上司（44％）に対して最も感嘆符を使うべきではないことが分かる。オレンジのバー

と青のバーの比較から、一般的に、感嘆符は友達や家族との会話など、カジュアルな場面

で使われることが多く、目上の人との会話ではフォーマルな場面が多いため、使わない方

が良いと言えるだろう。しかし、36％の回答者は、感嘆符は誰にでも使って良いと答えた。 

9.Q19〜Q20 

 感嘆符を使うことで、会話のニュアンスが変わるという点では、回答者全員が同意した。

その中のいくつかの理由は、以下の通りである。 

• 「感情を相手に簡単に伝えることができる」 
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• 「元気な表現に変わる」 

• 「文章にプラスな印象が加わる」 

• 「優しく、明るい文章になる」 

• 「距離感が変わってくる」 

• 「感嘆符をつけないと淡々とした文章になる」 

• 「感嘆符が無いと落ち着いた、または冷たい印象を感じる」 

 以上のことから、感嘆符を使うことで、会話の雰囲気やニュアンスをよりポジティブで

明るいものに変えることができると結論づけられるだろう。この情報は、書籍での感嘆符

の説明には含まれていない情報である。また、逆に感嘆符を使わずに、「。」だけを使うと

冷たい印象を与えてしまう。「感嘆符がないと感情の起伏がないように思えるので、怒られ

ているような、命令されているような気分になります」という理由を述べた回答者もいる。

例えば、「嬉しい」または｢嬉しい。｣と｢嬉しい！｣の間では、後者の方がより明るく、より

嬉しそうに感じる。 

〈３･２〉チャットシミュレーション結果の分析 

 アンケートの部分では、回答者にチャットの会話に応じて句読点や記号を選択するよう

求めた。シミュレーションの質問は 8 つの会話から 10 問出題され、問１から問６は上司

とのテレワークでのチャットの場面で、問 7 から問 10 は友達とのチャットの場面である。

以下は、質問ごとに感嘆符と感嘆符以外の句読点や記号の使用率を比較した表である。 

 

表 2 チャットシミュレーション結果の比較 

問い 
選択した句読点や記号 

感嘆符 感嘆符以外 

1 16% 84% 

2 18% 82% 

3 34% 66% 

4 86% 14% 

5 40% 60% 

6 74% 26% 

7 92% 8% 

8 84% 16% 

9 28% 72% 

10 80% 20% 

  

 上の表から、目上の人との会話（問１～問 6）では、感嘆符の使用率が他の句読点や記

号よりも高いのは、2 問のみであることが分かる。この上司との会話では、より多く使わ

れている句読点のほとんどは「。」（句点）である。〈３･1〉で述べたように、感嘆符の使用

は一般的によりカジュアルでフォーマルではない場面で使われるものである。そのため、

この場面では多くの回答者は、よりフォーマルな印象を与える「。」(句点)を選んだ。しか

し、この場面で大部分の回答者が感嘆符を選んだ問題もあった。それは、「はやい」と「お

手伝いできてよかったです」という表現に、「！」を付けた（「はやい！」、「お手伝いでき
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てよかったです！」）。この表現に感嘆符を付ける、元気で明るいニュアンスや感情がより

よく伝わり、会話の流れに合っていると推測できる。 

 一方、友達との会話（問 7～問 10）では、4 問の中から 3 問が感嘆符の使用率がよりも

高い。このことから、感嘆符はよりカジュアルで、親しい雰囲気を与えることができるた

め、主に友達との会話で使用されると言える。目上の人との会話とは対照的に、友達との

会話で「。」（句点）が使われる割合は非常に低く、「。」を選択した回答者がいなかった質

問も 2 問あった。 

〈３･３〉SPEAKING 理論によるチャットシミュレーション結果の分析 

 以下は、Hymes（1974）のスピーチ・イベントの構成要素の分析である。この分析は、シ

ミュレーションで使用されたチャットで発生したスピーチ・イベントの要素を検討するた

めに行われたもので、要素中のキー（Key）の結果は回答者の前回の回答に基づいたもので

ある。 

表３ 上司とのチャット会話における SPEAKING 要素の分析 

No. 要素 解釈 

1. 設定とシーン 仕事、テレワークの場面。 

2. 参加者 会社の上司と部下。 

3. 終了 会議のスケジュール調整、会議の進行、書類の

提出、上司のサポートなどの仕事の実行。 

4. 行為順序 フォーマルで丁寧な言葉、敬語の使用。 

5. キー 真面目でフォーマルな会話のニュアンス。 

これらのニュアンスは主に「。」（句点）で表現

される。 

6. 手段 丁寧語や敬語を使ったチャットでのメッセー

ジ。 

7. 規範 相手に尊敬を示すため、丁寧な言葉を使う。 

8. ジャンル チャットを使用するオンライン・コミュニケ

ーション。 

 

〜友達とのチャット会話における SPEAKING 要素の分析〜 

 チャットでの句読点や記号の使用に関するデータとなった友達との会話における

SPEAKING 要素の分析は以下の通りである。 
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表 4 友達とのチャット会話における SPEAKING 要素の分析 

No. 要素 解釈 

1. 設定とシーン 軽い、カジュアルな会話の場面。 

2. 参加者 友達同士。 

3. 終了 友達に何かの話題について伝えたり、返事をも

らったりする。 

4. 行為順序 普通形、カジュアルな言葉の使用。 

5. キー 明るく、元気、感心するニュアンス。 

これらのニュアンスは「！」（感嘆符）と「〜」

（波タッシュ）で表現される。 

6. 手段 カジュアルな言葉を使ったチャットでのメッ

セージ。 

7. 規範 友達に嬉しい気持ちや感動を伝える。 

8. ジャンル チャットを使用するオンライン・コミュニケ

ーション。 

  

 上の２つの表のキーの要素を見てみると、句読点や記号の使い方や伝わるニュアンスが

異なることが比較できる。このような使い方によって表現されるニュアンスや感情は、本

の説明からわかるものではなく、チャットでのコミュニケーションをすることによって実

際に感じることができるだろう。 

 

4. 結論 

〈4･1〉 まとめ 

 本研究では、日本の若者のデジタルチャットにおける感嘆符の使用について調査を行っ

た。以下の３つの点は、〈1･4〉で述べた研究課題を解明したことのまとめである。 

① チャットは現代の若者にとって日常生活に欠かせないものになっており、友達との

やり取りに最もよく使用される。チャットは文字ベースのコミュニケーションの形

として、非言語的な情報を示すことが難しく、ニュアンスや感情が上手く伝わらな

いため、メッセージを送る際に句読点や記号の使用が必要となる。その中から一番

よく使われる記号は、感嘆符である。感嘆符を使わずに、「。」だけを使うと冷た

い印象を与えてしまう場合もあることが分かった。 

② 感嘆符に含まれるニュアンスと意味は、人や使い方によって違う。一般的に、感嘆

符は 明るい、元気、興奮、楽しい、優しい、フレンドリー等のようなポジティブ
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なニュアンスを与え、文章をより柔らかくすることが分かった。しかし、使い方や

場面と人によって感嘆符には失礼で真面目ではない、はしゃいでいるような印象を

与えてしまうかもしれない。 

③ 感嘆符の使用は、相手や場合によって違うことが分かった。チャットシミュレーシ

ョンを通して、感嘆符はカジュアルでフォーマルではない友達との会話に多く使わ

れる傾向が見られる。感嘆符を使うことによって、さらにフレンドリー、親しいニ

ュアンスを与えることができるため、主に友達との会話で使用される。一方、目上

の人に対して感嘆符を使用して良いかどうかは、関係の親密さや会話の場面によっ

て異なる。感嘆符を大事でフォーマルな状況で使用すると、相手に不真面目で失礼

な印象を与える可能性がある。しかし、目上の人との関係が親しく、フォーマルな

会話でない場合は、感嘆符を使うことで、会話に元気で明るいニュアンスを与える

ことができる。 

これらのことから〈1･3〉で述べた本研究の目的を達成することができたといえよう。 

〈4･2〉今後の課題 

 感嘆符の使い方やニュアンスについて調べてみると、オンライン・コミュニケーション

における句読点や記号の使用について、これまで知らなかったことが少なくないことに気

づいた。本研究の研究対象は、若者である大学生である。今後の研究では、年を取ってい

る人や働いている人など、本研究では調査対象としなかった社会人の視点から感嘆符の使

い方についての調査を行なっていきたい。 

 また、今回の研究では、日本人のチャットでもよく見られる「？！」や「！？」などの

疑問符と一緒に付ける使い方など、感嘆符の使い方が多様であることが分かった。これが、

どのように使われ、どのように解釈されるのか、今後の研究テーマとしたい。 

 このような研究を通して、日本語学習者がオンライン・コミュニケーション、特に日本

人の友達や目上の人とのチャットの中で、文章による会話のメッセージの意図やニュアン

スをより明確に理解し、チャットのやり取りの際に起こりうる誤解を最小限に抑えるのに

役立つことが期待される。 

（以上、11106 字） 
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アンケート調査の項目と回答（対象：和歌山大学日本人学生５０人） 
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 １．はじめに 

 1.1 研究の背景  

 近年、あらゆる目的で来日するウズベキスタン人の人数が増加傾向にある。日本国外務

省のデータによると、2022 年に 5000 人近くのウズベキスタン国籍の方々が日本に在住し

ていた1。このことを踏まえ、日本人とウズベク人の断り方に着目し、その違いについて研

究を行うことが重要だと考えられる。ウズベク語と日本語は、それぞれウズベキスタンと

日本で話される言語であり、異なる文化と社会背景を持っている。断りはコミュニケーシ

ョンにおける重要な要素であり、特定の依頼や提案を丁寧に辞退するための言語行為であ

る。断りの適切な使用は、相手との関係を保ちつつ、意図を伝える上で重要である。これ

により、相手との信頼関係が損なわれることなく、円滑なコミュニケーションが図られる。  

 今までウズベク語と日本語における断りの表現の研究が多くなされて来た。しかし、著

者が概観する限りではウズベク語と日本語の対象研究において断りの発話行為に関する言

語間の違いと文化的背景を理解するための比較的詳細な分析が少ないように思われる。し

たがって、本研究ではウズベク語と日本語における断りの発話行為について対照的に調査

し、異文化コミュニケーションの理解を深めることを試みる。  

 1.2 研究の目的  

 本研究の目的は、ウズベク語話者と日本語話者の間での断りの発話行為について比較・

対照することである。具体的には、以下のことを目的とする。  

 a. ウズベク語と日本語における断りの種類とパターンの比較：両言語の断りの表現形式

にはどのような違いがあるのかを明らかにする。  

 b. 断りの脈絡における言語使用の違いの検討：断りの文脈によって、ウズベク語と日本

語の話者がどのように違った表現を用いるのかを調査する。  

 1.3 研究の重要性  

 ウズベク語と日本語の断りの発話行為についての対照研究は、異文化コミュニケーショ

ンにおいて理解を深めるために重要である。断りの違いを把握することで、言語学習、国

 
1ウズベキスタン共和国（Republic of Uzbekistan）基礎データ   

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html （2023 年 6 月 12 日最終閲覧）  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uzbekistan/data.html
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際ビジネス、異文化交流などの分野での効果的なコミュニケーションの向上に寄与するこ

とが期待される。また、異なる文化間での誤解を回避し、相互理解を促進する上でも重要

な知見を提供することが望まれる。  

本研究を通じて得られる成果は、異文化コミュニケーションの理解を深めるだけでなく、

異なる言語間での断りの違いによる誤解を防ぐ上で実用的な価値を持つと思われる。  

2.先行研究の検討 

松山紀子(2002)は、日本語とフランス語における「断りの発話行為」について比較調査を

行い、日本語とフランス語の間では「断りの発話行為」を構成する表現の選び方に類似性

があり、フランス人が常に「non」と断るわけではなく、また日本人がいつでもことばを濁

して断れないとは言えないことを明らかにしている。さらに、修復行為において積極的丁

寧か消極的丁寧かという点で差異が見られると述べている。謝罪・感謝表現においては、

日本人は「ごめん」という表現を多用し、一方フランス人は「merci」という表現を多く使

っている。また、「提案者への気遣い」では、日本人は消極的丁寧を選ぶ傾向があり、フラ

ンス語においては積極性が感じられる。これらの結果から、日本人は自分が提案者に与え

た負の部分（損害）を意識し、一方フランス人は提案者が自分に与えてくれた正の部分（好

意）を評価する傾向があると示唆されている。ただし、丁寧さに関わる問題は複雑であり、

異文化間の言語文化的側面のみに焦点を当てて結論を出すことは難しいと指摘している。 

フランス語と日本語の断りの発話行為についての研究では、フランス語と日本語の類似

点と相違点が示されている。著者が概観する限りでは、ウズベク語と日本語の間でこのテ

ーマに関する研究が少ないように思われる。したがって、上記の松山紀子 (2002)の分析や

考察を参考に本研究を進める。  

3.日本語の断る表現 

日本語には、様々な場面で断るための表現がある。人間関係や文脈によって使い分けら

れることがあるが、一般的な断る表現について詳しく説明する。  

「いいえ」: 最もシンプルで直接的な断りの表現である。「いいえ」と言うことで相手の要

望を断ることができる。  

「申し訳ありませんが」: 謝罪の意味を含む丁寧な断りの表現である。「申し訳ありません
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が、その日は行くことができません」というように使う。  

「すみませんが」: 謝罪を含む断りの表現である。「すみませんが、都合が悪いので参加で

きません」というように使う。  

「ちょっと…」: ためらいを示す断りの表現である。「ちょっと…その日は予定があるので」

というように、返答を保留する意味合いがある。  

「お忙しいので」: 相手が忙しいことを理由に断る表現である。「お忙しいので、参加でき

ない」というように使う。  

「またの機会に」: 次回の機会を待つことを意味する断りの表現である。「またの機会にお

願いします」というように使う。  

「他に予定が入っていて」: 別の予定があることを理由に断る表現である。「他に予定が入

っていて、行けない」というように使う。  

「申し訳ございませんが、お断りさせていただきます」 : 非常に丁寧な断りの表現で、相

手の要望と謝罪を交えて断る。  

これらは一般的な日本語の断る表現だが、文脈や相手との関係によって使い分けることが

重要である。また、日本文化では相手を不快にさせないように丁寧に断ることが重視され

る。そのため、謝罪や感謝の表現を添えることがよく行われる。  

4.ウズベク語の断る表現 

ウズベク語の断り表現についてサファロフサマンダル  ( 31.12.2021)の『否定の意味型と

文体的特徴』1(3)で以下のように述べている。  

「著者はウズベク語ネイティブスピーカーであることを踏まえ、ウズベク語における断

りの表現を以下のように分類する。  

1.絶対的な断り  

2.言葉の断り  

3.量的な断り  

4.特別な語彙の断り  

5.半断り  

6.形態的なものであるが、内容的な意味を持たない断り  
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7.語の断り  

8.構文的な断り  

断りの表現手段は、他の文法的なカテゴリーの方法と同様に、様々な言語学的レベルで

分析される。世界の言語において、例えば英語では、次の言語学的手段が断りを表現する

のに使われる：  

断りの単語：  

a) 単純な形式：(yo'q) いいえ  

b) 付加形式：(hech qachon, hech narsa, hech bir) 全く、何も、どれも  

断りの動詞  - 通常は特定の人称形で補完される。  

断りの接辞：  

a) 接頭辞：(-no, - be)不、非；  

b) 接尾辞：(-ma)-ない。 

その他のマークやシグナルによって断りを示すことも可能で、これは言葉が含まれる文

脈に依存し、その意味は部分的に断りの意味を持っている。」3 

5.調査  

5.1.調査方法  

ウズベク人学生 20 名と日本人学生 20 名を対象に、2023 年の 7 月 5 日から 22 日にかけ

てアンケート調査を実施した。この調査では、両言語話者が使用する断り表現を収集し、

その類似点と相違点に注目し、分析を行った。そして、両言語話者が使用する断り表現に

関する意識や考え方についても尋ねた。アンケート調査は、協力者が著者によって準備さ

れた質問にする形式で実施された。  

 5.2. 調査結果の分析  

 以下では、20 人の日本人と 20 人のウズベク人の協力を得たアンケート調査を行った結

果分析していく。日本人の回答を表１、ウズベク人の回答を表 3 まとめ、相違点や共通点

について考察する。  

表 1 日本人学生の回答の意味公式の分類  

意味公式 意味役割 回答の表現 
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理由  相手の意向に添えない理由の説明  お酒を飲めない、お金がない、その日ち

ょっと用事があるから、  など  

詫び  相手の意向に添えないことについて謝

る 

ごめん、すみません、ごめんなさい、申

し訳ございません 

関係維持 相手との関係を維持したい旨の表出  また誘ってください、次回は行きます、

また別の機会にご一緒させていただけ

ませんか 

代案  問題解決の方法として他の方法を提示  かわりを探そうか、日曜日だったらいけ

ますが 

共感  相手の意向に添いたい心情の表出  行きたいですけど、せっかくですけど、

残念ですが 

結論  直接的な断りの表出  行けない、できない、貸せない、ためだ、

無理です 

感謝  相手の好意に謝意を示す  誘っていただいてありがとうございま

す、  

ためらい ためらいのポーズで断わりを予感させ

る 

ちょっと ...、バイトが… 

保留  断りの保留  時間があれば行きます、考えておきます 

呼称  尊敬や親しさを表す  友達、同僚、上司、父、同級生 

 

 

 

 

表 2 ウズベク人学生の回答の意味公式の分類  

意味公式 意味役割 回答で使われた表現 

理由  相手の意向に添えない理由の説明  Vaqtim yo’q edi (時間がない ), pulim 
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kamroq edi(お金が少ない ), o’zimning 

ham imtihonlarim yaqin（自分の試験が

あ る ） , boshqa loyihada ishtirok 

etaman(ほかのプロジェクトに参加して

いる), rejalarim bor edi(予定がある) 

詫び  相手の意向に添えないことについて謝

る 

Uzr（ごめん）, kechirasan（すまん）, uzr 

so’rayman（すみません）, kechirasiz（ご

めんなさい）, ming bor uzr（何度もすみ

ません） 

関係維持 相手との関係を維持したい旨の表出    ― 

代案  問題解決の方法として他の方法を提示  Keyingi safar(また次回) 

共感  相手の意向に添いたい心情の表出  Juda xohlagan bo’lardim（本当にそうし

たいけど）, qatnashishni istardim（参加

したいけど） 

結論  直接的な断りの表出  Kerak emas(いらない ), yo’q(いいえ ), 

bormayman （ い か な い ） , 

qatnasholmayman （参加できない） , 

berolmayman（渡せない）   

感謝  相手の好意に謝意を示す  Rahmat（ありがとう） , minnatdorman

（感謝いたします） 

ためらい ためらいのポーズで断わりを予感させ

る 

― 

保留  断りの保留  ― 

呼称  尊敬や親しさを表す  友達、同僚、上司、父、同級生 

 

アンケート調査から得た回答表現を鈴木 恵理子(2010-03)が  『中国人日本語学習者の断

りのストラテジー : 中国国内学習者の場合』の研究での意味公式の表に基づき 10 つの分
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類に分けて分析した。表１は日本語話者の回答で使われた表現、表２はウズベク語話者の

回答で使われた表現の分類である。日本語とウズベク語の回答の意味公式の分類について、

共通点と相違点を分析する。  

 共通点：  

 1.「理由」に関する回答が両言語で見られる。相手の意向に添えない理由を説明するた

めの表現が含まれている。  

例：日本語「お酒を飲めない、お金がない、その日ちょっと用事があるから」  

ウズベク語「Vaqtim yo’q edi (時間がない), pulim kamroq edi(お金が少ない), o’zimning ham 

imtihonlarim yaqin（自分の試験がある）」  

 2.「詫び」に関する回答も両言語で見られます。相手の意向に添えないことについて謝

る表現が含まれている。 

例：日本語「ごめん、すみません、ごめんなさい、申し訳ございません」  

 ウズベク語「Uzr（ごめん）, kechirasan（すまん）, uzr so’rayman（すみません）, kechirasiz

（ごめんなさい）, ming bor uzr（何度もすみません）」  

 3.「結論」に関する直接的な断りの回答が両言語にある。  

例：日本語「行けない、できない、貸せない、ためだ、無理です」  

 ウズベク語「Kerak emas(いらない), yo’q(いいえ), bormayman（いかない）, qatnasholmayman

（参加できない）, berolmayman（渡せない）」  

 4.「感謝」に関する回答も両言語に見られる。 

例：日本語「誘っていただいてありがとうございます」  

 ウズベク語「Rahmat（ありがとう） , minnatdorman（感謝いたします）」  

 相違点：  

 1.「関係維持」「代案」「共感」「ためらい」「保留」の意味公式は、ウズベク語の回答には

含まれておらず、日本語の回答にのみ見られる。  

 2.「呼称」に関する意味公式は両言語に見られるが、具体的な回答表現がウズベク語で

は欠落している。  

このように、日本語とウズベク語の回答の意味公式には共通点があるけれども、一部の
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意味公式はどちらかの言語にしか存在しないものもある。両言語で共通して見られる意味

公式は、断りの表現に一般的に使用されるものであり、文化的背景や社会的な要因などが

影響を与えると考えられる。  

次に、表３、表４でアンケート調査から得た回答において日本語とウズベク語の断りの

発話の基本パターンを作成し、分析する。  

 5.3.断りの発話の構成  

 表３ ,４には、各質問での表現タイプの基本的なパターンがまとめられており、これらの

表現の分布と使用について詳細に考察していく。  

表 3：日本語の断りの発話の基本パターン  

質問 12   謝罪表現＋（断る）理由＋直接断る表現  

質問２   直接断る表現＋感謝表現  

質問３   謝罪表現＋（断る）理由＋直接断る表現  

質問４   感謝表現＋（断る）理由十直接的断り表現＋謝罪表現＋次回への約束又は

提案  

質問５   感謝表現＋（断る）理由十直接的断り表現＋謝罪表現  

質問６  （断る）理由＋謝罪表現  

質問７   謝罪表現+ （断る）理由  

質問８   感謝表現＋（断る）理由十丁寧な的断り表現＋謝罪表現＋次回への約束又

は提案  

質問 9   感謝表現＋（断る）理由十直接的断り表現＋謝罪表現  

質問 10   断る）理由十直接的断り表現＋謝罪表現  

 

表 4：ウズベク語の断りの発話の基本パターン  

質問 1  謝罪表現＋直接断る表現＋（断る）理由  

質問 2  直接断る表現＋感謝表現  

 
2 別紙のアンケート調査の質問を参照。  
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質問 3  謝罪表現＋（断る）理由  

質問 4  謝罪表現＋直接断る表現＋（断る）理由  

質問 5  感謝表現＋直接断る表現＋（断る）理由  

質問 6  謝罪表現＋直接断る表現＋（断る）理由  

質問 7  直接断る表現＋（断る）理由＋謝罪表現  

質問 8  謝罪表現＋直接断る表現＋（断る）理由  

質問 9  謝罪表現＋直接断る＋（断る）理由＋感謝表現  

質問 10  （断る）理由＋直接断る表現＋謝罪表現  

 

6.考察  

上記の表 3 と表 4 をもとに、以下では日本語とウズベク語における断る表現の共通点と

相違点について分析する。まず、質問への回答において見られた共通点についてまとめる

3。 

 共通点：  

 1．謝罪表現の使用 : どちらの言語でも、断る際に謝罪表現が使われることが多い。これ

は、相手への丁寧さや敬意を示すための一般的な方法である。  

 2．直接断る表現: 両言語とも、直接的な断りの表現が見られる。これによって、意図が

明確に伝われる。  

 3．（断る）理由の挙げ方: 断る理由は、両言語で謝罪表現の後に配置されることが多い。

また、謝罪表現と理由はしばしば組み合わせて使われる。  

 例えば、質問 2: スーパーやコンビニで従業員からの「袋ご利用ですか？」という質問に

対して、両方の話者の場合、直接断る表現＋感謝表現を用いる傾向がみられた。しかし、

日本語話者の場合、直接断る表現を使わず、「大丈夫です」、「結構です」という回答もあっ

た。この文章はウズベク語話者にとって理解しにくい。つまり、もしウズベク語話者の従

業員に日本人の客が同じような返答をすると、ウズベク語話者は日本人の客が袋を欲しが

 
3 別紙のアンケート調査の質問を参照。  
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っていると誤解してしまう。  

 続いて、相違点について分析する。  

 相違点：  

  1．感謝表現の位置と使用 : 日本語では、感謝表現が断りの後にくることが多いが、ウ

ズベク語では直接断る表現の後に配置されることが一般的である。  

  2．次回への約束又は提案の有無: 日本語の表 3 の一部に、次回の約束や提案が含まれ

る場合があるが、ウズベク語の表 4 にはそのような表現は見当たらない。  

 例えば、質問１ : 明日どこかに一緒に飲みに行きませんか？（Ertaga biror joyga ichimlik 

ichgani bormaymizmi?）」という質問に対して、日本語話者の場合、謝罪の表現＋（断る）理

由＋直接断る表現を用いる傾向が見られた。一方、ウズベク語話者の場合、謝罪の表現＋

直接断る表現＋（断る）理由という回答が得られた。  

質問 3  「新しいスマホを買おうと思っているんだけど、少しお金が足りなくて貸してく

れ る ？ （ Yangi smartfon sotib olmoqchi edim. Pulim ozroq yetmay turibdi. Qarz berib 

turolasanmi?）」という質問に対して、日本語話者の場合、謝罪表現＋（断る）理由＋直接断

る表現を用いる傾向が見られた。一方、ウズベク語話者の場合、 謝罪表現＋（断る）理

由という回答が得られた。日本人話者が直接断る表現を使った反面、ウズベク語話者の回

答で直接断る表現を用いる傾向がみられなかった。ウズベク語話者は謝罪表現「kechirasan, 

uzr (ごめん、すみません)」＋（断る）理由（言い訳）「pulim yo’q edi （お金を持っていな

い）」を使った。  

 以上をまとめると、日本語における断る表現の使用において、直接的な断り方ではなく、

間接的、つまり、理由を言う、謝罪する特徴が見られた。ウズベク語の場合、直接断った

後、謝罪をする、理由（言い訳）を言うような結果が得られた。  

 

おわりに 

   本研究では、ウズベク語と日本語の断りの発話行為に関する比較分析を行なった。ウズ

ベク語と日本語は異なる言語的、文化的背景を持つため、断りの発話行為にも多様な違い

が見られることが明らかにできた。本研究の分析結果により、両言語の断りの特徴を理解
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することができ、コミュニケーションにおける適切な断りの表現に対する洞察が得られる

と期待される。言語と文化の複雑な相互作用を理解するためにはさらなる研究が必要であ

り、言語文化的な観点から異文化間のコミュニケーションにおいて断りの重要性について

探ることを今後の課題にしたい。（6655 字）  
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O’zbekiston milliy ensiklopediyasi  
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別紙 

アンケート調査の質問 

アンケート調査の対象者は 20 人の日本人と 20 人のウズベク人大学生 

場面①  「友人から飲み会に誘われましたが、いきたくありません。 (do'stingiz ichimlik 

ichishga borishni takli qilganda rad etish)」  

明日どこかに一緒に飲みに行きませんか？  

Ertaga biror joyga ichimlik ichgani bormaymizmi? 

場面② 「コンビニやスパーで買い物した後、従業員から袋が必要かどうか聞かれましたが、必要で

はありません(Do'konda yoki supermarketda xarid qilayotganda, xodimdan sumka sotib olish 

taklifini rad etish.」 

袋ご利用ですか？ 

Paketga solib beraymi？ 

場面③ 「同級生の友達からお金を貸してほしいと頼まれましたが、お金がないので

仕方なく断ります (Sinfdoshingiz qarz so 'raganda rad et ish)」  

新しいスマホを買おうと思っているんだけど、少しお金が足りなくて貸してくれる？  

Yangi smartfon sotib  olmoqchi edim. Pulim ozroq yetmay tur ibdi .  Qarz berib  
turolasanmi?  

場面④ 「恋人の家族があなたをもっと知るために夕食に招待しました。その招待を

断ります (Sevganingizning oi lasi siz bi lan yaqinroq tanishish uchun kechki ovqatga 
takl if q il ishdi.  taklifni rad et ish)」  

今日は具合ががよろしければ、夕飯を食べながら一生にを話をするのに来てくれませ

んか。  

(Agar bugun vaqtingiz bo'lsa,  kechki ovqatga suhbatlashishga ke lolmaysizmi?)  

場面⑤ 「お父さんの友人があなたを彼の会社で働かないかと誘ってくれました。お

父さんも、あなたが友人の会社で働くことを望んでいいます。でもあなたは申し出を

断ります (Otangizning do's ti  sizni o 'z kompaniyasiga ishlashga takl if qildi.  Otangiz  
ham do'st ingizning kompaniyasida ishlashingizni xohlaydi.  Bunday holda taklifni rad 
etish)」  
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私はあなたの能力や人柄に興味を持ち、将来的な成長や活躍の機会があると考えてい

ます。私はあなたの才能を高く評価しており、会社の一員として貢献していただけな

いのでしょうか  

Men sizning qobiliyatingiz va shaxsiyatingiz bilan qiziqaman va kelajakda o 's ish va 
muvaffaqiyat uchun imkoniyat lar mavjudligiga ishonaman.  Men sizning iste 'dodingizni  
juda qadrlayman va kompaniya a 'zosi s ifa tida hissa qo 'shmaysizmi?  

場面⑥「仕事の同僚がランチに誘ってくれました。しかし、忙しいため断ります」。 

 (Ishdagi hamkorim meni tushlikka taklif qi ldi .  Lekin,  bugun ishlar im juda ko 'p 
bo'lgani uchun, rad etaman.)  

今日一緒にランチを食べに行かない？  

Bugun men bilan tushlikka chiqmaysizmi?  

場面⑦「学生の友人が勉強の手伝いを頼んできました。しかし、自分の勉強に集中す

るため断ります（Talaba do's tim mendan o 'qishida yordam berishimni so'radi.  Biroq,  
men diqqatimni o 'qishga qarat ishni rad etish.）」  

ちょっと分からない問題があって困っているんだ。助けてくれる？  

Men sendan o 'qishim bo'yicha yordam so 'ramoqchiman, tushunmagan narsalarim bor 
edi.  Yordam berolmaysanmi?  

場面⑧「上司が週末の出張に同行して欲しいと頼んできました。しかし、私には家族

の予定があるため断ります」 

 (Dam olish uchun shanba-kun davomida birga bormoqchimisiz deb aytdi lar.  Lekin,  
men oi lam bilan tashrif  buyurishimiz borligi uchun, rad et ishimni so 'rayman.)  

週末の出張に同行してくれない？  

Dam olish kunlar idagi ish safarimga hamrohlik  qilasizmi?  

場面⑨「友人が自分の新しいビジネスのパートナーになってほしいと頼んできまし

た。しかし、自分の関心があるビジネスとは異なるため断ります (do's tingiz s izdan 
yangi boshlayotgan biznesiga sherik bo ' lishingizni xohlayapti),  lekin sizning o 'z 
reja lar ingiz borl igi va qiziqishingiz farq qilgani uchun rad etish)」  

君に私の新しいビジネスのパートナーになってほしいんだけど、一緒にやってみない

か？  
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Men siz bilan yangi biznes hamkor bo ' lishni xohlayman, birga ishlashni xohlaysizmi?  

場面⑩「先輩がプロジェクトに参加してほしいと頼んできました。しかし、私は他の

プロジェクトに携わっているため断ります（Senpaim loyihada ishtirok etishimni 
so'radi.  Biroq, men rad etaman, chunki men boshqa loyihada i sht irok etaman.」  

君の経験やスキルが必要なんだけど。このプロジェクトに参加してくれませんか？  

Menga sizning ta jr ibangiz va ko 'nikmalaringiz  kerak. Ushbu loyihada isht irok etishni  
xohlaysizmi?  
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１．はじめに 

背景： 

日本では、過去から現在にいたるまで、さまざまなお祭りが創造された。しかし、今

でも行われているお祭りの数は過去と比べ、ずいぶん減った。したがって、現代の日本社

会において、お祭りの存続問題は伝統文化の継承の重要な課題とされている。伝統行事と

お祭りの存続は中国では日本より深刻な問題になっている。それは地方の伝統祭りと行事

に限らず、全国的な大行事においても「伝統」と言える慣習や風俗がだんだん衰退してい

る。だが、メディアがその厳しい状況をいくら書いても、中国民衆の意識はそれで高まる

というわけではない。同時に、中国での民俗研究は全国統一の行事（旧正月の爆竹を鳴ら

す慣習など）を重視する一方、地方と農村の伝統行事に対する研究は数えるほどしかな

い。日本でも従来の研究はお祭りへの国民意識を調査する傾向の研究が多く、特定のお祭

りへの研究は少ないという状況が存在している。無論、お祭りが長く続くように、祭り全

体を研究することも大事だが、地方祭りの特徴を知って、継承方法を探ることも無視でき

ないと思う。特に中国では、地方での伝統行事と祭りの多くが全国的な行事に依存して、

派生されたもので、全国的な行事、例えば春節、中秋節が消えない限り、地方行事は存続

する理由がある。その一方、もし地方行事が消えたら、全国行事の存続にとっては不利益

になる。 

故郷の伝統が存続できるよう、地方行事を続ける方法を見つかなければならない。そ

れゆえ、数多くのお祭りから生き残って、400 年以上の歴史を持ち、和歌山県という地方

の代表的なお祭りとして知られている和歌祭を本レポートの研究対象にした。和歌祭りの

特徴として、大都市ではないこと、和歌の浦という地方で行われていること、歴史が長い

こと、があげられる。したがって、地方祭りの例としては最適な選択といえるだろう。 

研究方法：本研究では和歌祭が長く続く理由を明らかにするために、文献調査、アン

ケートとインタビューという手法を用いて調査を行った。和歌祭の由来と歴史上の発展は

文献調査で調べ、総括する。アンケートは和歌山大学の学生を対象にし、お祭り全体への

意識と和歌祭の知名度と参加度を調査する。アンケート調査の結果はネットで公開された

日本全体の祭り意識と対比し、和歌山大学では和歌祭りの宣伝がどれほど効果をあげてい

るかを調べる。インタビューは和歌山大学の民俗研究員と和歌祭実行委員会の方を対象に

して、和歌祭の現状と現在の存続問題を明らかにする。 

第二章では、先ず和歌祭の歴史を簡単に説明し、次に歴史上出現した存続問題を述べ

て、最後に過去の解決策をまとめる。第三章では和歌祭の現状とその存続問題をはじめに

述べる。そして、現有の解決策とその効果についてはアンケ―トとインタビューのデータ

を分析して、結論を出す。第四章では歴史と現在を対比し、未来まで続く問題を予測し、

改善策を出す。最後の第五章では和歌祭が長く続く理由をまとめて、中国地方の伝統的な

お祭りを存続させるための教訓をまとめる。 

 

2．和歌祭の近代の歴史 

2-1．発展の歴史：存続ピンチとその解決策 

和歌祭は元和８年（1622 年）に創立され、徳川家康を東照大権現として記念するための

紀州東照宮の祭礼である。「家康を東照大権現として祀る社は数百を超えるが、渡御行列を
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伴う祭礼は日本で八つしかいなかった。和歌祭はその一つ。和歌祭は藩の公式の祭礼であ

りながら民衆の祭りでもあったのである」。（和歌山大学紀州経済史文化研究所 2019 年

「和歌祭 みる・きく・たのしむ」和歌山大学紀州経済史文化研究所） 

明治維新による廃藩置県が行われ、和歌祭を支える藩が消えた。廃藩置県と同時に行わ

れた廃仏毀釈は東照宮の別当であった霊蓋院が撃滅された。それゆえ、スポーサなってい

た藩が絶えて、東照宮の勢力も弱くなっていた。以上の原因で、和歌祭は明治４年から一

時中断した。しかし、わずか２年後つまり明治６年に和歌祭が復興された。これほど早い

時間で和歌祭を再開できるのは、東照宮が和歌山の県社として保存されている物理的な原

因以外に、最も重要な原因は和歌村出嶋浦の人々の貢献である。廃藩置県の政策で、紀州

藩が消滅され、和歌祭を行うための資金源も縮小されて、すぐに開催することが困難だと

考えられるが、和歌村の人々は藩のかつての偉業に感激し、自ら資金を募集することにし

た。 

その中では旧藩士たちが募金要請について、主導の役を担当した。旧藩士たちの代表と

した三人は三浦権五郎、加納平次右衛門、渥美源五郎である。三人は大衆に向けた祭礼資

金を集める目的とした要請文を書いた。同時に、旧藩士たちは「明治六年から藩祖（徳川

頼宣）の廟の建立のために運動し、南龍神社を東照宮隣地に建設し」（文献Ｄ高嶋雅明一九

五二 八頁）。 

過去の藩対する信仰に基づいて旧藩士たちはさまざまな取り組みをした上に、和歌村々

民も大変苦労した。和歌祭の再開に必須になる渡御行列で使われた道具や服装などの大部

は霊蓋院が管理していたけれど、廃仏毀釈のせいで、霊蓋院が破却され、祭具も散逸した

と考えられる。しかし、廃仏毀釈という事件の中で、区役所が一部の祭具を一時に扱った

おかげで、祭礼道具が壊されないようにすんだ。事態が平穏になる途端、東照宮の存続も

決めてから、扱われた祭具を返却した。激動な事態で祭具の保存措置を速やかに実行する

ことから、和歌村の人々は将来の緊急事態を予測し、厳密な計画を立てたかもしれない。

和歌祭を再開する件について相当な意思がなければ、そんなうまい対策も考えしづらいだ

ろう。 

明治の廃藩置県から、旧藩士と市民の支援を得た和歌祭は大祭化の道に順調に進んでい

た。大祭化の背景としてはふたつある。ひとつは「近世以来の風流の心性あるいは祝祭の

心性というものが当時の和歌山には充満していた」（米田頼司 2010 年 「和歌祭 風流

の祭典の社会誌」 帯伊書店）ということである。つまり、和歌山の人々は祝祭に対して、

非常に珍しい熱情を表していた。もうひとつは「和歌村々民による和歌の浦の保全活動」

である。明治十八年、和歌村は和歌山県令宛に「県立公園設置請願書」を提出する。和歌

の浦は「四民遊息ノ地トナス」、観光地として一般民衆に開放されているが、近年「石欄断

橋退廃シテ理ムル能ハス、岸崩レ、渚荒レ」という状況に対して、和歌山県から正式な保

護の措置を要求する。最後は公園設置を要望したところを民有地にして、明治二十八年の

和歌公園設置が実現した。和歌の浦は和歌祭の主催地として無事に保護され、和歌祭の大

祭化にとってはよい基盤が建てられた。 

二年中断したあとの和歌祭り盛況については「小梅日記」の記録からわかる。「（明治十

年 旧四月十七日に当たる。今日和歌御祭礼。雄輔、市川と行。帰伊原町山峰へ寄、一酌。

大分盛待のよし）」。それは実際小梅本人が和歌祭を見たわけではなく、息子の雄輔から聞
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いた話で、和歌祭が再興された四年後の状況は「大分盛待のよし」、つまり芸能を待ってい

る観客が大勢いるということである。明治維新後の和歌祭は旧藩士と和歌村の人々の努力

で、その生命力を保っていると考えられる。 

成功して再開された和歌祭をさらに盛り上げるため、明治十八年、旧藩士たちは自ら「徳

盛社」という組織を作った。和歌祭の開催資金を集めることが「徳盛社」の一つの目的だ。

徳盛社の呼びかけ以外、昔練り物を出した和歌山市商人層を中心とした市民も寄付金に協

力した。「徳盛社」は当時の和歌祭にとって最大のスポンサーと言っても過言ではない。 

明治二十年代以降、和歌祭は大祭化の道を走った。和歌祭の大祭化によって、県外からも

大量の観客が引き寄せられた。和歌祭の観光価値にはさらなるの開発が必要だ。ちょうど

その頃は、日本全国の鉄道網が建設中だった。和歌山では南海鉄道株式会社が明治三十一

年に難波―和歌山北口間の路線が開通させた。電車と観光の宣伝のため、宇田川文海が『南

海鉄道案内』（明治三十二年）を作成した。その中では、和歌祭のことを詳しく紹介した。

「東照宮の大祭、此和歌祭は天下三大祭の一つに数へらる、壮観であるに、殊に案内者の

役目から云ふも、拝まざるを得ず、見ずんばある可らず」。和歌祭はこの案内書から初めて

「天下三大祭りの一つ」という名をつけられ、世間に知らされた。実際、『南海鉄道案内』

が公開された前、和歌祭は既に名声が高いお祭りとして日本全国で有名であった。明治四

十年代以降、和歌祭が「天下三大祭りの一つ」という言い方が広まった。各紙は報道する

時よくこの常套句をキャッチフレーズのように使っていた。したがって、和歌祭の観光地

としての知名度がさらに高まり、大勢の観客を集める有名な観光イベントになった。大祭

化の影響は大勢の観客を連れて、莫大な経済利益をもたらした一方、開催に必要な費用は

年を経て大きくなった。徳盛社は大きな寄付金を与えたものの、徳盛社自体はただ和歌祭

を主催するために存在している組織ではない。更に加えて、日清戦争の影響で、日本政府

は「倹約」を推奨し、その政策を全国に広めた。和歌祭の開催資金がピンチに陥る傾向が

あった。そこで、戦争という「時節柄」に合わせて、杢兵衛という紀伊毎日の名物記者は

和歌祭に新しい意味をつけた。彼は和歌祭を「尚武」のお祭りとして和歌山の各新聞紙で

宣伝した。具体的にどのように書かれているのか、例えば、「お作事方にはお仮屋百間両側

に松葉桟敷をかける、戦時に陣屋を拵へる演習だ、お船手は関船を漕ぎだす、小早船とい

ふのが関船の周囲を漕ぎ廻るのは海上伝令の演習である、即ち陸上では観兵式、海上では

観艦式、藩主が直きの閲兵式だから何れも力瘤が入ったものでお祭だからつて万一粗忽が

あつたら直ぐに扶持が干上がって仕舞ふ、」。杢兵衛は和歌祭全体を軍事演習みたいなお祭

りと書いた。元の神事から少し離れた不正確な解説だが、当時の日本は軍国主義が盛んに

なってゆく状況にあったので、それに合わせて、事実上、和歌祭りの知名度を上げること

になった。その影響は研究者までも及んだ。田中敬忠という学者も実際に杢兵衛の報道を

読んで、「和歌祭とお関船」というタイトルの論文を「紀伊史談」で発表した。同時に県社

である東照宮は「時節柄」に応じなければならない。それで、上昇している費用問題と倹

約政策に対応するための体制を作る必要性が示された。その必要性に応じて、明治三十二

年に生まれたのが和歌浦東照宮明光会」（以下は「明光会」と略称する）である。会長は当

時の日本陸軍大佐の瀧本美輝が担当していた。明光会の役割は、祭礼の日時、どのような

運営体制を実施するのかなど和歌祭の事柄を巡って活動している。その主旨は和歌祭を「古

式」の形式で行うことである。したがって、明光会が成立したすぐ、かつて消えた関船を
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復活した。その一方、明光会の一番大事なテーマは経年減少している寄付金を増やすこと

だ。旧藩重臣がいる東京を含めた広域で募金活動を行った結果は結局目標の金額に達しな

かった。そして、規律なしに寄付金が使われる上に、日露戦争が進んで、募金活動は「時

節柄」の下でかなり厳しい状況に陥ったあげく、改善どころが、開催資金はますます縮小

した。ここまで至って、明光会はさまざまな試みをやったが、民間団体としての限界が示

された。元来ならば、和歌祭の日時はいつも旧暦の五月十七日であるが、今観客数の規模

が拡大している状況に合わせて、毎年決められている新暦の五月十七日にするというメデ

ィアの声がだんだんあがってきた。 

明光会の挫折後、「和歌浦東照宮保存会」が、その代わりとなる新しい体制としてたてら

れた。だが、保存会でも大祭化した和歌祭を安定的に開催できる資金も集めなかったどこ

ろが、財政で赤字が出たこともあった。その結果は和歌祭の例年開催が困難化に進めた。

資金の問題の他にも、和歌浦町民の和歌祭に対する態度も変わった。明治四十五年九月の

台風のせいで、片男波の堤防が破壊された。その復旧工事に莫大な金額がかかるため、和

歌祭の開催資金は避けられない影響を受けた。「紀伊毎日」三月二十七日の記事「和歌浦に

取りては費用の非常の嵩まることとて同町民の多数はこれが執行を悦ばず」、「町民の費用

を節約すると暴風雨被害のため、謹慎すると、復旧工事中なる等三つの理由によりて本年

は和歌祭は挙行せざることとなるべし」。この記事からわかるのは復旧工事の上に、和歌祭

の開催資金を加えると、和歌浦町民にとって、大変な負担になった。したがって、当年度

の和歌祭を開催することに「悦ばず」と感じるのも当然な結果だ。しかし、和歌山の商人

たちは違う意見を持っている。その原因は和歌祭による観衆動員力である。和歌祭がなけ

れば、観光客は来てくれないから、商品の売り上げも下がる。双方の意見を統一できない

結果、和歌祭を行うか行わないかの判断を徳川頼候に委ねた。最終の結果は「侯爵家喪中

につき本年は遠慮すべしと述べたれば執行すること能はずと主張しそれがため遂に中止に

決したる次第なり」。大正二年の和歌祭は中止することになった。 

明治四十五年までは和歌祭は例年開催し、その観衆動員力も経年上がっているが、大正

二年以降は明光会の挫折と資金問題などで、例年開催されなくなった。大正期の和歌祭の

観衆動員力は衰えている傾向がなく、大正九年、紀伊毎日「観衆実に一二万人」と記録さ

れた。当時和歌山市の総人口もわずかの八万人くらいだった。だが、和歌祭の観光価値は

いかにも高いとはいえ、財政基盤（和歌祭保存会は大正六年で解散された）は平穏ではな

い限り、安定に開催できない。それゆえ、和歌祭は大正期の十四年間で、四年、五年、九

年、十一年、十五年の五回が開催された。 

昭和時代に入って、和歌祭は相変わらず大勢の観客を魅了するが、観客の消費力は過去

に及ばない。「人は出ても 金は落ちぬ」（和歌山日日五月十九日）という状況があった。

考えられる原因は、近代化の発展によって、大衆の娯楽と消費パターンも変化したことで

ある。昔のお祭り尋常ではないイベントとして、人々はこの珍しい場合で贅沢な消費をす

る傾向があるが、生活が豊かになると共に、以前めったに買えない、食べられないものは

いま簡単に手には入れるから、お祭りでの支出も自然に減少した。和歌祭は伝統的なご祝

儀として、その時代の流れに逆らえない。この時点から、和歌祭は観光イベントとした価

値は下がっていく。 

昭和八年、和歌浦町は和歌山市に合併された。昭和十年、三浦英太郎（旧紀州藩重臣三
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浦家の当主）が和歌祭奉賛会を成立し、その事務所を和歌山商工会議所事務局に設置した。

和歌祭の開催は和歌山市政府と商工会との深い関わりが始まった。新しい体制の支持で、

和歌祭は昭和十年、十一年、十二年で例年開催することに復興する傾向が見えてくるが、

昭和十二年（1937 年）日中戦争が勃発し、戦時体制に入ったので、和歌祭も途絶えた。 

戦後、和歌山港の開港を記念するため、ミナト祭りが開催された。その中のメインイベン

トは和歌祭であった。主催者側は和歌祭の観衆動員力を狙って、選んだのだろう。「当時の

東照宮の宮司である西川秀夫の働きかけで、途絶前に「株」を保有していた人々（芸能の

伝承者）や祭りの中心になっていた人々が寄り集まり、渡御行列を再開されることができ

たという」（「和歌祭をささえる人」毎日新聞記事） 

戦前和歌の浦で例年開催が不可能となっていた和歌祭はミナト祭と融合し、復活した。

しかし、それは東照宮の祭礼として実質的な復活ではなく、ただミナト祭の一環として行

われただけだった。本来の姿で和歌の浦での再開は事実上不可能であったから、こんな形

で復活するのもやむを得ないだろう。 

翌年、和歌祭は和歌山商工祭のメインイベントとして開催された。一部の芸能しか演じ

られないという状況でも、和歌祭の観衆動員力が衰えていない。街沿いの観客はあふれる

くらい多かった。なぜ和歌祭の観衆動員力がそんなに強いかというと、その大きな原因は

演技性が高い練り物と祭礼当日劇場と化した片男波の松葉桟敷とご旅所である。しかし、

和歌の浦から和歌山市に移った和歌祭は経年パレード化して、見る場所を失った観客がゆ

っくりと芸能を堪能することもできなくなった。その結果、元から芸能に魅了された観衆

たちの不満が上がり、和歌祭の観衆動員力と知名度も少しずつ下がり続けた。 

 昭和四十年代に入った日本は高度成長期を迎えた。和歌祭もようやく「予算の関係」で

中止する問題中止するという問題を解決できるようになった。「費用が会議所だけでは負

担が重いというのなら、保存費用を会議所が負担し、毎年行列を実施することに要する費

用は、和歌山市が観光事業として負担するといった具合いに、お互いに分担し合ってもよ

かろう」という提言もあった。だが、その提言は実現しなかった。五十年代に入ると、練

り物の伝承者の不足問題が深刻になり、和歌祭の生命力と観客動員力も衰えている。その

故、商工祭のメインイベントという存在の必要性が疑問視された。ついに、昭和六十年の

和歌山商工祭で和歌祭の項目を実施しないことにした。商工祭から離れた和歌祭は和歌の

浦に帰還する流れが始まった。同年五月、和歌祭保存会が結成されている。ところが、保

存会の主旨は和歌祭を復活実施することではなく、和歌祭がなくなっている状況で練り物

を保護することであった。 

平成元年、和歌祭の復活は転換点を迎えた。和歌浦地区の自治会を中心に和歌祭を和歌

の浦で開催する計画が立てられた。その影響を受け、和歌祭保存会会長であった和中光次

が和歌祭実行委員会を結成した。一年の準備後、大量の寄付金をもらい、渡御行列を復活

し、五万人の観衆が詰めかけた。急な復活に見えるが、実はその前に復活を促進する事件

があった。それは昭和六十三年に起こった「新不老橋」の建設問題である。台風や住宅建

設などの原因で、和歌の浦の歴史的な景勝地は再建されたり、なくなったりすることで、

元の風情が残されるところは多くない。そんな状況で、和歌浦湾における大規模なリゾー

ト開発が実施されることになった。「新不老橋」の建設はその一環であった。建設は大量の

景観を破壊するため、激しい反対運動が巻き起こされた。和歌浦の地域景観保存に大衆の
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関心を呼び起こすことになった。推進と反対の意見が調停できず、「新不老橋」の建設は一

時的に放置された。しかし、その反対運動を契機に、和歌の浦を再発見する動きの一つと

して、和歌祭を復活しようという意見が上がってきた。 

2000 年代に入って、和歌祭は新しい変化と危機を迎えた。和歌の浦青年団の有識な青年た

ちが集結し、和歌祭に対する関心が上がり、東照宮、和歌祭保存会と協力して、和歌祭保

存会の元にある和歌祭実行委員会に入った。時代の変化に合わせて、行列でも新しい種目

が作られた。例としては平成 16 年（2004 年）で創始される舞姫と大阪の「ギャル神輿」

の影響を受けて、作られた女子神輿。どうして女性に関する項目が増えたのか。大昔では、

女性はお祭りの行列に参加することが禁止されていたが、近年男女平等の意識や女性権利

をあげるという時代の流れで、女性も地方の祭礼に参加できるように歴史上で存在しなか

った項目が誕生した。 

 

3．和歌祭の現状 

3-1．和歌祭の現状と存続問題 

和歌山の現状と存続問題について、和歌祭の研究者、和歌祭実行委員会の方と和歌祭の

芸能「株」の継承者にインタビューした結果から分析する。 

「和歌祭を続けるために、障壁になる問題は何ですか」という質問に対して、三方からの

答えが一致した最も大きい問題は芸能の継承者不足」である。その問題を生じた背景は日

本社会の少子高齢化と地域の過疎化が進んでいることであると研究者の方が示した。そし

て、人口が減少する一方、地域の原住民はたとえ子供の頃お祭りに参加し続けても、社会

に入ったら、仕事などの事情で、地域から出て、お祭りの時期でわざわざ帰る人もいるが、

帰れない状況の人が圧倒的に多いと「株」の継承者が述べた。特に、薙刀のように、一年

間以上練習しなければ、出られない種目にとって、継承者一名を育てるのはとても時間と

手間がかかることだ。現有の継承者を何とか残さないとまた一から新しい伝承者を見つけ

て、練習させなければならない。 

次の問題は「和歌祭は神事としての信仰が薄くなっていく」ということである。その原

因はふたつある。一つ目は科学の普及によって、現代人は神道に対する信仰が薄くなるこ

とだ。二つ目、お祭りは昔「無礼講の日」で、民衆たちが祭りの日に贅沢な消費や享楽を

するのが一般的であった。かつては、祭りは数少ない大衆娯楽の中での地位がかなり高か

ったが、ビデオゲーム、旅行など多岐にわたる娯楽がある現代、お祭りが大衆娯楽での順

位は大幅に落ちていく。それが原因で、和歌祭の継承者不足がさらに深刻なっている。 

三番目の存続問題は「和歌祭の知名度が低くて、観光客数が少ない」ということだ。和歌

祭は戦後和歌山の商工祭と合併したことによって、神事としての属性と風流の芸能による

知名度が徐々に下がっていく。最も明らかな証拠は明治四十年代に大祭化して、「天下三大

祭りの一つ」という名をつけた和歌祭を和歌の浦で行い、十五万人以上の観客を集めるこ

とができたことである。一方、四百年記念に合わせて、2022 年の和歌祭は和歌山城周辺で

行うことにした。和歌山市の中心に行われても、昔と比べ、わずか 5 万人の観客しか訪れ

なかった。明治四十年（1907）の日本総人口 4700 万人くらいで、令和四年（2022 年）の

人口数は 1.2 億に達する。人口という客観的な要素を観客数が減少した原因から除いても、

和歌祭の知名度が下がったことは明白である。 
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最後の問題は「芸能の道具や服装の損害による修理代が高い」ことである。伝統な衣服

屋と道具作りの匠人が日々減少していくことに伴って、和歌祭の服や道具の値段がだんだ

んあがっている。例えば、近年復活した「唐人」の服は上着一着の値段が 20 万円に達して

いるという状況がある。同様、道具のコストは決して安くない。 

 

3-2.問題に対する解決策とその効果 

「継承者不足」の問題に対し、和歌祭実行委員会事務局と芸能の「株」の持ち主たちが毎

年積極的に和歌山市内の小学校や中学校などで和歌祭に関する知識を教え、生徒たちに興味

を持たせ、できるだけ若者たちを和歌祭に出させるように努力している。実際、現在薙刀振

を練習している 18 人の大半は小学生と中学生である。しかし、薙刀以外の項目は三十代以下

の練習者は非常に少ない。以前練習に参加し続けた子供たちも中学校に進学したら、学業や

部活などで練習できる時間が少なくなって、最終的に来なくなったケースも多い。そして、

スポンサーのきのくに信用金庫と紀陽銀行は寄付金を提供しながら、若手社員も勧誘して、

和歌祭に参加させている。同時に、和歌祭の研究者たちは和歌山大学で和歌祭に関する宣伝

にも力を入れている。「日本事情」、「わかやまを学ぶ」、「民俗芸能論」などの授業で日本人の

大学生だけではなく、留学生たちにも和歌祭のことを発信している。その授業で和歌祭の歴

史を教えること以外にも、実際に学生たちに和歌祭の行列に参加させて、実践で和歌祭への

理解を深くしながら、和歌の浦の人たちとの交流を進めている。その効果は以下のアンケー

ト調査から分かる。 

 

 

図 1 出身地 
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図 2 和歌祭は和大生の間での知名度  

 和歌祭はかつて全国有名なお祭りとして、和歌山大学の学生たちの間で有名であるはずだ。

和歌山県外の人が知らなくても、せめて県内の人に知られると予想した。実際の結果は和歌山

市出身 13％と和歌山県出身（和歌山市除く）19％で、合わせて全部 32％が和歌山県出身だ。し

かし、大学の講義を履修する前に和歌祭のことを知っている人の比率はわずかの 14.7％だけ。

たとえ県外の人がまったく和歌祭のことを知らないとしても、和歌山県出身の人の 45％しか和

歌祭のことを知っていない。このように、和歌祭の知名度は昔ほど高くない。その状況に対し、

和歌祭に関する授業を通して、和歌祭の知名度が、若い世代の間にも、確実に上がっている。

本アンケートは和歌山大学で和歌祭を紹介する授業を履修していた日本国籍の大学生たち

を対象にして、総計 68 のサンプルを集めた。本アンケートは日本の「祭り実態調査 2019

調査報告書」一部の結果と対比し、分析する。 

 

図 3「祭り実態調査報告書」―11 
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図 4 和歌山大学の学生たちのお祭り意識調査１  

以上の図から見ると、89.7％の回答者はお祭りがなくなると寂しく感じると思ってい

る。大部分の和歌山大学学生はお祭りに対し、高い関心を持っていることが分かる。 

お祭りを見るのかそれともお祭りに参加するのか、この問題について、見る方が好き

だと答えた比率はほぼ同じだ（55％：58.8％）。しかし、参加する方が好きだと回答した

比率は大きな違いがある（15％：47.1％）。調査対象の年齢層を考えると大学に通ってい

る学生たちは社会に入る社会人より、時間や体力の余裕があり、同時に十代と二十代前半

の若者たちはチャレンジ精神があって、新しい人生体験（例えばお祭りに参加すること）

を求めている。和歌山大学の和歌祭りに関する授業では、若者たちが参加したいという希

望に応じて、和歌祭に参加するチャンスを与えている。授業を通して、さらに学生たちの

参加希望率を上げる効果が期待できる。 

それから、「祭りは、地域外の人の受け入れや、多様性も必要である」（全国：和大

55％：89.7％）と「祭りのやり方は、時代に合わせて変わってもいいと思う」（全国：和

大 41％：80.9％）の比率の対比を見ると、どれも二倍以上を超えている。和大の学生た

ちはお祭りの行い方に対して、強い変革精神を持っていることが分かる。一部のお祭りの

存続に障碍になる堅苦しい習慣を取り除き、変化を求める傾向がある。 
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図 5 和歌山大学の学生たちのお祭り意識調査２  

 

以上のデータを分析した結果によれば、和大の学生たちは意識的にお祭りをだいぶ重

視している。そして、半分以上（66.2％）の学生には授業を通して、和歌祭への興味が生

じた。道理上では、和大生たちは積極的に和歌祭に参加するはずだ。しかし、現状は前文

で述べた通り、実際に芸能の練習に参加している人は非常に少ない。授業を通して、確実

に学生たちのお祭りへの関心は上がったが、行動までにその強い意識を発揮していないよ

うだ。 

「和歌祭は神事としての信仰が薄くなっていく」という問題を起こした原因はふたつ

ある。まず、現代社会では科学観念が浸透していることだ。次はさまざまな宗教が発展し

ていることだ。しかし、考え方を少し変えたら、多くの方法が見つけられる。ある和歌祭

の研究者の意見は和歌の浦住民の意見を充分に聞く上で、現代社会の流れに合わせ、昔途

絶えた芸能を改良し、復活することである。その上、復活した「新芸能」と合う新しい

「株」も作り出す。同時に、生徒たちやすでに他の宗教を信じている方にお祭りを神事と

して信じさせることより、和歌の浦という地域の人との連結に重視するべきだ。 

最後の「和歌祭の知名度が低くて、観光客数が少ない」問題に対し、考えられる解決

策はマスコミの力を借りることである。長い歴史を持っているが、いろいろな事情で途絶

えている和歌祭の芸能を時代の流れに合わせ、復活することで新聞、テレビなどのメディ

アの関心を引くことがひとつ。「唐人」、「獅子」のように近年復活された芸能は確かに新

聞やテレビ報道に出たことがある。同時に、芸能の「株」の持ち主たちは芸能を宣伝する

ために SNS アカウントを開設し、お祭りに出ている光景、練習している姿、芸能の歴史な

どを内容としてアップしている。最近一年始めたばかりの宣伝方法だから、その影響は強

いとは言えないが、やり続ければ、未来の効果が期待できる。 

 

4．和歌祭の存続に関する要点 

4.1 存続に関する要点とその関係性 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

あてはまらない

どちらともいえない

あてはまる

あてはまらない
どちらともいえな

い
あてはまる

和歌祭に関する授業を通し

て、和歌祭への興味がそそ

られましたか

11.8% 22.1% 66.2%

和歌祭に関する授業を通して、和歌祭への興

味がそそられましたか
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和歌祭については、歴史上も、また現在も、存続ピンチが生じる。その原因となる要

点を簡単に上げれば、影響の大きさで順番をつけて、以下の三つに分かられる。まず、一

つ目は時節柄、つまり社会の発展によって発生した変化である。明治時代の廃仏毀釈と廃

藩置県、日清と日露戦争、昭和時代の第二次世界大戦、平成時代から今でも進行が続いて

いる、信仰し続けている少子高齢化、2019 年から流行っているコロナウイルス、それら

の不可抗力が和歌祭の開催及び継承に最も強い影響を与えることは歴史を通して、変わら

ない要素だ。 

それから、二つ目は和歌山の人々の和歌祭への態度だ。和歌祭が他の東照宮祭礼と比

べ、最も特殊なところは創始から身分に関わらず、藩士も平民も参加できることだ。その

原因によって、明治の廃藩置県後、藩勢力が消えても、民衆の支えで和歌祭が順調に再開

した。十分の芸能の伝承者と大量の寄付金は全部民衆が和歌祭の開催を強く願っている表

現であった。積極的な態度の一方、民衆たちの一時的に消極的な態度は和歌祭を行う途上

の障害になった。昭和時代、台風など自然災害の頻出とあって、民衆の視線と財力は和歌

祭から和歌の浦の景観を復旧することに移した。現代に与えた影響と言えば、和歌祭の知

名度は和歌山市民の間でも低くて、神事とする信仰も衰退していくことだ。民衆にも知ら

れない限り、民衆の支持を得ることも不可能だ。したがって、和歌祭の復興はなおさら実

現しがたい。 

最後は和歌祭の開催を主導する組織の有効性だ。明治以前、藩勢力が強いゆえ、和歌

祭が無事に行われた。廃藩置県後、旧藩士と有識な社会地位高い市民が創立した民間組織

が主流になった。同じく民間組織であっても、違う主旨、活動理念とその指導者の行動に

よって、寄付金を集める効率とマネジメントの有効性が巨大な差がある。例えば、民衆の

状況を配慮せず、和歌祭を過去の様子に戻すことだけに集中して、寄付金を一時的に集め

ても、長く続けられない。明光会はその典型的な例だ。一方、民衆の状況をよくわかる組

織は民衆の資金を集められる以外、民衆によって拡大した人脈を通して、お祭りの専門家

の知識や自治体の経済的な支援ももらえる。ここで三つの最後の要素だと述べたが、その

力も無視できないほど強大なものだ。 

解決策は時代によってそれぞれ違うが、前に述べた三つの要素の関係が分かれば、解

決策も自然にまとめられる。 

時節柄は民衆と主導組織に直接影響する要素である。つまり、時節柄に合わせるた

め、民衆の態度と主導組織の方針が変わる。一方、その両者は時節柄に対する影響が弱

い。しかし、自治体の政策は民衆の連合によって、変わらないこともない。 

民衆は和歌祭に対して、存続に関する最も重要な要素だ。藩が消えた後、民衆の信仰

と支持がなければ、和歌祭は存在の正当性を失い、途絶える運命を迎えるだろう。同時に

民衆の態度も主導組織に影響する。組織の人手と重要な資金源として、組織は民衆の状況

を常に把握しなければいけない。 

和歌祭の主導組織は前の両者に制限されることが多いが、有限の人手と資金を有効に

利用し、その資源を再生することができる。特に現在の和歌祭芸能伝承者が不足の状況

で、組織は芸能と民衆の間の連絡役を担って、民衆のお祭り意識を上げることと地域の連

結を強くすることに貢献している。したがって、組織はある程度上で民衆の態度に影響す

る。つまり、民衆の態度と主導組織の関係はお互いに影響する関係である。 
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5．終わりに 

本研究は和歌祭が長く続く理由について、文献調査、アンケート、インタビューなど

の手段を通して考察した。分析した結果、和歌祭は時節柄、戦争などの客観的な原因で、

何度も途絶えるピンチを迎えたことがある。だが、和歌祭に関する民間組織と和歌山市の

民衆たちの努力で、和歌祭は今でも強い生命力を持っている。それを具体的に述べると、

以下の三つに分けられる。一つ目は民衆たちが自発的な保護行動。昔は明治時期、廃藩置

県後の和歌祭の服装と道具の保存から昭和時代、和歌の浦の景観を守るため、「新不老

橋」の建設問題で、民衆たちは激しい反対運動を起こした。今の例を述べると、和歌祭実

行委員会の努力だ、和歌浦の人々は精一杯の熱意を持ち、和歌祭の伝統は信仰と地域の連

結として続けようとしている思いが和歌祭今になっても生命力を持つことの最も大事な原

因だ。二つ目は民間組織と学校、専門研究者のコラボレーションだ。現存の芸能継承者不

足の問題に対し、和歌祭実行委員会は積極的に各小中学校、大学で和歌祭の紹介と教育

し、若い世代に興味を持ちさせる同時に、お祭りの研究者と協力し、消えたはずの芸能を

復活させ、和歌祭の生命力をさらにあげた。最後はマスコミの影響力を通して宣伝するこ

とだ。明治三十年代、『南海鉄道案内』や紀州毎日などの宣伝で、和歌祭の大祭化が成し

遂げただけではなく、「天下三大祭りの一つ」として世間に知られた。現在は新聞、テレ

ビなどのメディアより、SNS がトレンドになっている時代は、和歌祭のことを SNS で発信

するべきである。 

しかし、長く続いている和歌祭の現存の問題は楽観的に考えるわけにはいかない。一

つ目、和歌祭は信仰面での影響力が日々衰えている。その結果、和歌山県出身の若い世代

が知らないという厳しい現状とたとえ授業を通して、和歌祭に興味が持ち始めたとして

も、行動に表していないということを解決しなければならない。二つ目は観光化を目指

し、進んでいるが、観光客数は明治時代の 15 万が、現代の 5 万に減り、段々縮小してい

るようだ。和歌祭の知名度は今でも高くないことが分かる。これから、どのように知名度

を上げるのは大事な課題である。 

（以上、13655 字） 
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１．はじめに 

 現在、テクノロジー化の発展とともに、SNS サービスも絶えず発展している。 

Facebook、Instagram、YouTube といった長年の強力な開発プラットフォームに加えて、

目覚ましい波は TikTok である。特に、生活リズムが加速するにつれ、ショート動画は時

間の長さをより合理的に利用し、 社会的に人気になっている。これは TikTok の特徴であ

る。 

 今まで、TikTok が驚くべきダウンロード数を達成している理由は、予想外のメリット

をもたらすからであると考えられている。TikTok プラットフォームでは、ショート動画

による娯楽だけでなく、ユーザーが自分でコンテンツを作成し、社会の倫理基準に違反す

ることなく独自のアイデンティティを作成する機会にもなっている。そこで、一部のユー

ザーがコンテンツクリエイターを目指して、印象に残るようなコンテンツを作り、多くの

ユーザーに認知されるように必死でやっている人が多い。Tiktok の利用者、特に若者の

間で人気が高い人はインフルエンサーと呼ばれており、現在、ベトナムでも日本でもそれ

を目指す人が増えているのである。 

 Tiktok を通して、トレンドをとれ、情報を受け取り、販売・購入に至るまで、すべて

が Tiktok を使用できる。したがって、TikTok が登場することによって、インターネット

の使用習慣から物の考え方まで広い範囲にわたって生活様式に様々な変化がおきており、

特に、現在、一番ビジネスチャンスがあると言われるほど TikTok の活用事例は山ほどあ

る。 

 メリットが多い反面、そのデメリットも無視できないと指摘されている。動画の長さが

30 秒から３分までしかないが、TikTok がユーザーを連続にサーフィンさせる特殊なアル

ゴリズムを使用している。ショート動画で娯楽に多くの時間を費やす「TikTok 漬け」状

態に陥りやすいのである。また、Tiktok を悪用して、偽・誤情報、有毒なコンテンツに

もかかわらず有名な人になるため動画を発信する部分もある。 

 つまり、TikTok は若者にも親しまれ、若者の性格や考え方、行動から生活様式まで多

岐にわたって様々な影響を与える要因でもある。 

 本研究では、TikTok の登場による TikTok がもたらした生活様式の変化を明らかにする

ことを目的に 17～25 歳までのベトナムと日本の若者を対象として調査を行う。 

 

2．Tiktok の基本的な情報 

2-1．TikTok とは 

 TikTok とは、多様なテーマで 15 秒～180 秒までのショート動画を視聴し、作り、シェア

できるスマートフォン向けのサービスで、SNS の 1 つである。 

 TikTok はバイトダンスという中国企業が中国市場で提供している Douyin というアプ

リの海外版アプリで、 2017 年 5 月に海外にむけて提供が始まった。 モバイルアプリのマ

ーケットインテリジェンスを提供する Sensor Tower によれば、 2019 年 11 月時点におい

て TikTok のアプリは全世界で 15 億ダウンロードを突破した。 アプリランキングで第２

位を占めた。Facebook、Instagram、YouTube といった他の SNS アプリダウンロード数を上

回り、 ダウンロード数世界一の iOS アプリとなった。 Google の Play Store と Apple 

の App Store という二つの大きなダウンロードアプリのダウンロード数も 20 億回を上回
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った。このデータ見ると、アプリの成長を評価するための重要な指標だ。 

 また、日本市場では、 2017 年 11 月には iOS 無料アプリランキングで第 1 位を記録した。

ベトナム市場では、２０２０年 3 月には１２億回を上回った。 

2-2. Tiktok のユーザー 

 Tiktok のメインユーザーと言えば、一般的に 10 代から 20 代の若年層と言われるが、本

稿ではユーザーを２つのタイプにわけたいと思っている。それは、視聴者と作成者である。

視聴者は中・高校生である。作成者は 17 歳から２５歳である。作成者というのは、コンテ

ンツやマーケティング、商用目的で価値ある動画を制作するコンテンツクリエイターのこ

と。しかし、教育用・企業向けに伝える手段としてこの TikTok を使用する人は教師であっ

たり年齢層の高い人たちでもある。 

 Tiktok のメインユーザーは Z 世代だが、Z 世代と言ったらどういう世代だろうか。明確

な定義はないが、おおむね 1990 年代中盤〜2000 年代序盤以降に生まれた世代を指す。現

在の 10 代から 25～26 歳ごろまでである。世界と比較すると日本では Z 世代の人口は多く

ないが、それでも存在感を増している。理由は物心ついた時からインターネットが発達し

ていた彼らはデジタルマーケティングにおいては中心だからだ。発信力があり、彼らに刺

さるマーケティングを行うことができれば、SNS で大きく拡散する可能性がある。 

 なぜユーザーをきちんと理解しないといけないだろうか。この Z 世代は日本とベトナム

の将来だし、経済・商売を発展する主要な人力ではないだろうか。この Z 世代は Tiktok を

使用する傾向があれば、Tiktok が単に娯楽の SNS のアプリだけではなく、経済・商売を発

展する手段としてプラットフォームという価値を肯定している。 

2-3. Tiktoker とは 

 かつて、ブログからはブロガー、Youtube からは Youtuber と呼ばれる、「その媒体出身

のスター」が誕生してきた。この流れは、10～30 代の若者の必須 SNS となりつつあり Tiktok

でも確かに同じだ。Tiktoker と呼ばれるスターが続々と誕生している。 

 その上、コンテンツクリエイターとインフルエンサーという職業もある。簡単に定義す

るとコンテンツクリエイターというアイデンティティを持っている内容で動画をつくる人

である。仮にその動画が若者の間で話題になったら、有名なブランドから商品をリビュー

したり、広告したりする契約も結ぶこともある。それに対して、インフルエンサーという

のはアイドルや有名な芸能人だと認識されている。インフルエンサーに企業の商品やブラ

ンドを紹介してもらい、消費者やファンの購買行動に影響を与える。インフルエンサー・

マーケティングは企業が直接消費者に対してメッセージを発信する従来型のマーケティン

グと比べ、消費者の視点を取り入れた共感性の高い投稿により、商品やブランドに対する

認知や購買意欲の向上を実現することができると強い関心を集めている。つまり、Tiktoker

は他の視点で Tiktok のプラットフォームで動画をつくるコンテンツクリエイターとイン

フルエンサーである。 

 

3. Tiktok と他の SNS の比較 

3-1. TikTok と Youtube 

 プラットフォーム上で、広告のみせ方にも両者には大きな違いがある。例えば、Youtube

の動画を見る際、本編の前に CM（コマーシャルメッセージ）が流れる。しかし、５～15 秒
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経過した後スキップすることが可能である。この仕様からは、「広告は邪魔なものである」

との前提をうかがい知ることができる。Youtube は、テレビコマーシャルと同じ発想で半

ば強制的に CM を挟み込んでいるのである。動画と動画の間や視聴中に、そのコンテンツと

は全く関係がない広告が入ってくることもある。これは Youtube のプラットフォームとし

ての設計が、テレビをスマホに置き換える発想でなされたからかもしれない。したがって、

動画と動画の間のつなぎが視聴者にとってストレスがかかる仕様になっており、離脱を促

しかねないことも Youtube の課題である。 

 一方、TikTok は広告さえもユーザーを巻き込みながらコンテンツへ転換する。たとえば、

２０２０年 1 月 31 日にドミノピザはおこなったハッシュタグチャレンジ「＃ドミノチー

ズ 100 万」では、Tiktok 上でに３１７０万本もの動画が投稿された。Tiktok は広告を忌避

されるものから、ユーザーに楽しんでもらい、喜んでもらえるものへ変えるようとしてい

るのである。動画マーケティングの企業家である小島領剣さんは自身のブログで「Youtube

は 1 対ｎのメディアであるのに対し、TikTok はｎ対ｎのメディア」と両者の違いを指摘し

ている。 

ハッシュタグチャレンジについて、中野友

加里 (2021)は、次のように解説している。  

  ハッシュタグチャレンジは企業発の

コンテンツでありながら、ユーザーの興味

に軸足を置いたコンテンツであるため、他

にはない「共感」と「参加」を促しながら、

大規模なブランドを実現できる Tiktok な

らではの広告となる。動画投稿をすること

も、UGC 投稿を見ることもブランド体験と

なりエンゲージメントが起こる。そのため

多様な目的やフェーズで効果を発揮帰す

る。 

 ２０２０年度に入り、バイトダンスは日本でも広告配信プラットフォーム「Tiktok Ads」

のリニューアルを発表した。現在、広告メニューとしては 

① 起動動画広告（アプリ起動時に表示される広告） 

② インフィード広告（UGC User Generated Content (ユーザー生成コンテンツ)コン

テンツとの間に再生される広告） 

③ ハッシュタグチャレンジの３つが存在している。 

 ①のタイプは旧来までの広告と近いだが、②と➂は Youtube では再現しにくい種類の広

告である。 

 投稿動画はユーザーの自由なタイミングでスキップすることができ、広告に関しても強

制視聴がないため、興味のある投稿に出会うまでにストレスを感じにくい仕組みになって

いる。 

3-2. TikTok と Instagram 

 Instagram と言えば、すぐ「インスタ映え」と思い出す。「インスタ映え」というのは画

像・動画共有、ユーザー層が好む、写真に映えるような風景・人・モノのこと。したがっ
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て、Instagram では「映え」が重視されるが、Tiktok ではそれ以外にも「面白い」「ために

なる」「リアル」といったコンテンツも支持されている。Tiktok は「映え」で止まらず、刺

激される可能性がある。つまり、Instagram は「世界観を投稿するプラットフォーム」と

言えるが、Tiktok のフィードも近しい仕様になっている。つまり、Tiktok は様々なプラッ

トフォームの弱点を克服しつつ、長所が取り入れるプラットフォームだと言える。 

 

４．研究方法 

 本研究では、TikTok の登場がどのように若者の生活様式に変化をもたらしたのかを明ら

かにすることを目的としている。17～25 歳までのベトナムと日本の若者を対象としてアン

ケートを行う。ベトナム人 50 名、日本人 50 名に回答してもらった。高校生は 10％、大学

生は 71％、社会人は 19％である。 

 アンケートの質問事項は１９事項であるが、１４事項のデータに絞った。この１４事項

を通して、生活様式の変化を明らかにした。 

 

5. アンケート結果と分析と考察 

 以下では、１４項目について、詳しく分析してゆく。 

 

 項目３の「TikTok をダウンロードした理由」の質問のグラフのように「受動的」と「主

動的」に分けられる。最も多くの答えは「自分の好きなコンテンツをたくさん見るため」

で５５％を占めている。 

 一方、「友達からの招待」はわずか 15％しかない。このグラフから分かったのは Tiktok

をダウンロードすることがユーザーの主動的な意志を持っていることである。SNS の市場

でどこでも多様なコンテンツを見られるが、なぜ若者は Tiktok をダウンロードするのだ

ろうか。それは Tiktok には特別なアルゴリズムがあるからと思われる。Tiktok は初手の

段階で、アプリを立ち上げさえすれば、わざわざ見たいものを検索しなくても、勝手に動

画が流れてくるのである。そして、見たい動画のキーワードを一回だけ検索すると、次回

検索しなくても検索したキーワードと同じ動画が自動的に「おすすめ」のところから流れ

てくる。 

 つまり、ほかの SNS と比べると Tiktok で最も多様な内容・コンテンツを見られるとい

っても言い過ぎない。 
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 アンケートの項目６の「どんな時に Tiktok を視聴しますか。」では、「暇な時間（授業・

仕事・バイトの休憩時間、食事中、食後など）」と答えた人は７９％であり、時間をつぶす

時（行列に並んでいる時、誰かを待っている時、電車・バスを待っている時など）と答え

た人は５１％であり、無意識に使う時間（起きたばかりの時、寝る前など）と答えた人は

４７％を占めている。つまり、一般的に「暇な時間」だけ Tiktok を視聴すると思われるが、

この結果から仕事中、授業中以外にいつでも見られると言える。視聴する頻度も増えてい

る。 

 項目 7 の「よく視聴するコンテンツ」の質問に対する回答から、すべてのコンテンツの

割合がほぼ等しいとわかった。日常生活に関するコツ・ティップスのコンテンツ（料理の

作り方、メイクアップ、コーディネート、ビデオの編集方法など）は５９％、教育のコン

テンツ（英語・日本語などの言語を教えるコンテンツ、IT に関する使い方のコツ、デザイ

ンなど)は４５％、日常生活に関する商品のレビューのコンテンツ（スキンケア、化粧品、

服装、家族の日用品、キッチン用品など）は５３％、飲食店や観光地などのお勧めレビュ

ーのコンテンツは５０％、気になる人のコンテンツ（友達、アイドルなど）は５９％、ニ

ュース・人気急上昇のコンテンツ３２％を占めている。他の回答は「笑えるコンテンツ」

や「日本の番組、映画のカットシーン」や「世界中の人々が何を共有しているか、特定の

トピックについての意見」などがある。 

 この割合から、若者が気になる情報やアップデートしたい情報を取るため、Tiktok を使

う。このことから、以下に生活様式の変化をまとめる： 

• レビュー      

 かつて、良い観光地や飲食店を参考にしたい際、ガイドブックを読み、参考にしたが、

現在、Tiktok を使う傾向が多くなっている。アンケートに回答した半数の人はレビューコ

ンテンツを見ている。 

 また、スキンケアやファッションなどの日常生活に関する商品の写真や口コミのみでは

十分ではない。使った体験がある人の動画を見たくなり、実際のレビュー動画を探す視聴

者が多い。したがって、Tiktok でレビューコンテンツも若者の最も感心を持っているコン

テンツの一つである。 

• 買い物 

 かつて、日本でもベトナムでも「ショッピング」と言ったら、市場、スーパー、モール

などに行ったが、現在、外に出なくても、買いたいものを手に入れられる「オンラインシ

ョッピング」の時代である。特にコロナが流行っていた時に、ショッピングの方法を影響

された。誰でもオンラインショッピングしか使用できなかった。しかし、一般的な生活に

戻っても、オンラインショッピングが好き人は減らしなく、特に若者の対象である。この

傾向を対応するため、様々なメルカリアプリを発行された。オンラインでモノを売る手段

も多くの形式がある。その中で、Tiktok がオンラインショッピングに目覚ましい波が作ら

れる手段はライブである。動画はいつでもユーザーにアプローチできるが、投稿者は視聴

者をコントロールできない。そのため、ライブの手段で同時に商品を説明しながら、視聴

者にインタラクティブになれるから、商品を売れることやバイオリンクをアクセスされる

割合を高める。また、ライブに一般的より良い値段でものを買えるから、カスタマーの買

い物の心理を影響に与えられる。 
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• 情報を取得する方法 

 かつて、紙の新聞、雑誌を読み、テレビでニュースを見たが、現代の若者は Tiktok です

べての情報を手に入れる。国内から外国まで Tiktok だけで 1 秒でもアップデートできる。

この様な傾向の中、日本の有名なニュース TBS でも Tiktok のアカウントを使用している。

ショート動画には情報元のリンクにもついているから、さらに詳しく読みたい方は直接リ

ンクをアクセスすると読める。 

 

 確かにニュースを見るが、若者が持っているもう一つの好奇心はアイドルや気にしてい

る人のことである。アイドルの場合、以前は、アイドルのルーティンが見たいなら難しか

ったが、現在は、テレビより Tiktok ですぐ見ることができる。なぜなら、ファンを引き付

けるため、アイドル本人や管理人は自分の Tiktok アカウントで投稿するからである。気に

している人の場合でも同じである。一般的のユーザーでも一日ルーティンの動画を投稿す

るから、どこに行くか、何をするか、すべて Tiktok で見ることができる。 

• 教育 

 かつて、伝統的な教育は学校と塾に通うか、料理やメイクアップなどの職業講座に参加

していた。しかし、今ではすべてが Tiktok 上にあり、時折学校では教えられない面白いコ

ツを提供している。特に、言語を学んでいる人にとって、Tiktok は良質な学習環境を提供

してくれると思われる。最近、言語を学ぶ需要が上がっているから、Tiktok で母語を教え

る外国人が多くなる。様々な形式がある。例えば、この文は英語や日本語で何かというク

イズを出し、5 秒で考えさせてから、答えを提供する。紋切り型ではないから、学習者を

刺激できるし、学習者の方も気楽に勉強できるようになる。 

 また、コロナウイルスがはやっていた時に、余裕の時間が多いから、無駄にならないよ

うに、Tiktok で容易で必ず成功する料理の作り方というトレンドが流行した。このトレン

ドに多くの若者の相槌をした。コロナ時代のトレンドだが、今でもそのトレンドの熱はま

だ下がっていない。 
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• マーケティング 

 かつて、雑誌、新聞、テレビなどでマーケティングを実施していたが、現在、ほとんど

すべての営業は Tiktok に近づいている。理由は広告費用が安くて、学生から社会人まで

様々な顧客が Tiktok にアクセスできるからである。 

 以上の結果は日本人とベトナム人の回答はほぼ同じだが、最後のコンテンツ「刺激され

るコンテンツ(孤児やホームレスなど困っている人を手伝うコンテンツ・山や田舎に住ん

で困っている人のためのボランティア活動など)」を選んだのはベトナム人が半数の３０

人だったが、日本人は一人しかいなかった。このことから、このコンテンツでベトナム人

と日本人は相違点があるということがわかる。近年、ベトナム人の若者は自分のことだけ

ではなく、他のコミュニティや困っている人のことも考える傾向がある。また、自分の行

ったことから他の若者にも伝えたがっている。それは、一緒にコミュニティづくりの意識

を広めるという目的としてのコンテンツであるといえよう。 

 項目９の「なぜ Tiktok の動画はバズりやすいと思いますか」の質問に対する回答は、３

位が「創造性が豊かになるからです」で３２％、２位が「写真より面白いからです」で５

１％、１位が「必要な情報が得られるし、時間を節約できるからです」で５９％を占めて

いる。この三つの流行しやすい理由はすべて Tiktok の特徴である。現在、紋切り型の代わ

りに創造性は高く評価される。なぜ創造性が必要だろうか。創造で個人アイデンティティ・

自己価値を示し、新たな限界をつくらないと Tiktoker は視聴者に印象を残せない。例え

ば、上記の「＃ドミノチーズ 100 万」チャレンジは見本動画から、Tiktoker はそれをベー

スにしながら、より特別なことを作成する。そのため、広告コンテンツでも視聴者に簡単

にアプローチでき、膨大なインタラクションがとれる。 2 位の回答は「写真よりも面白い」

である。「動画のほうが良い」が SNS で Tiktok が作りたい時代である。すべてのことは動

き、音、ダイナミックなコンテンツで表現されるのを目指す。項目９の質問に対して一番

多かった回答が Tiktok が先駆けたポイント、ショート動画である。同じコンテンツだが、

視聴者に必要かつ重要な情報にこだわってから、適切な時間で共有する。 

 項目１０の「他の SNS アプリで Tiktok のロゴマークの付いている動画を見たことがあ

りますか。」は「はい」の回答が９３％に達している。なぜこの質問を聞きたいのかという

と、時折他の SNS で動画を視聴しているが、実際は間接に Tiktok の動画を視聴しているこ

とを証明したいからである。特にベトナムの投稿者は、Tiktok で編集して投稿してから、

その投稿した動画をダウンロードし、他の SNS にアップロードすることがよくある。Tiktok

からダウンロードされた動画には必ずロゴが入っている。このロゴにはアカウントの番号

が書かれているので、気になったユーザーは Tiktok 上で探すこともできる。しかし、投稿

者が Tiktok アカウント名をアイコンやマークで隠したい場合もあるが、そうしてもこれ

は Tiktok からの動画だと気づくことができる。 

 項目１１の「今まで使ったことのある TikTok のメリットをいくつか教えてください。」

の質問に対する回答は 1 位が「最新のトレンド情報が入手できます」で７８％である。な

ぜ Tiktok を視聴したら、トレンドが早く入手できるか。それは、Tiktok はトレンドをつ

くるからである。新曲が発行されると、Tiktok はどの SNS よりも早くトレンドをつくる。

視聴者が最新トレンドを探しなくても「おすすめ」のところにも容易にみられる。また、

上記のハッシュタグチャレンジもトレンドの一つの種類である。新製品を発行するとき、
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新製品をカスタマーにアピールするため、その企業はハッシュタグチャレンジをつくり、

他の Tiktoker にもチャレンジさせる。つまり、広告をするための手段としてトレンドにな

る。項目１０の質問に対して 2 番目多かった回答は「若年層を中心に幅広い世代にアプロ

ーチの可能性があります」で４２％を占めている。Tiktok のユーザはほとんど Z 世代だか

ら、コンテンツも若者向けにつくっている。したがって、若年層にアプローチするのは困

難ではない。項目１１の質問に対する回答の 3 位が「マーケティング戦略を立てるのに適

した SNS です」で３９％を占めている。現在、企業やブランドは SNS で最もホットなアプ

リだと言える Tiktok に感心を持っている。 

 若者を対象とした TikTok の展望は Tiktoker とい

う職業に限らず、どんな仕事でも TikTok を駆使でき

る。これは若者も企業も認識している。企業を発展さ

せるため、マーケティングは欠かせないものである。

しかし、以前と違い、単にウエブサイトの上で紹介し、

広告ではなく、雑誌・新聞・テレビなどのメディアで

も行えるが、それはむろん料金をかかる。それで、近

年、多くの企業で能動的に TikTok が一つのメディア

として使用し、企業ブランド・パーソナルブランドを

構築している。例えば、サンリオというかわいいグッ

ズを製造する日本の会社は TikTok のアカウントをつ

くり、そこで会社のグッズを広告する。客は商品を購

入したいなら、ページに付いているバイオリンク（Bio 

Link）に買える。 

  バイオリンクとは主に SNS のプロフィール欄か

ら他の Web サイトへ遷移するための URL リンクであ

る。SNS の発信者が、自身の詳細なビジネスプロフィ

ールや、手がけるプロダクト・ブランドなどを PR す

るために、「私の商品はこちらのリンクから見て」と

いった風に誘導するのに用いられる。 

 

 近年、 Tiktok のユーザーは単に動画をつくる趣味だけではなく、お金を稼ぐことがで

きる仕事として働いている人も増えている。項目１５の「コンテンツクリエイターはどん

な職業か、知っていますか。」と項目１６の「インフルエンサーはどんな職業か、知って

いますか。」という質問は「知っています」の回答が順番に項目１５は８２％、項目１６

は９０％に達している。コンテンツクリエイターとインフルエンサーの相違点は上記にも

述べた。プロなコンテンツクリエイター・インフルエンサーを目指す若者は徐々に増えて

いる。だが、どちらの SNS で良いかと迷う人もいるかもしれないが、できるだけ早く自分

のつくった動画を流行したいなら、やはり Tiktok は理想的な SNS である。したがって、

多くのコンテンツクリエイターとインフルエンサーはコンテンツをつくり、Tiktok に投

稿し、Tiktoker になる。Tiktok のプラットフォームでコンテンツ・動画をつくるコンテ

ンツクリエイターとインフルエンサーから、Tiktoker と言える。 
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 項目１７の「Tiktoker を職業として見なすべきだと思いますか。」の質問に対する回答

は「はい」で７５％を占めている。以上の生活様式の変化から Tiktok は単なる一般的な

娯楽 SNS だけではないことを証明した。Tiktok では、ユーザーは創造性を発揮できてお

り、さまざまなトピックについて価値のあるコンテンツを作成できる。したがって、ユー

ザーも Tiktok を特別なものにしている一部であると言える。そのうえ、Tiktok のおかげ

で、インフルエンサーとコンテンツクリエイターの名称も若者のホットキーワードにな

る。お金を稼げるし、自分のアイデンティティにも現れる仕事を提供しているからであ

る。つまり、Tiktok とインフルエンサーとコンテンツクリエイターは利益を共有する緊

密な関係である。 

 したがって、項目１８の「Tiktok を個人や企業にとって理想的なマーケティング プラ

ットフォームとして見なすべきだと思いますか。」では８３％は「はい」に達しており、

「いいえ」はわずか１４％である。自由回答で、ある一人は「どちらも異なるメリットと

デメリットがあるため、考慮する必要があります。」と答えた。これも Tiktok を使用する

ときに人々がまだ心配していることである。その心配していることを理解するため、項目

１９で「TikTok を使用することの消極的な影響・デメリットはありますか。もしあれ

ば、述べてください。もしなければ、「なし」と書いいてください。」の質問に対する回答

者の心配していることを集まった。様々な意見があったが、主に三つのデメリットをまと

める。それは、「TikTok 漬け」状態、不適切なコンテンツと情報漏れである。ユーザーは

わかっていても、情報の波に飲み込まれて急速に観ることをやめられない。このことか

ら、生産性を高める代わりにアプリをスクロールすることに何時間も費やしてしまう可能

性があり、また集中力を切らす可能性もあり、「TikTok 漬け」状態になってしまう。次

に、TikTok には不適切なコンテンツの共有を防ぐためのコミュニティガイドラインとフ

ィルターがあるが、ユーザーの年齢や好みに合わないコンテンツに遭遇する可能性は依然

としてある。そのため、コンテンツの厳選が難しくなり不適切なコンテンツへの露出して

しまう。最後は情報漏れについて、プライバシーに関する懸念は、プライバシーや安全性

を損なう可能性のある個人情報や意図しないコンテンツを共有する可能性がある。 

 これらの悪影響は TikTok に特有のものではなく、どのソーシャルメディアプラットフ

ォームでも見られることに注意することが重要である。自分の使用状況に注意し、プライ

バシーと自身を保護するための措置を講じることは、個々のユーザーの責任である。 近

年、Tiktok は、個人情報セキュリティに関連する訴訟に巻き込まれているが、Tiktok の

デメリットが「なし」という回答者もいる。これは、デメリットがあるが、Tiktok がも

たらした、そして将来もたらすであろう経済的な利益を否定できないことを部分的に証明

していると思われている。 

 実際、Tiktok に限らず他の SNS でも 13 歳以上でないとアカウントを登録・開設できな

いと規定されているが、年齢を確認するための手段・措置はまだギャップがある。そのた

め、13 歳未満の子どもでも簡単にアカウントを登録して使用できる。これは tiktok に限

らず SNS によくある問題である。 

 2022 年初頭、Tiktok の代表者は未成年ユーザーを保護するための新しいプライバシー

と安全対策を追加した。例えば、夜間に通知機能をオフにしたり、こどもたちとのダイレ

クトメッセージ機能を削除したりするなど、と述べていた。 
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６．結論 

 ここまで述べたものは Tiktok のすべてのメリットではない。Tiktok が将来的にできる

ことによって、マーケティングや経済において他にも多くのメリットが生まれると言って

も言い過ぎではない。 

 つまり、本研究の目的には三つのことが分かった。一つ目は Tiktok の登場から若者の

生活様式が変化していることが分かった。二つ目は一番ビジネスチャンスがあると言われ

るほど TikTok は営業やブランドに対して役に立っていることが分かった。将来、ビジネ

スやマーケティングの目的として Tiktok を使用する様々な企業・ブランドは非常に増え

るはずである。三つ目はベトナムの若者たちの人生観を変わってきたことが分かった。な

ぜかというと、ベトナムの若者は刺激されるコンテンツをよく視聴することで、それを通

して自分のことだけではなく、周りの人のことも考えており、一緒にコミュニティの意識

を持っているからである。  

 

（以上、10866 字） 
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1. はじめに 

1.1 背景 

紀元前 3 世紀ごろ日本人は農耕のために、低いところに住むようになり、集落ができ

た。島国の日本人は土地が狭く皆と仲良く暮さなければならなかった。人間関係のありか

たに与えた影響が今でも残っている。 

昔から日本人ほど和を大切にしている文化はない。それで、和を守るために「本音」と

「建前」という文化は欠かせないものとなっている。建前というのは本音を隠し、社会で

どのような行動をとるべきかということである。つまり、ある状況で認められるための行

動をしている。例えば、会社で後輩は目上の人の前にプロジェクトについての不満が話せ

ない。そういう行動は周りの人に認められていないからである。しかし、同じテーマにつ

いて仲が良い同僚と話したら、それはストレスを解消する方法と見られている。本音と建

前は全く違うものだ。建前だからといってそれはただの噓ではなく、日本のような集団主

義社会では相手の気持ちを優先し、相手に対して敬意を表し、失礼なことを言わないよう

にする。こういう考え方があるからこそ、外国では日本人が優しく、親切というイメージ

がある。 

その一方で、日本文化を学んでいる留学生や日本で働いている社会人や日本人と交流が

ある外国人にとっては本音と建前に混乱させられているに違いない。日本人が時と場合に

よって、本音と建前を使い分けることを知っている外国人にとっては、実際に日本人と話

すとき、その日本人が本音で話しているのか建前で話しているのかわからないので、困

る。 

例： 

I. 日常生活で 

A：今日は楽しかった！また会おう！ 

B：ええ、楽しかった！最近バイトはちょっと忙しいが… 

 

II. ビジネス場面で 

A：20 個注文しましたが、新商品の需要が強くて、あさってまでに後 10 個お願いでき

ますか。 

B：10 個ですか。はい、検討させて頂きます。 

 

(I)と(II)、どちらにも B さんが言っている言葉と本当に考えていることに差がある。

はっきり「いいえ」と言っていないが、A さんが言う通り行動をするわけがない。外国人

にしたら、この会話は額面通り受け取り、最終的に結果はどうなるか分からない。 

 

1.2 研究の目的 

 本音と建前は日本にしかない文化ということではないが、日本文化に見られるほど生得

的なものではない。どの国の文化でもどれほどオープンで率直であると知られているかに

かかわらず、本音と建前はほとんどの文化に存在する。友人を傷つけないように真実を言

わなかったり、自分が取り組んでいるプロジェクトの同僚がいくら嫌いでも、それを上司

に伝えなかったり、課長が言ったことを面白くなくても笑ったりすることもあるだろう。
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しかし、この現象に特定の用語、つまり、本音と建前があるということで日本文化におけ

るその役割と大切さを表している。  

本音と建前のことを理解している外国人の中には、きっと周りの日本人との関係につ

いて考えたことがないわけではない。 友達はずっと建前で話してきたのか、 それはすべ

て噓だったのかという疑問が表面的なレベルで本音と建前について考えると浮かんでくる

はずである 。 

日本人と外国人の交流を円滑に進めるためには、日本文化のこの２つのコンセプトを

身につけるよりほかない。日本人は様々な場面で思わず建前を使い、外国人にとっては分

かりにくいところがある。それで、本音と建前の独特の文化に関する考え方と行動を解釈

し、この難関を超えることを目的に研究を行った。 

本研究によって、外国人が普段分からない本音と建前のことをある程度理解し、本音と

建前に対する考え方が変わったら、外国人はスムーズに日本人と交流できる。さらに、日

本の建前の表現のニュアンスが分かるようになると、自国にある本音と建前に近い文化を

思い巡らしながら、共通点と相違点を分析でき、本音と建前の役割、日本人の考え方、独

特の表現の対応に、より気を配れるようになる。 

 

2. 先行研究 

 Genelyn Jane D. Trinidad（2014 年）は外国人にしては日本人の本音と建前、裏と表

のコンセプトで信頼性に影響を与えることに関する、「Honne and Tatemae: Exploring 

the Two Sides of Japanese Society」という研究を行った。ビジネス、政治、メディア

といった場面を中心に、建前がどのように見られるのかを明らかにしている。しかし、日

常生活でよく使われている場面はあまり見られない。また、その作品は 9 年前に書かれた

もので、日々変わっている異文化の影響を受けている、日本の若者の考え方に応じて、修

正するべきだ。本研究では、メディア、SNS によって外国に関わりがある大学生のよく耳

にする表現について彼らの意見と考え方を踏まえて研究を進める。 

 

3. 研究方法 

 インタビュー調査をもとにしてアンケート調査を行うことにした。大学のサークルと部

活に参加している学生を対象に、ディスカッションができるグループインタビュー調査に

した。先輩・後輩関係における本音と建前の仕組みを理解することを目的に 37 名に回答

してもらった。対象者の解釈をもう少しよく理解した上で、インタビュー段階で冗長であ

ることが判明した質問や状況を置き換え、アンケートを作成した。 和歌山大学の日本人

学生を対象に、アンケートは 166 名に回答してもらった。 インタビュー調査とアンケー

ト調査の内容は、個人としての建前という概念、日本人としてその概念を探求した経験、

それにグローバル化した世界における建前の必要性（または欠如）に関するものである。 

 アンケートの実施期間、手段、テーマは以下の通りである。 

アンケート実施期間：2023 年 5 月 22 日から 2023 年 6 月 14 日まで 

手段：グーグルフォーム 

テーマ：建前（日本独特の文化） 
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4. 本音と建前の定義 

 複雑な考えが入っているわりに、本音と建前の定義がきちんとされている。『日本語大

辞典』（1989）と『広辞苑』（2018）には本音と建前がきちんと定義されている。本音は

「本当の音色」、「本心からでた言葉」と定義されている。前者は本当に言いたいことを

変えずに、考えたままのことである。「本音」は文字通り、「本当の音」であり、それが

正しいか正しくないか、良いか悪いか、そういう判断による影響を受けずに言った言葉で

ある。一方で、建前は「表面的な原則」、「表向きの方針」と定義されている。ある理由

で本心を表したくない時、本心と違う態度を見せる。要するに、文字通りの本音はまこと

の音色だが、建前は皆の前に建てた姿のことである。本音を言うと相手を傷つけたり、怒

らせたりすることもあるが、建前を言うことで共同体の平和を保つことができる。 

 

5. データの分析 

本研究では、アンケート調査を行い、建前についていくつかの質問し、データを収集

した。そのデータをもとにして日本人の視点から本音と建前の文化が分かるために分析し

ている。アンケート調査は４つの部分に分けられており、1 つ目は建前の基礎的なこと

（定義、建前を初めて使用した時の考え、など）が入っていた。2 つ目と 3 つ目は「また

遊ぼう」と「ちっと用事がある…」という建前の二つの表現を解釈し、4 つ目は外国人と

の交流の時、建前の必要性と今後建前の存在を触れている。 

 

5.1 本音と建前についての日本人の考え方 

a. 定義 

一般的には、ある言葉の人が考えている意味と辞書に定義されている意味が違うこと

もある。これは特に文化に関する用語の場合よく見られる。例えば、ある料理の辛さは人

によって違うこと同じように、「内の人」、「外の人」、「本音」、「建前」という言葉

の意味も主観的なことではないだろうか。したがって、自分の経験と感覚で頭の中に作ら

れた建前の意味と辞書で客観的に書かれてある意味はどう違うかを目的に日本人大学生に

「建前はどういうことだと思っていますか」と聞いた。回答はそれぞれだったが、共通点

が以下の通りであった： 

 

 

1. 誰かと話す時使用する 

2. 建前を使用する目的 

3. 建前での話し方 

 

 つまり、日本人にとって、建前というのは１（親しくない人と）、２（コミュニケーシ

ョンを円滑に進めるように）と３（本音を隠して話すこと）の組み合わせのことであると

分かった。 

 コミュニケーションを円滑に進めるために建前を使用するのはもちろんであるが、それ

以外にも建前を使用する目的は様々であり、中でも主な目的は以下の 2 つであることが明

らかになった。 
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A. 自分自身を守るため 

B. 相手に対して適切な態度をとるため 

 

 (A)の目的は、自分の後ろためさを隠し、人に嫌われないようにするという理由があ

り、(B)は相手に不快な思いをさせない、気を遣う、相手を傷つけないようにするという

理由がある。 

 そして、インタビュー調査の際に「建前が噓ではない」とはっきり発言する声があった

のに対して、アンケート調査では建前の定義で「噓」という言葉がたまに出てきた。 

 

b. 気づき 

 本音と建前は人間関係に大事な役を果たし、日本文化に欠かせないものである。「本音

と建前について意識的に考えたことがありますか」、「どの程度考えていますか」に対し

て、7 割以上が本研究以前考えたことがあると回答したが、そのうち「いつも」と回答し

た方が非常に少なかった。それに対して、「たまに考える」のほうが一番多かった。人間

は一人で生活が出来なく、大人になるにつれて、社会で人との関わりが多くなっており、

他人と仲良くしなければならないからだろう。そこで、大学生時代には建前が役に立つは

ずである。日本の大学では部活、サークル、クラブに入る文化があり、皆でよく訓練や練

習やアクティビティの時、グループの向上のためチームワークが大切となる。そういう理

由で、大学生は状況に合わせて話すべきなので、建前について「たまに」、「ときどき」

考えていることが推測される。子供の頃から学んできたことはよく当たり前だと思いがち

であり、真剣に考える人がなかなかいないという予想は破れて、「たいてい」と「よく」

の回答者がかなりいた。「考えない」の回答者は建前を身に染みて感じているので、無意

識的に使っていると考えられる。あるいは、仮面をかぶって話すのが嫌で、ほとんど本音

で話している可能性もある。 

 次は、「本音で話している、建前で話している、ということに初めて気づいたのはいつ

頃ですか」と聞いたところ、「小学校」、「中学校」、「高校」という順となった。驚い

たことに、小学校（6 歳から 12 歳まで）のほうが多く、特に高学年の頃だと思われる。

理由としては、「友達を傷つけないように」、「顔色が分かるようになった」、「ある経

験の後気づいた」といったものだったが、他に目立ったのは「本心で話していないときが

あることに気がついたから」ということである。普段はそのことが「噓」とつながるおそ

れがあるが、日本社会で育った無邪気な子供でも建前を知っており、思わず「本音と噓」

という区別ではなく、「本音と建前」に敏感になると推測される。中学校になると、部活

に入り、上下関係に関わるからである。また、その頃敬語を勉強し始め、日常生活で使用

する表現と話し方に慣れるようになると考えられる。早くても幼少期、遅くても大学 1 年

生の時本音と建前に敏感になったということが明らかになった。 

 それから、「建前を使う理由は何ですか」という質問に対して、「コミュニケーション

が円滑に取れるように」と選択した方が一番多かった。また、「コミュニケーションを円

滑に進めるため」、「嫌われないように」、「傷つけないように」の三つのことを目的に
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建前を使用する大学生も少なくなかった。遡ると日本は島国で、狭い土地に皆で仲良く暮

らすよりほかなかった。それで、喧嘩を避けるため、人と人とのぶつかりがないように建

前が生れたと言われている。昔使われていた建前が現代の日本社会に異なった形で存在し

ているということが分かる。しかし、数年経っても目的は同じである。また、日本は同質

的な社会なので、目立つと、風変わりな人と考えられるので、人に嫌われないように建前

を使用する人も相当多い。 

 

c. 建前の使い分け 

 普段は建前が「外」の人に使われると言われている。「内」と「外」は日本文化に不可

欠な部分で、相手が内の人か外の人かによって態度が変わる。「外」の場合、非常に親切

で、勝手に話すのは失礼である。それに対して、「内」の場合、本心で話すことが多いと

いうことである。 

 本調査で「だれと話す時建前で話しますか」の収集した回答を基に分析すると、「内」

と「外」は三つのカテゴリーに分けられる。 

１．家族：両親と兄弟姉妹は「内」だが、それ以外は「外」である。親戚は外の人で、建

前で話すのが当たり前だが、身近な家族は内の人なのに、２１％が家族とも建前で話すそ

うである。原因としては、考え方や思想が合わないからだと考えられる。両親が厳しいの

で、怒られないように、本心を隠すことによって家族との関係をスムーズに保ち続けるこ

とができるのであろう。 

 

２．友達：よく知っている人、仲が良い親友は「内」だが、初対面の方、知人、知らない

人は「外」である。それで、初対面の人、知人と雰囲気を取り繕うために建前を使う。意

外にも、仲が良い友達にも建前で話す人が 2 割以上であった。それはどうしてだろうか。

一人一人の関係によって異なるが、嫌われないように本心を隠す可能性が考えられる。こ

れは、引きこもりと自殺に深い関係がある。2022 年のデータによると、自殺の主な原因

は健康問題で、肉体的なことはもちろん、精神的な問題も非常に心配なこととなっている

そうである。ひきこもりや自殺は、日本における社会的圧力に対処できない場合の逃げ道

になりつつあると推測される。 本音と建前を維持することは日本人にとってさえ理解す

るのが難しく、社会に溶け込めないことがあり、そのプレッシャーから解放するために極

端な行動をとってしまうことが推測されます。 

 

３．バイト先：同僚は「内」だが、先輩と後輩は「外」である。家族と友達の場合と同じ

ように、本調査によると、バイト先でも内か外かに関わらず、建前が使われることが多い

ことが分かった。バイト先の先輩、後輩、同僚との親しみの度合いによるではないだろう

か。同僚には建前が使われていることがわりと少ないが、勤務時間、年齢、シフト、バイ

トの条件によるものだと考えられる。例えば、A さんと B さん、二人ともバイトの同僚だ

が、年齢とシフトがずれている。A さんは大学生で、午後６時のシフトで出勤している。

それに対して、B さんは 1970 年代生まれで、午前中のシフトで出勤することが多い。こ

の場合は、二人は同僚でも話す機会があまりない。さらに、バイト先は忙しく、のんびり

する時間もない。したがって、親しくないので、建前を使う可能性が考えらる。 
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 従来内と外を基準に本音か建前のどちらを使うのかが決め手であったが、本調査によれ

ば、外の人とは必ず建前が使われ、内の人と話す時も、建前が使われていることが分か

る。それは「内」のサークルが小さくなっているからだろうか。自分自身以外の皆は「他

人」と思ったら、人間関係が薄くなる恐れがある。『現代の若者達の人間関係』（木村 

2016 年）によると、「キャラがかぶる」と称して慎重に避けようとする。「省略」多く

の友人を持ち満足感が上昇しながらも、また同時に不安感も募ってゆく。 関係を保証し

てくれる安定した基盤がないので、互いにいっそう不安な状態へとのめり込んでゆくので

あるということである。 

 

5.2 「また遊ぼう」 

 日本では相手と別れる時、「また遊ぼう」という表現をよく耳にする。一緒に時間を過

ごした後「じゃ、またね」といった軽い別れの言葉を使う人もいれば、「また、会いた

い」ということを表すよりもさらに深い表現を使う人もいる。 

「また遊ぼう」が言われたら、それは本音か建前か外国人だけではなく、たまに日本

人にとってもかなり難しい。日本の社会に生まれ育った人なら、そういう表現で言われた

ら自然に適切な行動を取ることができるが、外国人はどうしたら良いのか分からないこと

もある。また、相手からの連絡をずっと楽しみに待っているのに、時々それはただの別れ

の挨拶か社交辞令として使われているせいか、連絡がなかなかない。 

 

a. 表現の使用頻度 

 「「また遊ぼう」という表現は使ったことがありますか」に対して、7 割が「はい、本

気で言った」と回答し、残りのほぼ 3 割が建前で言ったそうである。ただ挨拶として使う

人がいるが、本気でよく言うという回答者のほうが予想よりも多かった。最近の若者は建

前を使い分けているからだろうか。ある場合では自然に建前で話すが、「また遊ぼう」の

場合は、一緒にまた遊びたいということをはっきり伝えている。 

 

 「また遊ぼう」を使用する頻度については、「本気で言った」が「よく」が一番選択さ

れており、「たいてい」、「いつも」という順となった。それに対して、「建前で言っ

た」が「よく」、「ときどき」、「たいてい」という順となった。つまり、予想とは異な

り、この表現は本音で話すほうが明らかに多い。しかし、区別するのが複雑で、外国人も

日本人も空気を読むべきだ。やはり相手は建前で行動をとったら、分かりにくいが、ドイ

（1988 年）によれば、本音と建前は生まれてから身近な人と環境によって身についてお

り、また、大人になるにつれて社会での体験、感覚によって鋭くなる。日本のようなハイ

コンテクストカルチャーには、ただ言葉ではなく、手振り身振り、表情に注意しなければ

ならないと強調されている。 

 

b. 表現の対象、使い方と対応 



- 7 - 
 

「だれと話している時使っていますか」、「「また遊ぼう」と「いう表現はどういう

意味で使われていると思っていますか」とアンケートの項目を分析した後分かったことが

以下の通りであった。 

 この表現は仲が良い友達のみならず、意外と先輩、後輩、親戚、知人、初対面の人に本

気で言う回答者もいた。それは相手と会う回数と関係によるものではないだろうか。どう

いう意味で使われているかと尋ねると、「話の流れで言ってしまう言葉」、「別れの単な

る言葉」、「社交辞令」という３つの意味で使われているという回答があった。それに加

えて、本当に遊びたいという意味で使っている人もわりと多い。それは相手との関係によ

って使い分けられているということが分かった。親しくない友達に建前でそういう表現を

使うことが多いと推測される。それに対して、仲が良い友達にはまた会いたいので本気で

気持ちを伝える手段である。このことから、相手との関係がどれくらい親しいか現実的に

考え、「また遊ぼう」はどのような意味で使われたか理解できると思われる。しかし、そ

れは主観的な見方で誤解されることもある。初対面や知人なら、一緒に遊んだ後、本当に

もう会いたくないのに、不快な気持ちをさせないように社交辞令として使っていると考え

られる。そのほうが、話し手にとって、言いやすく、相手への気遣いのとしての便利な表

現になる。 

 「8 か月間同じ授業を受けている友人と 3 時間遊んだ後 「また遊ぼう」と言われた

ら、また会う確率はどれくらいですか」について調べたところ、幸いなことに、66%がま

た遊ぶ確率が高いと回答し、また会う確率が非常に少ないと回答した人は 4 割しかいなか

った。それは相手と会う回数、相手の性格、どれくらい性格が合っているか、今までの友

情といったことによって異なるが、8 ヶ月はずいぶん長い期間で、仲が良くなり、それは

本音でいうことが多く、実現する可能性の高い状況である。この場合は、その友人は内の

人になり、仮面をかぶる必要が無くなるというより一緒に時間を過ごすのを楽しみにして

いるので建前を使うことはないからであると考えられる。異文化社会で暮らしている外国

人は、「また遊ぼう」と言われたら、どうすればいいのかはっきり分からないだろう。と

ころが、日本人学生に「「また遊ぼう」と言われたら、どうしますか」と尋ねたところ、

多くが「連絡を待つ」と回答し、とても楽しかったら自ら連絡するが、少しだけ楽しかっ

たら相手から連絡を待つということが明らかになった。前者の場合、積極的に日程を決め

るか今度一緒にやりたいことを述べるか、行動がそれぞれとれる。それは日本社会に限ら

ず、世界のどこでも同じ形ではないだろうか。 

 

5.3 「ちょっと、用事がある…」 

 あと１つの曖昧な表現と言えば、「ちょっと、用事がある…」という表現である。これ

はどこかに誘われた時、行けないと答える時によく使われている。行きたくない時や本当

に他のより大切な用事がある時、はっきりそういうことを伝える国の人には、この表現は

とても表面的である。また、相手にこれと似ている表現を言ったら、具体的にどのような

用事があると聞かれる場合もあるが、日本でそういう文化ではないため、本音か建前か分

かりにくい。 

 

a. 表現の使用頻度 
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 「「ちょっと、用事がある…」というような表現を使ったことがありますか」に対して

予想通り、大半はこの表現を建前で言っていることが分かった。この表現の使用頻度の回

答を分析すると、本音でも建前でもいつも使っている人が非常に少なかったが、「建前で

言った」が「ときどき」、「よく」、「たいてい」、「たまに」という順となった。だ

が、ときどき本気で言う人が思っていたより多かった。 

 

b. 表現の対象、使い方と対応 

 「だれと話している時使いますか」という質問したら、建前で言う回答者がほとんど外

の人に対して使っていることが明らかになった。しかし、内の人、すなわち家族と仲が良

い友達に対して使っている人がいないとは言えない。単純に言えば、それは友達にも家族

にも教えられないこともあるからであると推測される。身近な人にある行動を認められな

かったら、それを隠すのは驚くものではない。つまり、それは悪意のない噓ではないだろ

うか。 

 「「ちょっと、用事がある…」というような表現にどういう意味が込められていると思

いますか」の回答を見ると、「他に重要なことがある」が一番多かったが、「誘われたイ

ベント・計画に興味がない」と「疲れて行きたくない」もあった。つまり、この表現は、

重要な仕事はないが、ただ行きたくない時建前を使うという点で、役に立つ。相手を傷つ

けずに、自分がしたいようにできる。そうしたら、人間関係が順調に進む。 

 面白いことに、「「ちょっと、用事がある…」と言われたら、相手に本当に用事がある

と思いますか」と質問したら、半数以上が相手は本当に用事があると信じていることが分

かった。大半は自分自身が建前で言っているのに、相手が本気で言っていると信じるのは

日本人の純粋な心を示している。 

 「ちょっと用事がある…」と言われたら、返事として、少なくとも大半は「じゃ、また

今度ね」と返事をすると予想したが、予想以上の９７％がそうだった。アピールしたり説

得したりすることはなかなかなさそうである。それは集団主義の影響だと考えられる。自

分に関わりのないことには口をださない傾向が見られる。用事の内容を具体的に聞いたら

失礼になる恐れがある。たしかに、これは相手と距離がある例であり、この態度は外の人

に対して理解できるが、内の人には納得できない。 

 

5.4 日本人と外国人との交流 

 日本人同士は本音と建前の文化に敏感なので、話した言葉のニュアンスと適切な対応が

わりと分かりやすいが、外国人は日本語と文化を勉強しても、教科書と授業に日本人の考

え方と心理的なことがなかなか学ぶことができない。たぶんその言葉を聞いたことはある

が、全然知らない外国人も多いに違いない。留学生、専門家、労働者、親が連れてきた子

供は、友達や知り合いを作るためにこの文化を知らなければならない。しかし、外国人を

見、ほとんどの日本人が方言が分からない外国人のために優しく標準語で話してくれるこ

とと同じように、建前が分からない外国人のためにそれを抜きにして話してくれるかどう

かは疑問であった。 
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 「外国人友達と話している時、建前で話す必要があると思いますか」という質問に対し

て、回答者が「はい」と「いいえ」に半分程度分かれていた。理由は以下の通りであっ

た。 

 

「必要ではない」の理由 

1. 英語で伝わらないから 

2. 相手は本音で話してくれるから自分自身で本音で話す 

3. 分からないから 

 

「必要である」の理由 

1. 傷つけないように、スムーズにコミュニケーションができるように 

2. 外国人・日本人に関わらず、他人を気遣うことは当たり前だから 

 

 若い頃から使ってきた文化はいきなり変えられない。建前を使用する理由の１つは、人

間関係を円滑に進めるためで、国籍をとわず使うのが当たり前である。さらに、日本人同

士が交流をする時は国籍をはじめ、様々な共通点が既にある。しかし、日本人が外国人と

交流する時、建前はお互いにより分かり合うための道具になるではないだろうか。その反

面、建前は相手との関係を保つために使用しているのに、相手がそういう文化の背景と使

い方が分からないと逆に気詰まりに感じる可能性がないとは言えない。もし、日本人が外

国語で話そうとしたら、自国の文化が必ず影響を与えるが、言葉の全ては翻訳できないの

で、ある日本語表現を外国語に翻訳しても日本語が持つ意味を異なる恐れもある。 

 

5.5 今後の本音と建前の存在 

 19 世紀に外国人の行き来が始まり、入ってきたのは、人はもちろん、やはり新しい思

考もであった。外国人が来ても数が非常に少なく、日本文化がそのまま続いてきたが、最

近数が増えていき、言葉が変わってきている。外来語やフュージョン料理やボウリングな

どは外国人が持ってきたもので、日本語と日本文化に変化が見られる。したがって、グロ

ーバルの社会で建前はどうなっていくだろうか。最初、外国人と交流がうまくできるよう

に建前を使わずに話すが、時間が立つにつれて全体的に日本人同士の間でも使わなくなる

だろうか。後 10 年間で建前が１００％なくなるはずはないが、「日本に外国人が増える

につれて本音と建前の影響が少なくなっていくと思いますか」と聞いたところ、半数以上

が少なくならないと回答した。 

 ３１％が「はい、少なくなっていく」と回答し、主な理由は海外ではフランクの話し方

になれているからである。外国人と交流が増えるとともに、外国人が分かるような話し方

にする必要があると思う人が少なくはない。例えば、ある会社の部署に外国人が増えた

ら、会議、飲み会、皆で参加するイベントや集まりの時、外国人に分かるように話し、部

署の日本人との交流にも影響を与えないだろうか。同じように、友達、家族などに外国人

数が増えた結果は昔からの大事な文化が失われるのは非常に残念なことに違いない。 
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 「いいえ、少なくなっていかない」と回答があった。周りに外国人が増加しても、日本

人のほうが多く、染み付いている習慣は簡単に変わらない。さらに、日本文化の大切な一

部で、建前を使うことに慣れているので無意識的に使ってしまう可能性が高い。それは建

前によって人間関係を保つことができるという強い考えがあるからである。また、建前が

うまく使用できるようになると建前の重要さが分かってくるとともに、日本人に限らず、

外国人にもとても有益である。 

 

6. まとめ 

 以上、日本の独特の文化、建前について詳しく調べた。建前はどういうことか、それに

対して日本人の認識、ある場面でどのように行動をとるのかを見てきた。 

 まず、日本人にとって建前は自分のためだけではなく、相手の気持ちを大切にするよう

に使用していることである。その認識は両親の行動や話し方によって無意識的に身につい

ており、結構若い頃から頭の中に本音と建前の形が作られていることが分かる。そこで、

「空気を読む」や「行間を読む」といったスキルをうまく使えなくてはいけない。本音と

いうとはっきりした言葉で考え方と言いたいことを伝えるが、建前の場合、遠回しに言う

ことが多い。そのほうが相手に対して敬意を表し、厳しい言葉を使わなくなるからであ

る。そうすることで、言ったことを分析し、適切な返事をするのが聞き手の役割になって

いる。したがって、建前は日本文化と日本人の話がうまく分かるように必要な道具であ

る。 

 外国人は、日本人との会話で日本人が話す内容について、噓か建前かいつも悩んでいる

が、やはりその二つの違いが分かりにくい。どちらも現実と違うことを言っていることに

は間違いない。それに加えて、たまに噓も相手を傷つけないように言っている。例えば、

妹が心を込めて作った料理が美味しくなくても、「わー、うまい！」と言うだろう。ま

た、どちらも人に嫌われないように、自分自身を守るために言うこともある。例えば、お

食事に誘われたが、久しぶりに暇なので、家でゆっくりしたい。その時、本心を言って、

わがままと思われる可能性を避けるために、「今日はちょっと…」という表現は言いやす

く、雰囲気が気まずくならない。つまり、噓と建前に微妙な違いがあると考えられる。 

 「遊びに来てください」は建前の定番の例である。日本で日本文化が分からない外国人

に「遊びに来てください」言ったら、額面通りに受け取るかもしれない。そのように言わ

れると、その外国人は具体的な誘いを待つだろう。外国人は長い間連絡がなかったら、そ

の人にがっかりしたり、失礼だと思うが、日本人はその表現の言外の意味を知っているの

で、その表現を使うことによって相手に対して礼を尽くしている。様々な国で受け取り方

もそれぞれだが、異文化なので分かりにくい。相手の話し方、話の内容、手振り身振りを

見、相手の言葉の意味を本気でとるか、建前でとるかある程度正確に判断できる。 

 日本人は日本語での断り表現を礼儀正しくするために遠回しに話したり曖昧な言葉など

をよく使用するが、「ちょっと、用事がある」は断りと建前の組み合わせだと考えたら曖

昧な言葉が入ってくるのが当たり前のことではないだろうか。「ちょっと用事がある…」

と言ってもどのような用事があるか分からなく、相手も具体的に聞かない。ある文化でこ

れは失礼かもしれないが、逆に日本文化で言い過ぎると言い訳と思われるので、細かいと

ころまで説明しないのではないだろうか。 
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 日本人が相手の気持ちを大切にするためにはもちろん、日常生活で自分がどう思われて

いるかということを気にしているので、ずっと本音と建前を気にして話す傾向がある。そ

れで、本心で話す機会が少なくなり、ほんの少しの人とだけ腹を割って話すのが珍しい。

日本人は仕事のプレッシャーの上に、本心で話す機会もあまりないので精神的に大変では

ないだろうか。人間は生まれつき社会的な動物なので社会人生活にたまったストレスを解

消するためにクラブと居酒屋に行く人が少なくない。そこでアルコールのおかげで、建前

の面を脱ぎ、自由に行動ができ、ホステスと気軽におしゃべりができるようになる。さら

に、日本には、お酒を飲みながら言ったことはすべて許され、忘れるべきであるという暗

黙のルールがあるようで、同僚、友人などと一緒に行き、遠慮なく話せる環境がある。 

 「また遊ぼう」の場合、具体的に次回の日にち、集合場所、集合時間も決まっていな

い。「ちょっと用事がある…」の場合も一緒で、用事について質問されていない。この曖

昧なところは建前の特徴と考えられる。 

 「また今度ね」、「ぶぶ漬けでもどうどす」といった建前で発言した言葉は結構あり、

言葉の裏側の意味を知らないものだから一つ一つのニュアンスを体験するか教わり、理解

するまではっきり分からない。建前について学ぶほど日本文化で白黒の意味が他国と違う

ということが分かってくる。違うからといって、それは良いか悪いかということではな

く、人間関係をスムーズに進めるために一つのステップと考えられる。 

 

7. おわりに 

 外国人は本音と建前が空々しいと思っているが、日本人は、建前はマイナスのイメージ

ではなく、和を守るための手段と思っている。しかし、全ての外国人が建前を使っていな

いとは限らない。外国でも会社で目上の人に対しての断り方、また友達や家族を傷つけな

いように使われている表現が絶対あるが、日本文化にこういった行為に「本音」と「建

前」と名前をつけられているの非常に特殊な文化である。したがって、本音と建前の大切

さが分かるだろう。  

 内の人と遠慮なく話せると言われているが、家族、親友との関係を大事にするためちょ

っとした噓をつく人がいないわけではない。それで、たまに「内」と「外」を問わず建前

を使うことに驚くことはない。どちらとも話す時、建前を使用する理由は違うが、目的は

一緒である。それは日本は集団主義社会で、他人の気持ちを思いやるからである。中根千

絵（1970）によると「日本社会で人間関係は繊細なマナー、言い回し、顔の表情、姿勢の

発達に関連しているに違いない。表現の曖昧さによって、対立を避け、自己防衛し、敵意

を隠すために使われている」ということである。 

 建前に対しての考え方と使い方が分かったうえで、他国の文化にも同じような文化があ

ると確実に言えるだろう。今後の課題としては、英語で日本語と似たような建前の表現や

言葉を分析することである。例えば、「Let’s catch up!」、 あるいは「I have some 

work later」のような表現はどのような意味で使われているか、使用頻度、対象者などに

ついて研究したい。この研究をすることによって、英語と日本語の建前の相違点と共通点

を示すことができ、外国人の建前における混乱が少なくなると思われる。また、「内」と

「外」、上下関係をはっきり区別していない、違う文化での使い方がどう変化するかにつ

いても興味深い。 



- 12 - 
 

 本音と建前をうまく使用するためには、かなりの社会的訓練が必要である。外国人はも

とより、若い頃外国に移動した日本人もこういう人間関係のテクニックに慣れていないだ

ろう。本研究が、外国人にとって日本での人間関係、つまり友達、同僚、知り合いとのコ

ミュニケーションがより円滑に進む一助となればと思う。 

（以上、13627 字） 
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アンケート調査の回答（対象：和歌山大学の日本人学生、166 人） 
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１．はじめに 

 インドと日本。アジアのこの 2 か国は様々な場面で異なるが、文化的と歴史的に豊か

な国である。両国の神秘的な文化に興味を持っているのでインドと日本の迷信について研

究することに決めた。 

 辞書によれば迷信とは、人々に信じられていることのうちで、合理的な根拠を欠いてい

るものである。これらは無関係な出来事の間につながりが存在しているという仮定から生

まれたのではないだろうか。 

私が見た限りではインドの人々は現在も迷信をよく信じている。日本の場合も同じだろう

か。教育や知識のレベルが上がっているのに、予測できないことへの取り組み方に差が出

るのはなぜだろうか。 

 この研究では迷信の背景、起原と迷信に関する両国の考え方を比較する。 

迷信に対する人々の意見はどうなっているのか、両国のある年齢層は同じように考えるの

か、迷信の根拠を科学的な理由で説明できるか、などについて深く探求していきたい。 

このレポートは、先行研究、ニュース記事、ブログを参考にし、調査分析に基づいて書い

たものである。 

両国の迷信に関心がある人には興味深い研究論文になると思う。 

 

２．迷信の起原 

 迷信は人類の初期のころから存在していると思う人が結構いる。大分昔、人間の生活で

自然の役割は最も重要であった。自然は神様だと思われる時代であった。そのころ雷雨や

地震のような自然現象及び病気と食料の予測不能性に備え、神秘的な世界を理解するため

に人間は自分でその神秘的な出来事が生まれた理由を想像した。 

日本神話を含む歴史書―「古事記」と「日本書紀」では、自然の一部、例えば山、風、

火などにそれぞれ神様があり、それらの神様によって行われた事件がよく取り上げられて

いる。その時代の考え方によると神様が怒っているので天災が起こる。要するに、天災を

通じて人間にお仕置きを与えると思われていた。最も古い迷信は、未知への恐怖に対処す

る方法として作られた。 

 これは昔のことで、現在当てはまらないと言う人もいるかもしれない。技術や社会の発

展につれて周りの自然現象の原因はある程度理解できるようになった。しかし、現在でも、

難病など、科学的に解決できない現象への恐れが新たに発生している。 

 「確実性の必要性」：簡単に説明するなら、あることが起きるのに何か具体的な原因があ

るはずだと心理的に考えてしまうのは人間として一般的なことである。自分の周りの環境

を確かめるために何とか答えを探す。したがって、説明不能な現象を理解するためにその

現象の理由や起原をでっち上げる。だから奇妙なことを信じたり、デマに騙されたりする

ときもある。 

 「保証の必要性」：病気で死にそうになる人は医学的な援助があっても周りの神秘的なエ

ネルギーに救ってもらうと思い、迷信に助けを求める。自分が周りの出来事をコントロー

ルできなくても信仰が深かったら自分を守ってくれるという保証を求める。未知の世界の

不安やストレスを解消してくれる役割があるので迷信の重要さは現在も浸透している。 
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迷信が習慣になる場合も少なくない。子供のころから身についている習慣を現在もやり続

ける人がいる。特に権力を持っている人から聞いたことに逆らわないのでこのような話は

次の世代に受け継がれる。 

 のけ者になる恐れで、ほかの人が信じているから自分も信じたら安心と思う人もいる。 

 時代にかかわらず人間の心にいつまでも残ることがある－それは不安と恐怖である。不

安と恐怖から迷信が生まれ、迷信を信じなかったらまた不安と恐怖が新生する。実は、後

を絶たずものである。 

 

３．国による迷信の捉え方 

 3.1 インド 

 インドは様々な宗教と習慣がある国である。あらゆる事柄について異なる見解や意見を

持っている人が大勢いる。迷信も同じ項目に分類される。子供からお年寄りまで、誰でも

迷信について知っているが、生まれた世代によって迷信に対する意見が違う。 

 近年インドでは、迷信といえば無教育に当たる。田舎の人々は「非常に迷信深い」と都

市の人々に言われる。しかし実際には、都市の大勢の人々も無意識的に迷信に従ってしま

う。確かに大変危ない儀式もあるが、迷信は私たちの文化の一部であり、政府によって危

ない儀式を法律的に廃止されても当局にわからないように行われるときもある。多くの場

合、迷信と宗教を区別する境界線は曖昧だが、インド人にとって宗教は非常に重要なもの

なのでこのような法律は激しい反対に直面する。のけ者になりたくない人も結構いる。 

 

 3.2 日本 

 大学教師として来日したアメリカの教育者・宗教家の W.E.グリフィスは、「日本の迷信」

について以下のように述べた。（参考文献 26） 

  「（日本の迷信には）明らかに道徳上、教育上の目的をもったもの、すなわち身なり    

のよさ、なさけ深さの教訓を教えこんだり、家事などの清潔や正確さの習慣をつ

けるためのものがある。天気の予想や、火事などの災難を防ぐために前もって知

らせるようなものもある」 

 インドと同じように、迷信は日本文化の重要な一部である。インドの迷信との顕著な違

いは、日本で言語と同音語に関連する迷信が多い。それ以外の迷信は「すべてのものに命

がある」という日本の昔の考えから生まれたということである（参考文献 14）。インドで

は迷信と宗教は密接に関連しているが、日本ではその違いがインドよりはっきりしている。

かつて宗教的だったお祭りや祝日の意味は現在全く違う意味で捉えてきた。現在も昔の意

味や重要さ、例えば祖先の霊を崇拝することで祝う人がいるかもしれないが、このような

お祭りは家族と一緒に神社に参るなど楽であり、楽しい時間を過ごす日になってきた。 

 

４．インドと日本における共通の迷信 

 ところで、両国で似ている迷信もいくつかある。その迷信、背景と生まれた理由は以下

のようだ： 

i. 夜口笛を吹く 

背景：夜口笛を吹くと蛇や悪魔を引き付けると言われる。盗賊の恐怖があった封建時代に



- 3 - 
 

生まれたそうだ。 

理由：夜口笛吹くことを通じてお互いにコミュニケーションを取っていたので口笛が不快

な人物を呼び寄せるという考えが広まった。 

ii. 夜爪を切る 

背景：夜爪を切ると日本では親の死に目にあえないとインドでは女神に対して失礼だと言

われる。 

理由：昔夜、ライトがなかったため爪切りで傷を負いやすかった。感染した場合適切な治

療がなく、死に至る可能性があった。傷つかないようにこれが生まれたそうだ。 

更に、日本では、「夜爪」の読み方は「よずめ」で、「世詰め」つまり「短い命」の意味で

も取られる。この理由のでも夜に爪を切るのはよくないと言われる。 

iii. 北の方角に枕を置いて眠る：北枕 

背景：「北枕」が死を連想させるため、縁起が悪いとされる。 

理由：亡くなった人の頭を北に向けて置き、霊もその方向に向かって来世へ行くと思われ

ている。磁気の科学的な理由もある。北方向の磁力が鉄を引き寄せ、脳に蓄積されるため、

翌日頭痛がするかもしれない。 

iv. 足を震わせる 

背景：足を震わせると富と幸運がなくなると言われる。 

理由：公共の場所で失礼であり、ほかの人に迷惑をかけると思われていたのでこのような

迷信になったそうだ。 

 以上の情報は検索した後収集したものだが、一般の人はこのような迷信の根拠を説明で

きるだろうか。 

 

５．アンケート調査 

 迷信について一般的な市民はどのように思っているのか、迷信が生まれた理由を知って

いるのか、それとも聞いてきたのでただ従っているのか、迷信は自分の人生や自国に何か

影響を与えているのかを知るためにアンケート調査を行った。これは 2023 年 6 月下旬か

ら 7 月の中旬まで、年齢を問わずインド人と日本人を対象にしたものである。回答者は 12

人のインド人（若者 5／中年層 5／お年寄り 2）と 15 人の日本人（若者 9／中年層 2／お年

寄り４）である。この調査を通して両国の間の共通点・相違点と一般的な考え方を明らか

にしたいと思う。 

 5.1 分析と考察 

 分析の流れは以下の通りである： 

まず質問を述べ、その質問に対するインド人の回答のまとめ、次に日本人の回答のまとめ、

最後に回答のまとめを基づいて自分でした比較、分析と考察を述べているー 

 

＜問 1.＞ 

自国の知っている迷信を述べてほしい。 

こちらでは人々がどれぐらい迷信を知っているかが分かるために質問されたので別に分析

するところがない。回答はレポートの最後にある参考文献に述べている。 
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＜問 2.＞  

次の迷信について聞いたことがあるか。もし聞いたことがあればその迷信の起源を知って

いるか。 

インドの迷信― 

• 出かける前に凝乳を食べる 

• 唐辛子とレモンのお守り 

• お祝いの時奇数のお金を贈る 

• 黒猫が目の前を横切る 

日本の迷信― 

• 夜に洗濯物を干すのは縁起が悪い 

• 雷が鳴ったらへそを隠す（雷様がおへそを取りに来る） 

• 霊柩車の前では親指を隠す 

• お祝いの時偶数のお金を贈る 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

ほとんどの回答者はこの迷信が生まれた理由を知らない。 

日本： 

ほとんどの回答者はこの迷信が生まれた理由を知らない。 

＜分析＞ 

どちらの国でもほとんどの回答者はこの迷信が生まれた理由を知らない。 

しかし、以上の迷信は 3 つの種類に分類できる： 

１．科学的な根拠 

 雷が鳴ったらへそを隠す、出かける前に凝乳を食べる、唐辛子とレモンをかける、この

3 つの迷信の背景にはそれぞれ科学的な根拠（理由）がありそうだ。 

雷が鳴ったらへそを隠す：雨が降ったら気温が下がるので、お腹を冷やさないように衣服

を着用すること 

出かける前に凝乳を食べる：出かける前にエネルギーを蓄えるためにタンパク質の摂取 

唐辛子とレモンをかける：唐辛子とレモンの香りは虫を家に入ることを防ぐ。 

２．論理的な推論 

お祝いの時奇数のお金を贈る、夜に洗濯物を干す、この２つの迷信の背景には何とか根拠

がある。 

お祝いの時奇数のお金を贈る：「別れ」につながらないように 

夜に洗濯物を干す：夜選択したら湿気てしまい、虫や虫の卵は衣服と一緒に収納してしま

う。 

３．俗信 

霊柩車の前では親指を隠す、黒猫が目の前を横切る 

根拠なし、世代から世代へ伝われたものだ。 

 

＜問３.＞  

このような迷信を初めて聞いたのはいつ頃か。誰から聞いたか。 
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＜回答のまとめ＞ 

インド： 

すべての対象者は子供のころ初めて聞いたと回答したが、1 人以外のみんなは家族から聞

いたそうだ。 

日本： 

子供のころ家族から聞いたそうだ。 

＜分析＞ 

国を問わず、子供の頃家族からという回答が同じだった 

 

＜問４.＞  

迷信を信じているか。 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

「ある程度」の答えが 1 位だった。年齢別に分けると、若者のほとんどは「ある程度」

で、中年層のほとんどは「いいえ」と答えた。お年寄りの場合、女性の回答者は「はい」

と答え、男性の回答者は「いいえ」と答えた。 

日本： 

調査によれば「ある程度」という回答が多いが、年齢によっては、「いいえ」と「ある程

度」はちょうど半分に分かれている。 

＜分析＞ 

全体的にみると、インドと日本では「ある程度」のほうが 3 つの選択肢の中で 1 位だっ

た。しかし、2 位の「いいえ」との差はほとんどない。インドで６人は「ある程度」と答え

た、5 人は「いいえ」と答えた。同じように日本で８人は「ある程度」と答えた、７人は

「いいえ」と答えた。つまり、「ある程度」と「いいえ」の差があまりない。日本のお年寄

りの場合、性別による答えの違いはないが、調査ではインドで女性のほうが男性より迷信

を信じるという傾向がみられる。  

   

＜問５.＞ 

迷信を信じているのは／信じていないのはどうしてか。できるだけ具体的に書いてほしい。 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

 幼い頃から年上の人に教えられてきたので今も頭に残っている。頭に残っているからこ

そもしうっかりある迷信を無視にしたら何か事件が起きたら、迷信に従わなかったためそ

のような悪い結果が出たと無意識的に浮かんでくる。起きた結果がそれほど大したことで

はないのに迷信に従わなかったという有罪が心の中にあるからその大したことではないも

のも大ごとにしてしまう。迷信を信じないと何か悪いことが起こるはずだという考えが現

在もほとんどの人の心に刻まれているため伝統的な習慣に従う。これらは心で恐怖を引き

起こす。さらに、迷信が生まれた原因を知らず、私たちを守ってくれることだと思うので

それを信じるしかないという安全な道をとる。その上不安も和らぐ。 

 年上の人が言ったから迷信に従わないといけないと家族にさせられるから 10 年代の回
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答者は今もある程度迷信に従うということだ。  

 「いいえ」と答えた回答者によれば論理的な推論がある迷信もある。このような迷信に

従うが、その行動を迷信として取らず、ほかの背後があるからそうする。例えば、夜爪を

切るのはダメだと言われる背景にはその時視力が悪いという理由があるからだ。論理的な

根拠があるためこの迷信を信じる、女神に対して失礼や親の死に目に会えない恐れがある

からではない。または「いいえ」と答えた回答者は迷信を信じなくても悪い事件を経験し

なかった。しかし、‘ラッキーなもの’のトレンドに従うと答えた回答者もいる。 

日本： 

 「いいえ」と答えた回答者のほとんどは根拠がないから信じていない。または、ある迷

信が生まれた理由を知っている回答者がこのような話を古い伝説として考えるよりも論理

的に認識する。彼らはこのような話を聞いただけで、必ずしもそれを信じようとはしない。

信じなかったら何か悪いことが起こるとは思わないが幸運をもたらす良い迷信に関する出

来事が実現してくれたら気持ちがよくなると答えた。 

 「ある程度」と答えた回答者は、信じないで悪いことが起きたときに後悔したり、不安

になったりするからある程度信じると答えた。このような物語が誰かの悪い経験を基にし

て、将来そのような状況を避けるために作られたかもしれないのでこれらに何らかの真実

があるとも言える。 

 お年寄りの回答では、周囲の人に迷惑をかけること、例えば足を震わせること、は他人

に失礼だから迷信の名前で知られても従うと述べた。続けて、自分に関係があることだっ

たら信じる、なったら気にしないという答えももらった。 

＜分析＞ 

 インドと日本の回答を比較した後いくつかの共通点に気づいた。ある規則を破ったら必

ず何か悪いことが起こるという物語は子供の頃から印象に残っているので自分をその悪い

事件から守るため「ある程度」信じているというポイントは強調されている。迷信を無視

した後の有罪、後悔、不安などの心理的なプレッシャーは結果に影響を与える可能性もあ

るが、悪い事件が起きるとこの心理的な影響を疑わず、自分がその規則を破ったからや周

りの現象のせいだと思ってしまう。安心のため今まで教えられたことに、そのまま従って

いくことになる。 

 迷信は自分自身の能力や才能に対する信念が深くする長所がある。ある調査（参考文献

31）によると、お守りを渡された参加者は、より高い目標を設定し、それを達成するため

の自分の能力に自信が持てるようになったということだ。 

 「いいえ」の回答では相違点がみられる。インド人によると根拠や論理的な推論がある

迷信もあるから、‘迷信’ということを信じなくても根拠がある迷信に含まれる指示に従う。

一方日本人によると迷信に根拠がないから信じていないそうだ。根拠を知っている方もそ

の迷信に意識的に従うわけではない。 

 

＜問 6.＞  

なぜ迷信が生まれると思う 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 
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 論理的な推論から生じた迷信もあるに違いない。昔、特定のことをした後何か悪い経験

を受けた人がいたからそのような悪いことがまた起こらないように物語を作り、それを言

い伝えたかもしれない。中年層からの回答が面白かった、いくつかの迷信はナルシシスト

によって自分たちの利益を目的として作られたということである。誰も自分が言ったこと

を越えないように人々を怖がらせる。あらゆる迷信は好ましい結果をもたらすために作ら

れたものだと私たちに思わせるが、それは真実ではない。 

日本： 

 人に危機感や悪いことをしないように教えるためだと思う回答者がいる。 本当に体験

した人がいて、言葉で伝えられるうちに変化してしまった可能性もある。または、 子供の

躾のためや人間の精神を操るため、要するに人間の人生はよくなるために作ったと思う回

答者もいる。 

 回答者のお年寄りの一人は、「迷信は古事記にも書かれており、災いや不可解な出来事へ

の恐れから、人の心を落ち着かせるために作られた」と話してくれた。 

「迷信を作る事で得する人がおり、非科学的な事でも信じていれば報われると考えている

節があるから」という面白い答えが 10 年代の回答者からもらった。 

＜分析＞ 

 昔の人々や祖先の経験から生じた可能性が高い。次世代の人や自分の子孫は悪い事件に

遭わないように物語として作られたと思う方はどちらの国でもいる。しかし、言い伝える

途中で勝手に自分の得のため変化したこともあったかもしれない。そのため、すべての迷

信は人間にやさしいというわけではない。 

すなわち、合理的な迷信もあるし、非科学的な迷信もある。 

 時折、迷信はただの偶然から生まれる。例えば、‘ラッキーなもの’、自分がそのものを

持っている時に良いことが起こるのはただの偶然であるに過ぎない。この場合、成功や失

敗に向ける無意識的な考え方の傾向と単なる信念は結果に影響を与える可能性が高い。 

 

＜問 7.＞   

＜問 1.＞で述べた迷信はどうして／なんで生まれたのかを知っているか（知らないなら推

測できるか） 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

知っている回答者は 2-3 人しかいない。残りはその迷信が生まれた理由を知らないが、

特定の状況を避けるためかもしれないと推測できる。 

日本： 

ほとんどの若者は原因知らない。しかし、40 年代以上の人々は知っている迷信の根拠が

述べ、なるべく推測もしてくれた。例えば、夜口笛を吹くと、昔泥棒の合図だったからな

どの推測を述べた。 

分析： 

ほとんどの回答者、特に若者は迷信を生まれた理由をはっきり知らない。彼らは聞いた

ことだけで、その背景を求めなかったということである。中年層とお年寄りは自分で述べ

た迷信の生まれた理由をある程度推測した。 
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＜問 8.＞  

何か科学的な根拠があると思うか。 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

迷信に科学的な根拠がおそらくあると思う回答者が多い。 

日本： 

迷信に科学的な根拠がないと思う回答者が多い。 

＜分析＞ 

根拠がある迷信もあるが、その中ですべてが科学的な根拠だとは言えない。両国の意見

が反対だということがみられる。 

 

＜問 9.＞ 

迷信はあなたの人生／生活に何か影響を与えたか。 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

迷信は自分自身の人生であまり影響を与えていないと思っている回答者が多い。 

日本： 

迷信の影響を受けていない人も結構いるが、悪い結果が出る迷信の行動は避けるように

しているや、大事な場面では迷信に背くと不安になると答えた回答者もいる。お年寄りの

場合、特に何かお祝いの時の迷信に従い、一般的にそれほど気にしないが家族に伝えてお

く。 

（祖母との思い出くらいと答えて面白いと思った） 

＜分析＞ 

 （この回答者の中で）日常生活で意識的に従う人が少ない。それにしても、何かお祝い

や大事なときでの迷信を信じるということが分かった。みんなで楽しい時間を過ごすとき

や自分が何か大事なことをするとき迷信を無視すると 100%何か悪いことが起こるとは言

えないが、細かい確率も避けようとする回答者が多い。行事の時の迷信は風習にもなって

きたからだ。例えば、インドのお年寄りの場合、男性は信じていないのに子供のころから

聞いていたので習慣として従うということである。 

 

＜問 10.＞ 

迷信からあなたの国の人々の考え方に何か影響を与えているかと思うか。 

＜回答のまとめ＞ 

問 10 の質問に対しては、次のような回答があった。 

インド： 

 インドの文化の一部だ。昔の人々は、それに対して不健全な執着を抱いていた。現在盲

目的に従う人の人数が減ったと言っても依然として社会に存在しているらしい。しかし良

いことは、人々が迷信やそれに関する習慣の根拠に疑問を抱き始めている。迷信の有無を

問わずインドが発展していると思われる人が多い。ただ信じる人口のほとんどは都市より
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田舎のほうに住んでいる。田舎では自分の思い通りにならなかったら周囲の現象や出来事

を責めるのは一般的の考え方だ。 

日本： 

 日常では気にすることは少ないので、影響はさほど与えていないと思われている。旧世

代では子供のころ家族から聞いたので幼い時信じる人が多くいたが、それは記憶に残って

いるだけでそんなに影響がないと回答した。それなのに自分がラッキーで生きたいと思う

方がおり、信じていない方もある迷信のおかげでいい出来事をひきつけられた喜ぶという

ことが分かった。 

＜分析＞ 

 先行研究（参考文献 28）によれば、迷信が虚偽であることをばれない限り、迷信は存続

できそう。または、心理学者によると、迷信的な習慣に従う人は、不幸や不確実性に対処

し、複雑な世界を理解するためにそうするということだ。 

ところでこの調査によると、どちらの国でも根拠がなく、でたらめな迷信を信じる人が少

なくなってきたと思われる。ただ、子供のころから聞いてきたので迷信の行動は習慣にな

り、その迷信の通りにするときもあるということが分かった。 

 

＜問 11.＞  

将来人々は迷信を信じると思うか。 

＜回答のまとめ＞ 

インド： 

 迷信を言い伝えるのは続くはずだが、将来の世代がそれを信じるかどうかは確かに人に

よって異なる。回答者のほとんどの方は「信じない」と思う。どうしてかというと、教育

の進歩につれて迷信をそのまま信じずに根拠を求めながら疑問する人数が増えると思うか

らだ。しかし、迷信を信じることが全てなくなるには数十年もかかる。次世代の興味のあ

る分野によって違う。たとえば、迷信の分野に興味があれば迷信の中の悪習慣を破壊する

のに自分なりに戦う。その反面、迷信は自分の人生と関係なく、重要ではないことだと思

う人なら周囲に迷信が存在しても気にしない。 

日本： 

 そんなに簡単になくなるとは思わないから特に子供のころ信じるが、大人になるにつれ

て信じることはなくなると思われる。人に流されやすい人、自信のない人、弱い人は誰か

に頼りたくなるので心の落ち着きなどで頼って信じる人は将来にもいるわけだと思われる。 

＜分析＞ 

 どちらの国でも迷信の文化がなくなるとは思わない。必ず語り伝える。しかし、それを

信じるかどうかは人による。悪習慣に挑戦する人もいるかもしれないので次世代はすべて

の迷信を盲目的に信じずに、由来を疑問する。ある人の好奇心によっても違うし、人の脆

弱性によっても違う。近年、‘迷信’という言葉に悪いイメージがついている。だからある

人が育った環境や個人の考え方によって迷信を信じるかどうかが決まれる。 

 

＜全ての考察＞ 

 迷信は、制御不能又は説明不能な要素と信念に対する不合理的な傾向から生じると言え
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るだろう。ほとんどの回答者は迷信をどうして生まれたか、その迷信の役割は何などが知

らず、聞いたまま従ってしまう。このような要素と信念は、自分の周りを理解しながら制

御する感覚を人たちに与えてくれる。困るとき頼れる方向であり、ある程度安心感がある。

しかし、頼りすぎると偏執症患者になる恐れがある。勝手に作られた習慣は迷信の名前で

普及させられ、心の弱い人々は騙されやすいからこのような悪習慣の対象者になる。 

 迷信にいいことや悪いことがあってもこれらは私たちの文化の欠かせないものになって

いる。信じていないのに人生でいつか無意識的に迷信の通りにしてしまったことがあるわ

けだ。昔、命を守るために作られた迷信は、文明が発展してきた現在では信じる意味がな

いが、幼いころから心に刻まれたから簡単に忘れない。 

 科学の発展があってもこの世界の不思議な出来事に答えられない場合がある。医史学者

である酒井・シヅはどんなに医学が進歩しても、病気に対する「恐れ」と「祈り」の方程

式は、変らないのだと述べている。現在も私たちが制御できない場合神様に祈るしかない

と思う時がある。 

 回答者によれば迷信が存在しても国の発展が進んでいる。 

 

６．おわりに 

 本研究で述べた通り、インドでは迷信と宗教の結びつきが深いため、社会で迷信の重要

さが優先されているというイメージがあった。日本人はそこまで宗教的ではないので、迷

信を信じる人も少ないだろうと思っていた。しかし、この研究をとおして、迷信にもさま

ざまな種類があり、習慣になっているものもあることがわかった。したがって、ある程度

迷信を信じている日本人の数は私が思っていたよりも少し多かった。 

 アンケートの回答者を基にし、「ある程度」信じる方が最も多かった。両国のある年齢層

の考え方もほぼ同じだが、お年寄りの場合インド人は日本人より迷信を信じる傾向があり

そう。これからわかるのは社会としてどれだけ進歩しても、迷信は私たちの文化から切り

離すことができないものであるということだ。それは、幼い頃に植え付けられた習慣を忘

れるのは難しいからだ。また、周りの出来事はうまくいかないことやひどい目にあうこと

への恐怖が、無意識に迷信を無視しないようにさせられる。 

科学的な根拠がある迷信もあるし、論理的な推論がある迷信もあるが、意味のないものも

ある。もちろん、迷信の名を借りた悪い儀式は存在しているが、その習慣とそれを支持す

る人々は減少している。 

 迷信は、不動の信仰があればいいエネルギーが導いてくれるという安心感を与えると同

時に信じすぎると偏執的にさせる可能性もある。 

多くの迷信は伝統的と文化的な価値観があるため時間の試練に耐え、次世代に受け継がれ

ると思われる。しかし、せっせと従うだろうか。それは時間だけ答えられる。 

迷信には良い迷信と悪い迷信がある。自分の文化的なルーツや信念に固執するのは確かに

良いことだが、愚かな迷信に盲目的に従うのは危険につながる。そこで自国の歴史や文化

を伝える迷信を大切にするとともにその迷信の背景を理解して評価する必要がある。 

（以上、10464 字） 
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インド（若者 5／中年層 5／お年寄り 2）    日本（若者 9／中年層 2／お年寄り４） 

若者 14 人            中年層 7 人          お年寄り 6 人 

 

 

日本人： 

自国の知っている迷信を述べてください  

夜に口笛を吹くと蛇が来る。  

食べたあとすぐ寝ると牛になる。  

食べすぎるとお腹が破裂する。  

夜に口笛をふいたらヘビがくる  

夜に口笛を吹くと蛇か鬼が出る。  

布団から足を出して寝ると幽霊に足を引っ張られる  

枕を北にして寝ない  

朝に見る蜘蛛は縁起がいい  

・夜に爪を切ったら魔女に連れ攫われる  

・雷が鳴っている時にヘソを出していたら雷様にヘソを取られる  

猫が寝転んだ  

夜に蜘蛛は殺してはいけない  

夜に笛を吹いたら蛇が出る  

1 朝蜘蛛(あさぐも)は縁起が良いが、夜蜘蛛 (よるぐも)は縁起が悪い。  

2 一羽烏(いちわからす)は縁起が悪い。(一羽のカラスを見たら良くないことがおこる )  

3 夜、爪を切ると親の死に目に会えなくなる。  

4 夜に口笛を吹いたら、泥棒が入る。など  

四つ葉のクローバーを、見つけたら幸せになれる  

お酢を飲むと体が柔らかくなる  

夜に新しい靴をおろさない  

3 月 3 日のひな祭りに出すひな人形を片付けるのが遅くなると、お嫁に行くのが遅くなる  

黒猫が目の前を通ると悪いことがおこる  

夜に口笛を吹くと泥棒が入る  

嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる  

しゃっくりを 100 回すると死ぬ  

茶柱が立つといいことがある  

夜に爪を切ると親の死に目に会えない  

食べてすぐ横になると牛になる  

誰かがうわさをしているとくしゃみをする  

など  

食後横になる牛になる  

 



- 15 - 
 

夜爪をきると親がなくなるときそばにいることができない  

新しい靴を買うときそれを必ず朝からはかないとダメ、夕方からはくのはダメ  

茶柱、お茶の葉っぱの茎（くき）の部分を断つのはラッキー  

料理作るとき５つの材料はラッキー  

前日作ったお茶は当日飲むのはダメ  

夜爪をきらない  

夜間の口を北向けにするとよくない  

願い時は枕を北向けにする  

食後横になると牛になる  

 

以下の迷信について聞いたことがありますか  

 

１．夜に洗濯物を干すのは縁起が悪い  

２．雷が鳴ったらへそを隠す（雷様がおへそを取りに来る）  

３．霊柩車の前では親指を隠す  

４．お祝いの時奇数のお金を贈る  

 

これがどうして生まれたか知っていますか  

きいたことがあるが、理由は知らない。  

2、3 は、聞いたことがある。どうして生まれたかは知らない。  

2 は聞いたことがあります。どうして生まれたかは知りません。  

知っています  

2 は聞いたことがあるけれど、理由はわからない。  

2.3.4 知ってる！  

4 は偶数じゃなくて奇数だと思ってた       
生まれた理由を知ってるのは 4 番だけで、奇数は割り切れないから 2 人がずっと一緒って理

由だった気がする       

しらない  

知らない  

知らない  

2 は、雷が鳴る時には気温が下がるので、お腹を冷やさないように衣服を着用するための戒

めだと思います。  

4 に関しては、聞いたことがありませんが、結婚式の時には、偶数のご祝儀は「別れ」につ

ながるということで、必ず奇数のお札を包みます。  

知らない  

１しらない→理由も知らない  

２知っている→理由も知らない  
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３知っている→理由も知らない  

４しらない→理由も知らない  

２番目は子供がちゃんとパンツはかなかったらお腹が冷えるから、3 番目聞いたことがある

が考えたことがない  

１，２、４  

１，２，４  

最近勝手な意味で使っている場合もある  

 

このような迷信を初めて聞いたのはいつ頃ですか？  

誰から聞きましたか？  

小さい時に親から。  

4、5 歳の頃、母から聞いた。  

幼稚園の時。本で見たか、大人の方から聞いた  

3 歳の時親から  

5,6 歳のころ親か、祖父母から聞いた  

小学生かな〜！おばあちゃんとかお母さんとか  

子供のころ  

幼稚園ぐらいのとき、親から聞いた  

小学生の頃親から  

たぶん、幼稚園か小学生のころだと思います。おもに明治時代に生まれた祖母から聞きまし

た。  

小学生四年生くらい  親から  

迷信を聞いたのは、ほとんどが親から。もしくは友達、テレビなどから。幼児期~小学生く

らいの時期  

子供の時、家族から  

子供のころ、家族から  

子供のころ、家族から  

迷信を信じていますか 

いいえ 

ある程度 

ある程度 

いいえ 

ある程度 

ある程度 
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いいえ 

ある程度 

いいえ 

いいえ 

ある程度 

いいえ 

いいえ 

ある程度 

ある程度 

 

それはどうしてですか  

できるだけ具体的に書いてください  

非科学的で根拠がないから。  

迷信が本当かもしれないと思うから。  

なんとなく迷信で悪いことは避けるようにしています。少し怖いからです。  

迷信ができた経緯を知っているため、例えば雷がなっている時にへそを出すと取られると言

うのは雨の日は冷えるのでお腹を冷まさないようにその迷信ができた。  

信じないで悪いことが起きたときに後悔したり、不安になったりするから。  

迷信が生まれたって事は誰かはその体験をしていると考えるから。  

信じる根拠がないから  

なぜかはわからないが、小さい頃に言われ続けてきたことなので、疑うこともなく信じてい

た。  

根拠のないものだから  

昔からの言い伝えですので、すべては否定しませんが、今まで生きてきた中で、それほど、

迷信を信じるような場面が無かったからだと思います。  

縁起が良い事は信じている  

迷信をそのまま信じるということはない。でも、夜に爪を切ると親の死に目に会えないなど

は、夜に爪を切ると暗くて失敗すると危ないからなのかな、など理由を考えると、納得でき

るものもある。しかし今の時代には合わないので、気にしていない。ただ、茶柱が立つとな

んとなくいい気持になったりする。  

あまり聞いてことがない。面白いと思って聞くだけ  

自分もこれ本当かどうかわからない、証明ないけど言い伝えられているから子供にも言う  

人にも迷惑をかけことだったら、迷信といっても、失礼だから従う。  

自分に関係があることだったら信じる、かなったらない  
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なぜ迷信が生まれると思いますか  

非科学的な事でも信じていれば報われると考えている節があるからだと思います。  

イタズラから生まれると思う。  

危険ややってほしくないことを迷信で伝えるためだと思います  

子供の躾のため  

人に危機感や悪いことをしないように教えるためであると思う。  

迷信を作る事で得する人がいる  

ほんとに体験した人がいて、言葉で伝えられるうちに変化していった  

神頼みやから昔の人が  

昔に迷信にあるような行動をすると、災いや不可解なことが起きていたから？  

人間の精神を操るため  

こどもたちのしつけのためと、社会的な戒めのためではないでしょうか？  

人は誰かにすがりたい気持ちや、  

前向きになりたいから  

生活への戒めや注意を分かりやすく伝えているのかと思う  

根拠のある迷信と根拠のないものがある。根拠のものは理由があるから生まれた、それ以外

わからない  

「古事記」のころからあるかな。。。  

西洋の影響もうけた  

昔の悪い事件をまた起こらないように  

 

さっき述べた迷信（Q.1 の）はどうして／なんで生まれたのか知っていますか  

（知らないなら推測できますか？）  

知らないです。推測も出来ないです。  

わからない。推測もできない。  

知らないです。夜に口笛を吹くと、ご近所さんの迷惑になるから。それを防ぐためだと思

う。  

知っています  

子どもへの教訓や悪いことをさせないためだと考える  

1.夜に服が揺れているのは霊を呼び寄せるとか (推測) 

2.お腹だしてると風邪をひくから！ (推測)  

3.親指を隠すと自然と指が揃うから？敬意を表す必要性を伝えるため？ (推測) 

わかりません  

知らない  

知らない。適当に言ってできた言葉だと思う。  
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回答済みです。  

知らない  

3 月 3 日のひな祭りに出すひな人形を片付けるのが遅くなると、お嫁に行くのが遅くなる  

→不明、推測不可  

黒猫が目の前を通ると悪いことがおこる  

→不明、推測不可  

夜に口笛を吹くと泥棒が入る  

→昔泥棒の合図だったとか？  

嘘をつくと閻魔様に舌を抜かれる  

→嘘をつくのは悪いことと伝えるため？  

しゃっくりを 100 回すると死ぬ  

→不明、推測不可  

茶柱が立つといいことがある  

→不明、推測不可  

夜に爪を切ると親の死に目に会えない  

→前述のとおり  

食べてすぐ横になると牛になる  

→食べてすぐ横になると消化に悪く、しないようにさせるため？  

誰かがうわさをしているとくしゃみをする  

→噂話は相手に伝わるものだから、しないように戒めるため？？  

知らない  

お葬式の時新しい靴を夕方からはく  

前は冷蔵庫がなかったからお茶くさりやすいから体に悪い  

食べた後すぐ横になるのは体に悪いから  

 

何か科学的な根拠があると思いますか  

ないと思います。  

科学的な根拠はないと思う。  

思わないです。  

あると思います  

ないと思う。  

ないと思う！  

ない  

ないと思う  

思わない。  

科学的な根拠はないと思います。  
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分からない  

あるものもあるかもしれないし、ないものもある  

あるとないものがある  

あるものもある、ないものもある  

あるものもある、ないものもある  

 

迷信はあなたの人生／生活に何か影響を与えましたか  

いいえ  

影響を受けたと感じてはいない。  

悪い迷信の行動は避けるようにしています。  

与えてません  

大事な場面では迷信に背くと不安になる。  

与えてない！笑  

与えていない  

与えてはいない  

与えていない。  

祖母との思い出くらいです。  

気分的に良い迷信は信じる 悪い事迷信は信じない  

小さい頃は結構気にしていたと思う。今も茶柱のように、ほっこりさせられるものなどはあ

る。  

いいえ  

信じている迷信があるから従う。または自分の家族にも言うし、孫たちにそうしてもらう  

毎日するわけではないけど特に何か行事がある日もちろんする  

お祝いの時のもちろんする。  

あまりないけど子供に伝える  

 

迷信からあなたの国の人々の考え方に何か影響を与えているかと思いますか  

いいえ  

影響を与えていると思う。  

与えていると思う。考え方や行動に変化をもたらしていると思う。  

思います  

日常では気にすることは少ないので、影響はあまり与えていないと思う  

あると思う！  

人によってはある  
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思わない  

思う。  

半私も含めて半世紀以上前の子供たちはそれなりに、迷信を信じていたかもしれませんが、

現在では、あまり影響がないように思います。  

私も親から小さい頃に聞かされ、耳の片隅の記憶に残っているので、ある程度ら影響されて

いると思う。  

何かしらあると思う。たくさんの迷信を知り、比較してみたら、分かることも多いと思う。

ネガティブなものが多いとか、罰を与えるものが多い、とか  

ある程度信じている人がいると思う。自分がラッキーで生きたいって思う人がいる。  

自分の人生に影響を与えるかどうかをかかわらずする人がいる。  

信じてない人もある迷信のおかげでいい出来事をひきつけられた喜ぶ  

 

将来人々は迷信を信じると思いますか  

しんじることもあるとおもいます。  

信じると思う。  

信じると思います。  

思います  

信じると思う。  

信じると思うよ〜！科学的 (物理的に)証明できる事もあるけどそれは科学的視点で捉えたな

らってだけで、別の学問視点から考えたら迷信って存在するものだと思うから、将来的にも

残ると思う！  

信じない  

子供の頃は信じてしまうと思う。成長するにつれて、迷信を忘れ、信じなくなっていくと思

う。  

思う。  

よほど、何か大きな現象がない限り、信じないと思います。  

自分の気持ち次第だと思うから、自分の心の余裕がある人自分を持っている芯のある人、  

自信のある人は、信じなさそうだが、  

人に流されやすい人、自信のない人、弱い人は誰かに頼りたくなるので心の落ち着きなどで

頼って信じる人もいると思う。  

信じて行動まで移す人は少ないかもしれないが、ある程度は影響を与えると思う。  

そんなに簡単になくなるとは思わないけど生活が変わったから、例えば、親子が一緒に過ご

す時間が少なくなっているからこのようなことを伝えられない状況がある。それで少なくな

るけど全部で亡くならない  

多分  
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ないとおもう。 IT じだいだから  

けどつらいとき、助けてほしいとき迷信に信じる  

 

 

インド人： 

 

Write about the superstit ions that you've heard of  

Do not cut nails after sunset.  

Black cat crossing our path  

Call ing out to people who is going out from behind  

People sneezing when we are saying something important  

Applying Black kaajal behind the ears to ward off evi l eye  

Wearing charms/anklets to ward off evi l  

1) When a black cat crosses our path, then our tasks gets postponed or something 

bad happens that day.  

2) cutting nails at night is not considered holy  

1. Starting with your left leg first - good omen 

2. Cat crossing your way - something inauspicious may happen 

3. Fast movements of eyelids - something inauspicious may happen  

4. Speaking crow at your window - possible visitors  

5. Cutt ing nails at night - inauspicious  

Cat's crossing your path is inauspicious  

Dogs howling is messenger of death.  

Bed bugs in one's household is inauspicious and brings financial distress and death  

Tying a black thread to your wrist can protect you from evil and bad energies  

If a crow cries near your house, a guest might come  

Stamping on green chi l l i  and lemon brings bad energy/luck 

when a crow is crying, a guest wi ll come from the direction of the tai l of the crow  

if a cat rubs its face 

mentioned about the lucky dress/place thing  

if black cat crosses in front of you, things might not go as planned  

has my own superstit ions, ' lucky' something...  

broken idols and glasses should be thrown away as soon as possible  

kali bil l i ,  you are being remembered by someone if  you have non stop h iccups, 

cutting or sewing at night  

Do not sweep after sunset  

Do not go near peepal tree at night  
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Black cat crossing in front of you  

Do not cut nails at night  

 

Have you heard of the following superstit ions?  

1. If  a black cat crosses your path, then your tasks get delayed or postponed.  

2. Adding one rupee to a gift sum is auspicious.  

3. Lemon and Chil ies to ward off evi l  

4. Eat curd before heading out  

 

Do you know the reason why these superstit ions were born? (Or can you guess why 

these were made)  

No idea  

Following Age old tradit ions  

I feel these superstit ions were made after someone exper ienced something good or 

bad after the occurrence of the above event. Therefore it became a myth that black 

cat crossing our path is not good, lemon and chil l ies are to ward off  evil, etc.  

1. No guesses 

2. No guesses 

3. May be true because of their strong scent  

4. It 's an easy food to have, saves time and there's something in the stomach than 

empty 

No 

No  

NO idea but these are r ituals and hence are followed  

no idea, since our ancestors followed it, we too are following it  

have heard but no idea why they were born  

have only heard about them 

4 is because its a sugar intake, it ' l l  g ive you strength  

no idea 

Have heard about al l of  them but no idea about their origin  

 

When did you first hear about these superstit ions?  

From who? 

Childhood, from family  

When I was small from my parents 
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We hear these supersti t ions as we grow because these superstit ions are very 

common and people speak about them on dai ly basis. May be I heard some of them 

through my family members and some from fr iends and neighborhood  

Parents, social c ircles  

As a chi ld from People around me in general  

Mostly from family and fr iends  

5-6 years, from my mother  

when I  was a child from my family  

during chi ldhood from parents  

childhood from outside, not from my parents  

childhood from family  

From family during chi ldhood  

 

Do you personally bel ieve in superstit ions  

Upto some extend 

Upto some extend 

Upto some extend 

No 

Upto some extend 

Upto some extend 

Upto some extend 

Yes 

No 

No 

No 

No 

 

Why do you bel ieve/not bel ieve in them? Please answer in detail as much as possible  

Honestly according to me all these superstit ions were  taught us since we were born 

we were not cross if a black cat cross something bad might and even if i ts not going 

our mind thinks that something bad will happen and even smallest thing which we 

wouldn’t have reacted to feels l ike a bad situat ion because t he black cat cross and 

we blame that on it. So yeah I don’t bel ieve i  guess but sometimes it  automatical ly 

happens. 
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Superstit ions have two main causes cultural tradit ion and individual experiences. If  

we grow up steeped in the superstit ions of a particular culture or rel igion, we may 

carry these bel iefs forward, even subconsciously  

I don't ful ly believe in them but I 'm caut ious related to these superst it ions. Even if my 

way is crossed by a black cat I wont cry over it  but just chant a small pray for self 

satisfaction that nothing will go wrong.  

Some have logical reasoning for e.g. avoid cutting nails and hair at night. The reason 

could be, in olden days where you didn't have electr icity and if you cut your nails or 

hair there is a possibi l i ty that i t may get into your food or you may stamp on the nai ls 

which may hurt you.  

Have actually got messages of people passing away on hearing of howling of dogs..  

If there is something like a good energy then there must be a bad aspect to it too so 

there might be bad energies which may affect you in some or the way way. Some 

coincidence may lead to the beginning of such superstit ions.  

I fol low them because my mom says so, I personally can choose not to follow them or 

bel ieve in them but since I 'm told by my mother, I have no choice but to follow them.  

But if i ts something that I 've seen and experienced, I wil l bel ieve in only those (a bit)  

because I was said to follow so by my parents, and I too will continue to pass it  on  

I used to believe but not now. I don't bel ieve in them because I 've experimented and 

experienced i t myself . situat ions made me experiment  

Can't question r ituals though 

I bel ieve only in those made by me and those which have a reasoning. not the others 

coz they are i l logical  

have not exper ienced anything bad from these, but fol low since it  is said by my 

parents 

I fol low them only because I 've been following them since childhood but I personally 

don't bel ieve that something bad might happen if I break them  

 

Why do you think superstit ions ar ise? Why do you think they are made up?  

I guess there must some science but I don’t know properly  

One of the reasons for the existence of superstit ious beliefs is that, they help relieve 

anxiety.  

People believe on what they hear and obviously if it  those superstit ions are harmful 

people wil l be more cautious. Therefore these superstit ions are very common among 

people and also are fol lowed very str ictly by some.  

They exists by and large for avoidance. Some have logical reasoning while some 

have unexplained ones.  
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It 's because of experiences that people have gone through.  

Sometimes to induce fear into the mind of people  

People don' t l ike to get to know the root cause of things and tend to avoid suc h bad 

energies and be on safer side people believe that these superstit ions might protect 

them  

no idea, I was only told about them 

might have spread like rumours  

from spreading around 

some are made with good intentions but are given the name of superstit ions 

they make us think that every superstit ion is made for favourable results but that ’s 

not true  

maybe someone might have exper ienced them and they might have told others, its 

passed down generations 

they've heard it,  faced it and hence cont in ue to believe in it and then they might have 

become legends 

they are crated by narcissistic for their prof it and so that nobody crosses them  

made for personal gains 

people bel ieve in them because we don ’t know the reason behind them 

They are stories told by our elders which might have some essence to it  

 

Do you know how/why the previously ( in Q.1) mentioned superstit ions were born  

Again no idea 

No idea..  Maybe someone or  other must have been affected by it  

May be someone experienced it.   

As given above, for the sake of avoidance  

No 

No 

no 

not really  

the ' lucky' thing was born from experience but its al l power of mind  

other things, people fol low them bl indly because theres no other opt ion  

no idea, al l chi ldhood stories  

the nai ls one is because of poor vision at night during olden t imes  

In olden days there was no l ight at night so i t was dangerous to cut nails during that 

t ime. 

The others, no idea 
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Do you think that there is some scientif ic support to back up such superstit ions?  

I guess yes there are i  have read few don ’t remember them exact ly.  

According to me science and superstit ions are poles apart.   

There should be some scientif ic reason. But I 'm unaware about it .  

Some have and some that cannot be explained. Say for e.g. Black dot on babys  face 

is bel ieved to ward off against evi l. Black is known to absorb and so it may be 

possible that evi l intent ions are absorbed by the black dot keeping babies away from 

evil!  

Perhaps yes in some cases not sure  

Maybe  

mostly no 

there are some which have 

maybe, most of them are from energy  

some do have 

there might be some energy and vibrat ional change but dont know if its true or not, 

only heard about them 

There might be some 

 

How has superstit ions affected your l ife? Does it have any influence on your dai ly 

l ife? 

To a certain extend yes sometimes if I forget my bracelet and something happens I 

blame that on the bracelet that I didn’t wore thats why this is happened. Which 

doesn’t makes sense  

Not really..only when I  consciously want it  to.  

I have never experienced anything good or bad because of any such superstit ions. 

Also it does not any inf luence on my daily l ife.   

No 

Not really  

Not really  

sometimes. i f I experience them 

but wil l not pass it down to my coming generation 

since I believe in them, I fol low not to break any rules  

I have also experienced some of them 
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ex. whist l ing and cutt ing nails at night, although I don't bel ieve in them, i t ' l l  be a 

headache if something bad happens, so just do what our elders told us to follow, but 

I 'm ready to exper iment to prove it wrong(if somebody is with me)  

but i f its a destruction to others, I wi l l not do them 

not really but I st i l l  follow the lucky thing  

sti l l  fol lowing them 

Not that much  

 

Do you see any trends/tendencies in the way people think in your country because of 

such superstit ions. If so then what?  

I think in India majority of the people bel ieve in superstit ions and that is because 

they believe in ancient science .  

In India superstit ion is more predominant in vi l lages and remote areas.  

The belief in these superstit ions is decreasing and if there wil l be no scientif ic 

reason to prove such superstit ions then it wil l almost come to an end in the coming 

years.  

India has a massive fol lowing of superstit ion. I t goes with the culture and upbr inging 

and they largely exists for the sake of avoidance.  

People are less superstit ious nowadays and many have come up with their own 

versions.  

From a very young age we have seen our families bel ieve in such superstit ions in 

which eventual ly start bel ieving but now due to more awareness people have started 

reasoning out the reason behind which may lead to a fal l in such trends  

might be caut ious while doing somethings but India is progressing despite of i t  

there are sti l l  many people who believe it in an unhealthy way but no effect in the 

progress of our country  

no. of believers are becoming less, tech is advancing and people are more open to 

take r isks just for their own benefit  

but nevertheless, theres development and improvement in the way of think ing since 

there is 'need' to improve 

some people get irr itated because of these and hence might discard everything  

they blame other things if something doesn't go their way  

People tend to see auspicious days before doing something important and plan 

accordingly 

 

Do you think that the future generat ions will follow such superstit ions?  
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It ’ l l  take many decades i feel to change the mindsets of people believing in 

superstit ions  

No I don't think so...k ids nowadays are more practical  

No 

Hard to say but, culture and upbringing are part and parcel of everyone's l ife than 

determines it.  

With the passing of t ime and better education, it wil l be a thing of the past.  

May dif fer from person to person 

wil l follow because they will  be told by the elders but if  they are smart they won't  

no  

no, they are more pract ical  

depends on their area of interest  

suppose if they are then they wil l f ight against it to break the bad habits but if its 

something that doesn't  matter to them then they won’t bat an eye.  

if theres a val id reason the yes, otherwise no  

Not that much but they wil l sti l l  know about them 
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１．はじめに 

 人間は自分が生まれ育った地域の文化から世界を見ている。つまり、文化が違う人はある

一つの出来事を見る視点が異なるということである。考え方も文化によって全く異なる場合

もあり得る。ある文化で失礼だと思われることが別の文化で普通のことになることもあるの

で、互いにやり取りする際、異文化を理解した上で行動するのは重要だと思われる。 

 人間は一人で生きるわけではない。いつもみんなと協力しながら生きている。命令、挨

拶、誘い、依頼など様々な発話行為をしながら、協力している。発話行為しただけでは、目

標を達成できない。その目標を達成できるかどうかはどのように相手に述べるかによって決

まる。円滑にコミュニケーションをしないと目標を達成できないということだ。では、円滑

なコミュニケーションをするため何を知っておくべきだろうか。それは相手の価値観だと思

われる。相手の価値観を知るため自分の文化と相手の文化を比較してみることが重要だと思

われる。それで、この研究で発話行為の中でよく使われる依頼を中心にスリランカのシンハ

ラ語（以下シンハラ語）の依頼表現と日本の依頼表現を比較する。 

 馬場らによると基本的な日本語の依頼表現の一つは「～てくれる」「～てもらう」となって

おり、スリランカのシンハラ語の依頼表現は主に「දෙනවා（くれる）」という表現になってい

る。日本語では相手との上下関係や親疎によって依頼表現で使われている言葉も異なるのに

対して、シンハラ語で言葉が異ならないことが一般的である。しかし、相手の上下関係や親

疎によって、同じ言葉「දෙනවා（くれる）」の使い方は異なる。 

 たが、文化によって考え方は異なるから、スリランカ人にとっては親しいなら依頼しなく

ても大丈夫、又は、それを依頼してみても大丈夫であっても日本人にとっては親しい人でも

依頼しなくてはだめ、又はそのようなことを依頼するのは失礼などの場合もあり得る。従っ

て、スリランカの学習者はそのような点について知っておくことが重要だと思われる。 

 

２．研究の目的 

 最近スリランカで日本語学習者が次第に増加してきており、日本に留学する留学生も増加

している。しかし、日本とスリランカの文化は全く異なるので、スリランカ人にとってびっ

くりさせられることもあり得る。日本語を勉強しているが、自分が生まれ育ったスリランカ

の文化から世界を見ているので、日本人が世界を見ている視点で見られない。それで、依頼

する際、円滑なコミュニケーションできなくなることもある。その問題を解決するために、

両語の依頼表現を比較対照してその相違点や共通点を明らかにするべきだと考えられる。 

 それで、シンハラ人と日本人の間でコミュニケーションをとる際に誤解が起きずに、円滑

なコミュニケーションができるようにするため、本研究では、シンハラ語と日本語の依頼表

現を比較して依頼表現の共通点と相違点を明らかにすることと上下親疎によっての相違点や

共通点を明らかにすることを目的にする。 
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３．先行研究 

 従来、依頼表現に関して数多くの研究がなされている。筆者が調べた限り、日本語と他言

語の依頼表現について比較した研究の中で、もっとも多いのは中国語と比較した研究であ

り、韓国語やベトナム語と比較した研究も少なからずある。林（2016）『依頼表現の異文化比

較（日中）』や、相原（2008）『依頼表現の日中対照研究』や、容口（2006）『日本語と中国語

における依頼の丁寧度』等様々な研究がなされているが、シンハラ語を対照した研究はまだ

ない。従って、本研究は重要である。 

 林（2016）が行った『依頼表現の異文化比較（日中）』の研究では表現機能を基準にして分

析されている。本研究の分析のために林（2016）が使用していた表現機能を使用する。 

 

４．研究方法 

４．１ 調査対象者 

 20 代の日本人（以下 JP）29 名とスリランカ人（以下 SL）20 名を対象とする。スリランカ

人の場合日本語学習者以外の人を対象とする。なぜなら、日本語学習者は日本文化も勉強し

ており、少なくとも日本文化の影響を受けてと思われるからだ。 

４．２ 調査方法 

 グ―グルフォームを通して、調査を行い、それによってデータを収集する。アンケートす

る人に送るときできる限り、自然な話し方で記述するようにお願いした。又、親しい人はタ

メ口で話す程度、疎い人は会えば挨拶する程度と調査に説明している。調査の依頼は何かを

してもらう（労力をはらってもらう）依頼であり、上下、親疎、負担の高低という３つの基

準によって場面を分けて質問した。その 3 つの基準の組み合わせ組み合わせ組み合わせによ

り、下記の表のように場面は 8 つに分かれる。 

 

 上下 親疎 負担 

 

 

 

労力的 

 

上 

親 低 

高 

疎 低 

高 

 

同 

親 低 

高 

疎 低 

高 

     

 

 本研究の調査の質問項目は下記の通りである。 

場面 1、3：課題の締め切りを延期してほしい（疎い目上の人は場面 3）。 

場面 2、4：急に一週間の休みが欲しい（疎い目上の人は場面 4）。 

場面 5、7：引っ越しするので片づけを手伝って欲しい（疎い同じ年齢の人は場面 7） 

場面 6、8：友達が行く方向と全く違う方向に送って欲しい（疎い同じ年齢の人は場面 8） 

表１ 
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４．３ 分析方法 

 本研究では林（2016）が『依頼表現の異文化比較（日中）』の研究で使った表現機能に基づ

いて分析する。表現機能により分析しながら、依頼の負担の高低、親疎と上下関係に基づい

て分析する。林（2016）で使われていた表現機能の区別は下記の通りである。 

 

表現機能 機能説明 発話例 

依頼 依頼の意を表す。 迎えに来て。返して。 

依頼（質

問） 依頼の意を質問型にして表す。 借りてもいい？ 

説明 事情・理由を話す。 ケータイ忘れたから、 

呼びかけ 相手に呼びかける表現 先生、先輩、 

質問 相手の現在の状況や意見を聞いている表現。 本、読み終わった？ 

配慮 心配りを表す。 時間があれば、 

謝罪 お詫びを表す。 すみません。 

感謝 感謝の意を表す。 ありがとう。 

相談 相手の意見を求める表現。 どうしましょう？ 

献立 物等で奉仕するといった表現。 今度、ごちそうする。 

提案 
依頼の遂行を促すために、案を提示している

表現。 

タクシー呼んで（迎えに来

て）。 

急かし 相手を急がせる表現。 早く（返して） 

事実確認 すでにあったことを確認する表現。 前に本貸したよね？ 

 

５．結果と考察 

 上記８通りのそれぞれについて、JP と SL を比較し、全部で 16 通りの結果を得た。その結

果それぞれ下に説明する。 

 又、ここで取り扱う直接的な依頼とは、依頼の意を直接に相手に表す依頼である。例え

ば、「お願いします、貸して欲しい等」のような表現である。質問型の依頼は依頼の意を質問

型にして相手に表す依頼である。例えば、「お願いできますか、貸してくれますか等」のよ

うな依頼である。 

５．１上下関係による比較 

 以下は依頼の負担の高低と相手の親疎ごとに、JP と SL の上下関係による表現を比較した結

果である。 

５．１．１依頼の負担の低い親しい相手の場面での上下関係による比較 

  下記に示している図 1 は JP が回答した依頼の負担が低く、親しい目上の人と同じ年齢の

人との場面における依頼の表現機能を示した物である。親しい目上の人に対して質問型の依

頼を最も多く使用しており、60％を超えている。それに対して、親しい同じ年齢の人の場

合、直接的な依頼を最も多く使用しているが、直接的な依頼と質問型の依頼の差があまりな

い。親しい同じ年齢の人に対しての場合、説明表現の使用率は 50％を超えているのに対し

て、親しい目上の人に対しての場合、説明表現の使用率は 30％に達してない。 
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図１ 

図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 は SL が回答した依頼の負担が低く、親しい目上の人と同じ年齢の人との場面における

依頼の表現機能を示した物である。親しい目上の人に対して質問型の依頼を最も多く使用し

ており、60％に達している。それに対して親しい同じ年齢の人に対して、直接的な依頼を最

も多く使用しており、90％を超えている。親しい目上の人と同じ年齢の人に対して呼びかけ

の表現をよく使用し、60％を超えている。又、どちらの場合でも、説明表現の使用率は等し

い。 

 図１と 2 を比較すると、どちらの語でも負担が低く、親しい相手の依頼の場面で、目上の人

に対して質問型の依頼を使用していることが分る。しかし、同じ年齢の人に JP の場合、質問

型と直接的な依頼を使用しているが、SL の場合最も使用するのは直接的な依頼のみであるこ

とが分る。JP の場合、説明の表現は同じ年齢の人に良く使用するが、SL の場合どちらの場面

でも使用することが分る。SL の場合、どちらの場面でも呼びかけの表現を 60％以上使用する
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図 3 

図４ 

が、JP の場合、10％にも達してないことが分る。一方 JP の場合、目上の人に対して謝罪の

表現を使用するが、SL の場合謝罪の表現を使用しないことが分る。 

５．１．２依頼の負担の低い疎い相手の場面での上下関係による比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 は JP が回答した依頼の負担が低く、疎い目上の人と同じ年齢の人との場面における依

頼の表現機能を示した物である。この場面で、目上の人と同じ年齢の人に対して質問型の依

頼を最も多く使用しており、目上の人の場合 80％を超えている。目上の人に対して 50％以上

謝罪の表現を使用している。同じ年齢の人に対して配慮の表現を使用するが、目上の人に対

して配慮の表現を使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 は SL が回答した依頼の負担が低く、疎い目上の人と同じ年齢の人との場面における依

頼の表現機能を表して物である。この場面で、目上の人と同じ年齢の人に対して質問型の依

頼を最も多く使用しており、目上の人の場合 90％に達している。呼びかけの表現を目上の人
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図５ 

に最も多く使用し、70％を超えている。それに対して呼びかけの表現を同じ年齢の人に使用

する傾向が少なく、10％にも達してない。配慮の表現を同じ年齢の人に多く使用し、50％に

達している。一方目上の人に対して配慮の表現をあまり使用せず、20％にも達してない。 

 図 3 と 4 を比較すると、どちらの国でも負担が低く、疎い相手の依頼の場面で、上下関係

を問わず質問型の依頼を使用していることが分る。JP は同じ目上の人に対して呼びかけの表

現を使用しないが、SL は目上の人に対して良く使用することが分る。SL は同じ年齢の人に配

慮の表現を使用する傾向があるが、JP は同じ年齢の人に配慮の表現を使用する傾向も少ない

ということが分る。SL は目上の人に対して謝罪表現を使用する傾向が少ないが、JP は目上の

人に対して謝罪表現を良く使うことが分る。 

５．１．３依頼の負担の高い親しい相手の場面での上下関係による比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５は JP が回答した依頼の負担が高く、親しい目上の人と同じ年齢の人との場面における

依頼の表現機能を示した物である。目上の人に対して直接的な依頼を最も多く使用し、50％

を超えている。それに対して、同じ年齢の人に直接的な依頼と質問型の依頼を同様に使用し

ている。上下関係を問わず、説明表現を使用しているが、目上の人に対して説明表現を良く

使用しており、60％に近付いている。一方、上下関係を問わず、謝罪表現を使用する傾向が

あるが、同じ年齢の人に謝罪表現を最も多く使用しており、60％を超えている。 
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図６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図６は SL が回答した依頼の負担が高く、親しい目上の人と同じ年齢の人との場面における

依頼の表現機能を表して物である。目上の人に質問型の依頼を最も多いが、直接的な依頼も

する傾向がみられる。一方、同じ年齢の人に直接的な依頼を最も多く使用しており、90％に

達している。同じ年齢の人にあまり説明表現を使用せず、目上の人に説明表現を良く使用し

ており、50％に達している。 

 図５と６を比較すると、JP は上下関係を問わず、質問型の依頼と直接的な依頼を使用して

いることが分る。一方 SL は目上の人に対して質問型の依頼を良く使用しており、同じ年齢の

人に直接的な依頼を使用することが分る。両語使用者は目上の人に対して説明表現を良く使

用していることが分る。SL は呼びかけを上下関係を問わず使用しており、目上の人に対して

良く使用する傾向がみられるが、JP は同じ年齢の人に呼びかけを使用せず、目上の人にも使

用することが非常に少ない。それに反面、JP は上下関係を問わず、謝罪表現を良く使用して

おり、同じ年齢の人に対して良く使用する傾向がみられる。それに対して、SL は上下関係を

問わず、謝罪表現を使用していないことが分る。 

５．１．４依頼の負担の高い疎い相手の場面での上下関係による比較 

 下記に示している図７は JP が回答した依頼の負担が高く、疎い目上の人と同じ年齢の人と

の場面における依頼の表現機能を示した物である。上下関係を問わず、質問型の依頼を最も

多く使用しており、60％を超えている。説明表現を目上の人に対して最も多く使用してお

り、60％に近付いている。配慮の表現を同じ年齢の人に使用する傾向があり、目上の人に対

して配慮の表現を使用してない。謝罪表現は上下関係を問わずよく使用している。 
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図７ 

図 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 8 は SL が回答した依頼の負担が高く、疎い目上の人と同じ年齢の人との場面における依

頼の表現機能を示した物である。上下関係を問わず質問型の依頼を最も多く使用しており、

その中でも、同じ年齢の人に対して、質問型の依頼を最も多く使用しており、70％を超えて

いる。同じ年齢の人に説明表現を使用しているが、目上の人に説明表現を最も多く使用して

おり、同じ年齢の人の使用率より約二倍以上である。目上の人に対して呼びかけを最も多く

使用しており、同じ年齢の人に使用している呼びかけの表現の使用率と比較すると、差が大

きい。それに反面、配慮の表現を目上の人に使用している率が非常に少ないが、同じ年齢の

人に使用している配慮の表現の使用率は非常に多い。 

 図７と 8 を比較すると、両国は上下関係を問わず質問型の依頼を使用していることが分

る。JP は上下関係を問わず、説明表現を使用する傾向がみられるが、SL は目上の人に対して

説明表現を使用しているが、同じ年齢の人に対して使用するのは少ないということが分る。
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図９ 

JP は同じ年齢の人に対して配慮の表現を使用しており、目上の人に対して配慮の表現を使用

してない。それに対して、SL は目上の人に配慮の表現を使用する傾向がみられる。又、JP は

同じ年齢の人に対して使用する配慮の表現の割合の約二倍以上、SL は同じ年齢の人に対して

使用していることが分る。それに反面、SL は上下関係を問わず、謝罪表現を使用しておら

ず、JP は上下関係を問わず、謝罪の表現を良く使用していることが分る。 

５．２親疎による比較 

 以下は依頼の負担の高低と相手の上下関係ごとに、JP と SL の親疎による表現を比較した結

果である。 

５．２．１依頼の負担の低い目上の人の場面での親疎による比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 図９は JP が回答した依頼の負担が低く、親しい目上の人と疎い目上の人との場面における

依頼の表現機能を示した物である。どの相手でも質問型の依頼を最も多く使用しているが、

疎い目上の人の場合、直接的な依頼と質問型の依頼の差が大きい。どの相手でも謝罪の表現

を使用しているが、疎い目上の人の場合、親しい目上の人に対して使用している謝罪の表現

の使用率より約二倍使用している。 
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図 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 10 は SL が回答した依頼の負担が低く、親しい目上の人と疎い目上の人との場面におけ

る依頼の表現機能を示した物である。親疎を問わず質問型の依頼を使用している。親疎を問

わず説明の表現と呼びかけの表現を使用している。疎い目上の人に対して配慮の表現と謝罪

の表現を使用する傾向がみられる。 

 図 9 と 10 を比較すると両国の若者は依頼の負担が低い場合、親疎を問わず質問型の依頼を

することが分る。JP は疎い目上の人に対して呼びかけの表現を使用しておらず、親しい目上

の人にもあまり使用しなが、SL は親疎を問わず呼びかけの表現を使用していることが分る。

JP は疎い目上の人に対して謝罪表現を良く使用しており、親しい目上の人にも使用する傾向

がみられるが、SL は疎い目上の人にのみ謝罪表現使用していることが分る。 

５．２．２依頼の負担の高い目上の人の場面での親疎による比較 

 以下に示している図 11 は JP が回答した依頼の負担が高く、親しい目上の人と疎い目上の

人との場面における依頼の表現機能を示した物である。親しい目上の人に対して直接的な依

頼を使用しており、疎い目の人に対して質問型の依頼を使用している。親疎を問わず説明の

表現を使用している。謝罪の表現は親疎を問わず使用しており、その中で疎い目上の人に対

して最も多く使用している。 
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図 11 

図 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 12 は SL が回答した依頼の負担が高く、親しい目上の人と疎い目上の人との場面における依

頼の表現機能を示した物である。親疎を問わず質問型の依頼を最も多く使用している。説明

の表現と呼びかけの表現も親疎を問わず使用している。疎い目上の人に対して提案の表現を

使用している傾向がみられるが、使用率が 20％にも達してない。 

 図 11 と図 12 を比較すると、SL は親疎を問わず質問型の依頼を使用しているが、JP は親

しい目上の人に対して直接的な依頼を使用しており、疎い目上の人に対して質問型の依頼を

使用していることが分る。両国は親疎を問わず、説明の表現を使用していることが分る。JP 

は呼びかけの表現をあまり使用しないが、SL は呼びかけの表現を良く使用することが分る。

それに反面 SL は謝罪の表現をあまり使用しないが、JP は謝罪の表現を使用することが分

る。 
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図 13 

図 14 

５．２．３依頼の負担の低い同じ年齢の人の場面での親疎による比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 13 は JP が回答した依頼の負担が低く、親しい同じ年齢の人と疎い同じ年齢の人との場

面における依頼の表現機能を示した物である。親しい同じ年齢の人に対して直接的な依頼を

多く使用しているが、質問型の依頼との差があまりない。疎い同じ年齢の人に対して質問型

の依頼を最も多く使用している。親疎を問わず、説明の表現を使用している。疎い同じ年齢

の人に対して配慮の表現や謝罪の表現を使用しているが、親しい同じ年齢の人に対して配慮

の表現や謝罪の表現をあまり使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 14 は SL が回答した依頼の負担が低く、親しい同じ年齢の人と疎い同じ年齢の人との場

面における依頼の表現機能を示した物である。親しい同じ年齢の人に対して直接的な依頼を

最も多く使用しており、90％を超えている。それに対して疎い同じ年齢の人に対して質問型

の依頼を最も多く使用しており、90％に達している。親疎を問わず説明の表現を使用してい
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図 15 

る。親しい同じ年齢の人に対して呼びかけの表現を使用しているのに、疎い同じ年齢の人に

対して呼びかけの表現をあまり使用してない。それに反面、疎い同じ年齢の人に対して配慮

の表現を使用しているのに、親しい同じ年齢の人に対して配慮の表現をあまり使用してな

い。 

 図 13 と図 14 を比較すると、両国の若者は親しい同じ年齢の人に対して直接的な依頼を多

く使用しており、疎い同じ年齢の人に対して質問型の依頼を多く使用していることが分る。

しかし JP は親しい同じ年齢の人に対して使用している直接的な依頼と質問型の依頼との差が

あまりないが、SL は親しい同じ年齢の人に対して使用している直接的な依頼と質問型の依頼

との差が非常に多い。両語使用者は親疎を問わず同じ年齢の人に対して説明の表現を使用し

ていることが分る。両語使用者は疎い同じ年齢の人に対して配慮の表現を使用している傾向

があり、JP は親しい同じ年齢の人に対しても配慮の表現を使用するが、使用率は非常に少な

いということが分る。SL は親しい同じ年齢の人に対して呼びかけの表現を使用しているが、

JP は親疎を問わず呼びかけの表現を使用してないことが分る。それに反面、JP は疎い同じ年

齢の人に対して謝罪の表現を使用するが、SL は親しい同じ年齢の人に対して謝罪に表現を使

用しておらず、疎い同じ年齢の人に対して謝罪の表現を非常に少なく使用していることが分

る。 

５．２．４依頼の負担の高い同じ年齢の人の場面での親疎による比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図 15 は JP が回答した依頼の負担が高く、親しい同じ年齢の人と疎い同じ年齢の人との場

面における依頼の表現機能を示した物である。親しい同じ年齢の人に対して依頼の負担が高

い場合に直接的な依頼と質問型の依頼を同じく使用しており、疎い同じ年齢の人に対して質

問型の依頼を最も多く使用している。親疎を問わず説明の表現と謝罪の表現を使用してい

る。親しい同じ年齢の人に対して配慮の表現を少なく使用しており、それに比較したら疎い

同じ年齢の人に対して約二倍配慮の表現を使用している。 
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図 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 16 は SL が回答した依頼の負担が高く、親しい同じ年齢の人と疎い同じ年齢の人との場

面における依頼の表現機能を示した物である。親しい同じ年齢の人に対して直接的な依頼を

最も多く使用しており、疎い同じ年齢の人に対して質問型の依頼を最も多く使用している。

親疎を問わず説明の表現を使用しているが、使用率は少ない。親疎を問わず呼びかけの表現

を使用しており、その中で親しい同じ年齢の人に対して呼びかけの表現を良く使用してい

る。それに反面、親疎を問わず配慮の表現を使用しいており、その中で疎い同じ年齢の人に

対して配慮の表現を良く使用している。 

 図 15 と図 16 を比較すると、JP は親しい同じ年齢の人に対して質問型の依頼と直接的な依

頼を同じく使用しているが、SL は親しい同じ年齢の人に対して直接的な依頼を最も多く使用

していることが分る。両国は疎い同じ年齢の人に対して質問型の依頼を使用していることが

分る。両国は説明の表現を使用しているが JP のほうが説明の表現の使用率は高い。JP は親

疎を問わず呼びかけの表現を使用しないのに対して、SL は疎い同じ年齢の人に対して呼びか

けの表現を少なく、親しい同じ年齢の人に対して良く使用していることが分る。それに反

面、SL は親疎を問わず、謝罪の表現を使用しておらず、JP は親疎を問わず謝罪の表現を良

く使用していることが分る。 

 親疎、依頼の負担の高低や上下関係を問わず、SL は呼びかけの表現を良く使用しており、

JP はあまり使用してないことが分る。なぜ SL は良く呼びかけの表現を使用しており、JP は

あまり使用していないのだろうか。それは、スリランカでは相手を呼ぶため様々な方法があ

るのに対して、日本ではそれほど呼びかけの方法ないからだと推測される。それに対して、

親疎、依頼の負担の高低や上下関係を問わず、JP は謝罪の表現を良く使用しており、SL はあ

まり使用してないことが分る。それはスリランカでは謝罪の表現は謝罪の意を表すのみに使

用しており、日本では謝罪の表現は謝罪の意をもちろん、呼びかけとしても使用しているか

らだと推測される。 
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６．まとめ 

 本研究はシンハラ語と日本語における依頼表現の相違点と共通点を明らかにしたものであ

る。SL は親疎、依頼の負担の高低や上下関係を問わず、呼びかけの表現を良く使用してお

り、JP はあまり使用していないことが明らかになった。その反面、JP は親疎、依頼の負担の

高低や上下関係を問わず、謝罪の表現を良く使用しており、SL はあまり使用してないことが

明らかになった。依頼の負担の高い親しい相手の場面で、JP は目上の人に対して、直接的な

依頼を使用しており、同じ年齢の人に対して、質問型の依頼と直接的な依頼を同じく使用し

ている。それに対して、SL は目上の人に対して、質問型の依頼を使用しており、同じ年齢の

人に対して、直接的な依頼を使用していることが明らかになった。それ以外にも上記（結果

と考察）の場面で SL と JP は親疎、上下関係や依頼の負担の高低によって使用している依頼

の仕方が同様であることが明らかになった。林（2016）は表現機能で依頼表現を 2 つに分か

れているが、JP は依頼する際に直接的な依頼と質問型の依頼をもちろん使用し、強調依頼も

使用することが明らかになった。又、林（2016）は事実確認の表現の項目を使用していた

が、本研究により両語使用者は事実確認の表現を使用しないことが明らかになった。 
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１．はじめに 

 日本語で書かれている本を読むとき、外国人は全体の内容を理解することを優先す

る。文の中で誰がどこで何をしたかが分かったら十分だ。一方、文章に隠れている小さな

ニュアンスはどうだろうか。文の裏側にどのような意味が含まれているのか。日本語でこ

のような見えないニュアンスを表す方法は助詞をうまく使うことだ。助詞は日本語の文法

の中で重要だ。そしてこの重要な文法は外国人にとって習得するのに非常に難しい。 

本レポートでは複合助詞である「には」と「にも」のニュアンスを外国人の学習者に

分かりやすく説明をしたい。「には」と「にも」は単に助詞「に」と同じ意味なのか。文

中の「には」と「にも」が与える意味とニュアンスを理解して欲しい。そのため、格助詞

「に」の意味を説明し、それから、副助詞である「は」と「も」の用法を説明する。次に

「に」、「には」、「にも」の意味の分別をするため、簡単な例文をあげる。最終的に、実際

に小説を使って文の中にどのようにニュアンスは含まれているのか、調べる。このために

選んだ本は村上春樹の有名な本、『ノルウェーの森』である。この本を選んだ理由として

は、語彙がわかりやすく、文法的にも外国人に読みやすくて、「には」と「にも」の例文

が多く使われているからだ。本や文章を読むだけではなく、小さなニュアンスもともに味

わえるからだ。 

 

２．格助詞 

２．１．格助詞とは 

格助詞と言っても、ほとんどの外国人の学習者は助詞のことを外国人向けの日本語の

教科書から学ぶ。だか、しかし、助詞のことを「格助詞」ではなくただの「が」、「を」、

「に」のように勉強する。大変有名な教科書「みんなのにほんご」を見たら格助詞と言う

言葉は見あたらない。助詞の見分け方を知らない外国人の学習者に格助詞をどのように説

明すればいいのか。日本の国語の文法では格助詞とは、「相当の語句に承接し、述語に対

する意味役割を担う助詞のこと」だと書かれている。非常に固い説明で、理解にくい。外

国人の学習者に分かるようにすると、格助詞は文の中にある名詞に付いて、誰が何をどこ

でどのようにするかを指し示すことである。つまり日本語の羅針盤とも言える。それらは

「が」、「の」、「を」、「に」、「へ」、「と」、「で」、「から」、「より」である。 

２．２．格助詞「に」の用法 

次に格助詞である「に」について説明したい。格助詞の中で一番多い用法を持ってい

る助詞は「に」である。参考にしている本によって数が違うが（9 個や 27 個など）、一般

的に 12 個として分けられている。12 個の用法は、「着点」、「相手」、「場所」、「起因・根

拠」、「主体」、「対象」、「手段」、「時」、「領域」、「目的」、「役割」、「割合」のことである。

外国人向けの教科書では「に」の用法はひとつの名詞や動詞に付けて紹介される。このよ

うなパターンで「に」を助詞ではなく、ある名詞に付く言葉として見なされる。用法の数

の多さで説明するのは不便かもしれないが、「に」の機能の一つは「目的地」を示すこと

である。簡単な例文をあげると、 

「家に帰りました。」 

「帰る」の目的地は「に」で示された「家」である。もっと深く見ると「に」の用法

を二つの部分に分けることができる。具体的な部分と比喩的部分である。具体的な部分か
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ら見ると「に」の意味は前の言葉を目的地にして、居座ることである。 

「本はテーブルの上にありました。」 

この文は誰かが本をテーブルの上に置いて今でもテーブルの上にとどまっている意味

である。ここで「に」は本の着点と止まっている状態を表す。日本の乗り物を使ってどこ

かに行く時は、 

「電車に乗りました。」と言う。ここでの「に」も先ほど説明した通り電車は私たちの

着点で、居座る様子を意味する。電車が何キロで走っても中にあること全てはそのままで

ある。だから、電車に乗るということは、単に存在することの問題である。 

比喩的な側面から見ると「に」は動作の究極的な着点を意味する。この用法はよく間

接目的語で見ることができる。 

「ボールをありちゃんに投げた。」 

この場合、私はボールを投げたが、動作の究極の着点はありちゃんである。このこと

が理解できたら、「に」の最後の用法を説明したい。「に」はよく「なる」動詞と一緒に使

う。理由は「なる」動詞と使うと比ゆ的な意味が含まれるからだ。 

「将来、弁護士になりたい。」 

ここで「に」は「弁護士」という着点あるいは対象の変形を採点する。 

「に」の用法は、具体的な場合と比喩的な場合で使われていて、着点とその変形を意

味する。 

 

３．副助詞 

３．１．副助詞とは 

副助詞は国語では「用言に関係ある語に付いて、下の用言の意義を限定する助詞」の

ことである。つまり格助詞みたいに名詞だけではなく、形容詞、形容動詞、動詞など様々

な語に付く。そして格助詞に付くこともできる。例としては「は、も、ばかり、まで、な

ど、だけ、さえ、こそ」が挙げられる。一般的に「強調、題目、限定、程度」の意味でよ

く使われている。一方、副助詞がなくても、意味が変わらない場合もある。最も重要な特

徴と言えば、副助詞は名詞と述語の間の関係について何も意味を持たない。それは格助詞

の役割である。次に副助詞にある「は」と「も」の用法を深く説明して行く。 

３．２．副助詞「は」の用法 

副助詞「は」と格助詞「が」は外国人の学習者のひとつの悩みである。しかし、副助

詞と格助詞の役割は異なっているので「は」と「が」の意味も違う。「は」の用法は二つ

しかない。その一つは、ある文の話題それとも議論に重要性を与える。その二つは、話題

について何を言わなければならないことに集中する。「は」の意味を外国人の学習者に深

く理解させるために、日本文学翻訳家ジェイ・ルービンの Making sense of japanese : 

what the textbooks don't tell you では次のようにのべている。「『は』は単純に、ね

え、今からこのことを話すから聞いてねと言うだけです。」 

また「今日ははきれいですね。」 

 と女性に言ったら「え、今日だけきれいですか。」と答えられる可能性が高い。

「は」は次にある話題に集中しているので、限定の意味も含まれている。この文の場合は

集中の点は「きれいですね。」のことで「今日」のことを話題にしているのと一緒に「今
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日だけきれいですね。」の限定の意味も感じられる。 

３．３． 副助詞「も」の用法 

助詞「も」も「は」と同じように副助詞で、用法は全く逆であっても、共通点はひと

つある。それは「は」と同じように文の中で話題を示すことだ。「は」は新しい情報を話

題にしているが、「も」は前の話題で述べたことが同じであることを強調する。 

「私は日本人です。」 

「私も日本人です。」 

「は」の文は「私」について新しい情報を述べている。それに対して「も」の「私」

は前の文に述べてきた話題と同じことを述べている。つまり、「も」は加法的な意味を持

っている。それは、一般的な「も」の用法の説明になるが、もうひとつの意味もある。 

「２時間も待っていた。」 

この文でも加法的な意味はあるが、マイナスのニュアンスが感じられる。内容によっ

て「も」の用法は同じが、ニュアンスの違いがある。要約すると、「は」と「も」は副助

詞のことで構文とは関係がない。つまり、文の中の話題を述べたり、強調したり、限定し

たり、同じ話題を出したりする。これを意識しながら次の部分に進もう。 

 

４．「には」、「にも」のニュアンス 

最初に、複合助詞の説明をしたい。恐らく、ほとんどの日本語学習者が複合助詞のこ

とを聞いた事がないだろう。辞書で検索したら、「複合助詞」は、 複数の語が結びつい

て、一つの助詞として機能している助詞のことだと書かれている。よく例にあげられてい

るのは「によって、に基づいて、のせいで」などだ。それに加えて、レポートのテーマで

ある「には」と「にも」も複合助詞である。簡単に説明すると、二つやそれ以上の助詞の

組み合わせが複合助詞と呼ばれている。では、二つ助詞の組み合わせは、新しい意味を持

っている助詞のことだろうか。複合助詞は二つの助詞の意味をそのまま使う。「には」の

場合、格助詞「に」の用法と副助詞「は」の用法、両方の意味が含まれる。注意点は、名

詞に付く二つの格助詞が複合助詞になれないということだ。例えば「をに」や「でに」の

ように両方の助詞はただひとつの名詞につくので理屈がない。それに対して「は」と

「も」は話題を述べている副助詞なので、格助詞の役割に何も影響しない。 

先ほど述べた通り、複合助詞はその二つ助詞の意味を表す。「には」は「に」の用法で

ある目的地を表し、「は」の用法である話題を述べていることを強調する。「にも」も同じ

ように「は」の代わりに加法的な意味が含まれている「も」のことである。そして「は」

は複合助詞として使われているとき、多くの場合「対比」の意味で解釈されている。では

この三つの助詞「に」、「には」と「にも」が文の中でどのように使われているか、どのよ

うなニュアンスを持つのか、簡単な例文で見てみよう。 

①「春に桜が咲く。」 

②「春には桜が咲く。」 

③「春にも桜が咲く。」 

「に」の例文①では単に「春という季節が来たら桜が咲く。」と述べている。目的地は

「春」である。「には」の例文②も例文①の「に」と同じように見えるが、「春に桜が咲

く。」という話題を強調する。他の言葉で言うと「他の季節と比べたら、春だけに桜が咲
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く。」の意味になる。「にも」の例文③も「には」のように新しい話題を強調し、ただ

「も」の加法的な意味に変わる。「他の季節で桜が咲く。春の季節でも咲く。」と言う意味

になる。三つの「に、には、にも」は同じように見えてもニュアンスの違いがある。次に

小説の中で出てくる「には」と「にも」の文を見てみよう。 

４．１．「ノルウェーの森」における「には」 

本文で研究のために選んだ本は『ノルウェーの森』である。本の中にあった例文をい

くつかとりあげ、説明していく。以下の例文を選んだ理由は、それぞれの文には「には」

のいくつかの用法が使われているので、それぞれの用法の違いを明らかにできるからだ。 

この本における「には」の複合助詞は以外と多い。ほとんどの用法は新しい話題を示

している。よく使われていた「には」のパターンは以下の文である。 

例１「そんな井戸が本当に存在したのかどうか、僕にはわからない。」 

この文の「には」を含む部分の意味を分解してみよう。「僕に」は話し手の「僕」を指

す。「は」は特定の対象を限定する副助詞である。したがって、「僕には」は、「話し手を

特定の対象」として限定している。文の全体の意味では、「僕」がその井戸の存在につい

ての情報を持っていないということを強調している。他の人の情報や情報源などがあるか

もしれないが、話し手自身はそのことを把握していないというがわかる。この文と同じ用

法を持つ、別の例文を見ると、例えば、 

例２「『待つのは辛いわよ』とレイコさんはボールをバウンドさせながら言った。『と

くにあなたくらいの歳の人にはね。』」 

この文では「待つのは辛い」と言うことは誰にも辛いが、「には」のつく主語にとって

はもっと辛いことが強調されている。 

例 3「レイコさんは指をよくほぐしてからノルウェーの森を弾いた。彼女の弾く曲には

心がこもっていて、しかもそれでいて感情に流れすぎるということがなかった。」 

ここでも最初の例文とほとんど同じく「レイコさん以外の人にないこと」の意味があ

るが、重要な点は、この例文にみられる「には」はレイコさんの性質や特徴を強調してい

るということである。「彼女には」は、「彼女を特定の対象」として限定して、その特定の

対象に対する性質や特徴を述べている。文全体は、「レイコさんの演奏には心がこもって

いて、それに感情に流れすぎないという特徴があった」という意味になる。 

次の例文は限定の意味を表す「には」の用法である。 

例 4「じゃあ冬にここにいらっしゃいよ。私たち冬にはクロス・カントリー・スキーや

るのよ。」 

この文の「には」のニュアンスは、特定の時期「この文の場合、冬」に活動や行動が

行われることを強調する。文を見ると語り手は話し手を冬の期間限定イベントに誘うこと

になる。なぜ「冬」に来てほしいかというと、スキーは冬だけに行うイベントだからだ。 

例 5「彼女は二十歳になった。そして秋には僕も二十歳になるのだ。」 

この文も例文 5 とおなじく、秋が来たら二十歳になることが強調されている。誕生日

は秋なので、秋以外別の季節で誕生日を祝うはずがないだろう。季節限定のニュアンスが

ある文である。 

例 6「ここには女の人たちが住んでいるので。」 

「ここだけ」と言い換えることができる。文全体の意味を見ると、特定の場所である
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「ここ」に住んでいる人々についての情報を述べている。具体的には、「女の人たちが住

んでいる」という条件や特徴を強調している。 

続けて、例文７、例文８、例文９における例文を見よう。 

例 7「まるで別の世界の入口から聞こえてくるような小さくかすんだ鳴き声だった。そ

の他にはどんな物音もなかった。」 

この文の「には」は特定の対象や範囲を限定して、小さくかすんだ鳴き声以外別の物

音がなかったというニュアンスを強調する。この例文に続く分を見ると 

例 8「どんな物音も我々の耳には届かなった。」 

この文の「には」は新しい話題を述べている。前の文では話題が「物音」だったが、

この文の「には」の「は」の用法で新しい話題は「耳」になる。そして「どんな物音も

我々の耳には届かなかった。」という文は、さまざまな物音があったかもしれないが、そ

れらの物音が「我々の耳」には届かなかったことを述べている。言い換えれば、我々はそ

の物音を聞くことができなかったということになる。読者に「なぜ、聞くことが出来なか

ったか」という質問が生じるかもしれない。答えは読者次第だ。 

例 9「たぶん僕は君のことをまだ本当には理解してないんだと思う。」 

普通に「本当に理解してないんだと思う。」と言っても意味は伝わるが、「本当には」

とすることでさらに強く感じられる。話し手である「僕」が相手である「君」のことを理

解し切れていないと考えていることを述べている。「僕」は「君」のことが理解できてい

ないという気持ち、つまり」様子が強調されている。 

以上見てきたように、「には」の意味を外国の日本語学習者が理解するのは難しいかも

しれない。外国語に訳しなくてもいいので、与える小さなニュアンスもそのままなくなっ

てしまう。日本文学の作品を日本語で読まなかったら、このようなニュアンスを味わえな

いと思う。 

４．２．「ノルウェーの森」における「にも」 

次に『ノルウェーの森』にみられる「にも」の例文を見てみよう。「には」と同じよう

に以下の例文を得連だ理由は、「にも」の様々なニュアンスを読めるからだ 

本の中に出てくる「にも」はほとんど同じパターンで書かれている。「にも」の用法を

理解するために「にも」に連続している前の文の理解が必要である。 

例 1「外に出ると近所の人が私の話をしているみたいで、怖くて外にも出られない

し。」 

最初の「外」は外出する意味もあって、用事のためにどこかに行く「外」の意味と思

われる。次の「外」は全くの外出の意味である。文全体の意味では、外に出る際にも近所

の人たちが自分について話していると感じることが怖くて、結果として外に出ることがで

きない状態であるということが強調されている。 

例 2「直子は窓の外の月を眺めた。月は前にも増して明るく大きくなっているように見

えた。」  

「前にも」は「前より」と言い換えることができる。「前にも」とすることで、以前と

比べているという意味が追加されている。直子が窓の外の月を見て、直子が見ているから

かどうかわからないが（読者の解釈が別々）月は前回よりも明るく大きくなっているよう

に感じたことを述べている。直子が以前に同じ光景を見たことがあることが書かれていな
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いが、その意味も与えられ、それと比べて月がより明るく大きく見えたという変化が強調

されている。   

次に直子の手紙で書いている文を見よう。 

例 3「外に出て山菜やきのこの採取をすることもあります。そういうのにも専門家がい

て、これはいい、これは駄目と教えてくれます。」 

この文の「にも」は前の話題に新しい何かを付け加える。文全体の意味では、山菜や

きのこの採取においても、その分野の専門家が存在し、採取するものの選びや判断を教え

てくれることが強調されている。 

例 4「そのあいだ僕は直子を眺めていた。彼女は手紙にも自分で書いていたように以前

より健康そうなり、よく日焼けし、運動と屋外作業のせいでしまった体つきになってい

た。」 

この「にも」は、前に書いた手紙の内容に同意することが分かる。主人公が直子を観

察して、以前よりも健康で、よく日焼けもし、運動や屋外での作業によって体つきが変わ

ったことが強調されている。また、直子自身もその変化について手紙に書いていたことが

述べられている。もし「にも」の代わりに普通の格助詞「に」が書かれていたら、「前の

手紙」にかいていたというニュアンスがなくなる。 

例 5「直子は自分の部屋に僕を入れて食事を作ってくれたりもしたが、部屋の中で二人

きりになっても彼女としてはそんなことは気にもしていないみたいだった。」   

この文の「にも」の用法は「本当には」文の「には」の用法に似ている。「には」の場

合、「本当」は強調して、「にも」の場合では「気」は強調している。「別のことはともか

く全然気にしなかった」ということが分かる。直子が僕を自分の部屋に招いて、食事を作

ったりもしたが、二人きりになっても特別な気を使ったり、気にしたりすることはなく

て、友人関係の自然な態度で行動するように感じられたことを述べている。主人公の

「僕」が直子と友人関係以上の関係になりたいという強い気持ちが表れていることがわか

る。 

「にも」は様子や場所など様々なことに同様の意味を述べていて、強調する。 

                                                                                        

５．終わりに 

日本語は海外でも人気のある言葉になった。学習者も増加し、日本語で文章を読むよ

うになった。日本語で書かれた文章は読めても、文章に書かれていない言外の意味を理解

することが必要だ。そのためには日本語の文法をよく理解することが大事である。文法の

中で一番重要な役割を持っている助詞は非常に大事だ。本レポートでは助詞の「には」と

「にも」のニュアンスについての研究を行った。複合助詞「には」と「にも」の持つニュ

アンスを他の言語に訳すことは難しい。それらを理解するためには、ニュアンスを理解し

なければならない。「には」と「にも」はある状況、場所、人、時間や範囲について強調

をしたり、限定の意味を与えたり、主人公や所などについて書かれていない情報を提供す

る。日本語のこのような使い方に慣れていない、あるいは使い方を知らない外国の日本語

学習者にトルコの日本語学習者である筆者の視点から「には」と「にも」の役割を簡単に

説明した。外国の日本語学習者は日本語で文章や本を読むとき、深い読みをできるために

このレポートが役に立てば幸いである。 
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1．はじめに 

 

 翻訳を通じて世界の進化が行われたと考えられている。翻訳のおかげで海外で作られた技術が輸入さ

れ、我々のものとして活用されることが多くなった。また、翻訳を通して、他の言語で書かれた作品で

も母語で読書ができる。当然ながら、国によって異なる文体が存在し、異なる翻訳慣行も存在する。つ

まり、同じ作品でも、どんな言葉に訳すことによって、翻訳慣行が異なり、そのような慣行を通じて、

ある国のジャンルの書き方や出版的な慣行も分かる。そのため、広く普及している作品の翻訳を調査す

ることで、各国の一般的な翻訳慣行が明らかになる可能性があるのではないだろうか。 

  ハリーポッターはイギリス人の作家 J・K・ローリングによる作品である。世界中に人気があるハリー

ポッターのシリーズは 1997年から 2007年かけて出版され、合計７冊の本で構成されている。ハリーポ

ッターの作品は少なくとも７９か国語に翻訳され、別々の国には特有の編集慣行や翻訳慣行がある。目

標とする文化に合わせて翻訳された作品の評価方法が異なっている。 

そして上記を踏まえて、本研究の目的は以下の 4つである： 

1. ハリーポッターの第 2巻のブラジルのポルトガル語と日本語と英語を対比すること。 

2．その対比から日本の翻訳慣行を調べること。また、どの程度ブラジルの翻訳慣行が違うかというこ

とも調べること。 

3. Toury(1995) の記述的翻訳研究の方法論に基づいて、原文テキストと目標テキストを比較し、シ

フトを見出し、原文テキストと目標テキストの部分の関係を見つけること(マンデイ、2008、p.171) 。 

4. 原文テキストと目標テキストの翻訳プロセスを検討すること。 

  翻訳された作品はどのような影響を読書者に与えるのか。翻訳された本は目標文化の文学体系に合

わせる翻訳基準に従わなくてはいけない。どうしてかというと読者には期待があり、翻訳者は編集の業

界にある暗黙的または明示的なルールを守らなければならない。一冊のハリーポッターの日本語とブラ

ジルのポルトガル語と原文テキストを対比すると各国の翻訳慣行が分かるのだろうか。対比をする目的

は翻訳慣行が理解できれば、ある国の文学体系の中に翻訳作品はどのような位置にするか明らかにする

ことである。 

 

2． 研究の方法 

 

 本章で研究の方法を紹介する。まずは、コーパス言語学を使い、分析していく。そして、分析する時

必要になるトウーリ(1995)の記述的翻訳研究のことを述べていく。さらに、これら 2つの手法の関連性

についても述べる。以下のように対訳コーパス（パラレル）コーパスを使い、分析を行っていく。 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

図 1本研究のパラレルコーパス:原文、ブラジルのポルトガル語訳、日本語訳 

  

Toury (1995, p.55) によると、翻訳は単純な言語的な動作ではなく、むしろ社会的な役目がある文化

的な活動である。その役目があるので、翻訳する際に、訳された作品に社会的・出版的・翻訳的な制限

がある。 つまり、ある作品が読者に認められるためには目標文化にあるルールを従わなければならな

い。 マンデイ（2008、p.173）は「Touryの事例研究の目的は、翻訳行動の傾向を区別し、翻訳者の意

思決定過程に関する一般化を行い、翻訳に作用している規範を再構策すること。」と述べた。本研究も

同様の目的を持ち、ハリーポッターの作品を使用し、調査を行っていく。 

 対訳コーパスを通じて、原文にある特徴が目標テキストに維持されたかどうか確認ができる。尚、コ

ーパス言語学の手段は記述
きじゅつ

的研究がよく合わせる。さらに、マンデイ（2010、p.298）によるとコーパス

言語学とトウーリ（1995）の記述的研究のつながりがあり、次のようにのべた:「他の方法論やアプロー

チ、特に訳出物を考察し翻訳の典型的な特徴の同定に関心寄せる記述的研究とのつながりを持つから。

コーパスは量的なデータという「全体像」にいち早く到達できる利点があり、それを社会文化的環境に

おけるテキストの詳細な批判的分析によって裏付けること学際的方法論を補完、他の方法では見逃すよ

うなパターンが明らかになる。」トウーリ（1995）の記述的研究によると翻訳出物は目標社会の文化学の

システムの中にある位置をする。その位置は、翻訳者のよく使われる翻訳作戦に影響を与える可能性が

ある。目的として、トウーリの研究は翻訳行動から翻訳規範を見つけることだ。規範とは「あるコミュ

ニティが共有している一般的価値ないし考え―何が正しく、何が誤りか。何が適切で何が不適切かーを、

特定の状況にふさわしく、適用可能な作業指示翻訳したもの」（トウーリ１９９５、ｐ. 55 apud マン

デイ 2008 、p. 175）。つまり、翻訳はある目標社会の文学や規範に影響を受ける活動だ。 

3 三つの作品の比較 

 この章では、ブラジルのポルトガル語訳（これからブラジル訳）と日本訳を比較し、それぞれの国の

翻訳慣行や翻訳規範についての共通点や相違点を明らかにする。 

3-1. 人物や所の名前 

 以下の例を見ると、ある翻訳傾向が気づきやすい。それは、原文の固有名詞は日本語訳で英語が残っ

ていること。それに対して、ブラジル訳の作戦が異なり、全文ポルトガル語に訳されたということが分

かる。 

英語 ブラジルのポルトガル語 日本語 

1 Not for the first time, 

an argument had broken 

out over breakfast at 

Não era a primeira vez que 

irrompia uma discussão à mesa 

do café da manhã na rua dos 

プリベット通り４番地、朝食の席

で今朝もまたいざこざが始まっ

た。 
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number four, Privet 

Drive. 

Alfeneiros número 4. 

Privet Drive→ Alfeneiros→プリベット 

 「Privet Drive」は「プリベット通り」に訳され、いわゆる、翻字の変化と直訳という戦略が用いられ

た。「Privet」というのは植物の名前なので、ブラジル訳ではその植物のポルトガル語に訳された。つま

り、固有名詞であっても、ブラジルのポルトガル語に変更されたことがある。同様に、ブラジル訳では

登場人物の名前も変更されたことがある。以下のようになる。 

2 Mr. Vernon Dursley had 

been woken in the early 

hours of the morning by 

a loud, hooting noise 

from his nephew Harry's 

room. 

O Sr. Válter Dursley fora 

acordado nas primeiras horas 

da manhã por um pio alto que 

vinha do quarto do seu 

sobrinho Harry. 

バーノン・ダーズリー 氏は、甥

のハリーの部屋から聞こえるホー

ホーという大きな鳴き声で、早々

と起こされてしまったのだ。 

 

 上記に述べている通り、原文でその人物の名前は「Vernom」であるが、ブラジル訳で「Válter」にな

る。日本語訳では英語の名前はカタカナで書いており「バーノン」になる。読者は読むときに外国人の

名前であることがすぐ気付く。さらに、ポルトガル語で 「Válter」といえば厳しい人のイメージがあ

り、ハリーポッターのシリーズの人物を見ると、ハリーに対して大変虐待したひとであり、ふさわしい

名前ではないだろうか。 

 

3 Dudley gasped and fell 

off his chair with a 

crash that shook the 

whole kitchen; 

Duda ofegou e caiu da cadeira 

com um baque que sacudiu a 

cozinha inteira;   

ダドリーは息を詰まらせ、いすか

らドスンと落ち、キッチンがグラ

グ ラッと揺れた。  

 例 3 を見ると「Dudley」という人物はブラジル訳で「Duda」になる。ブラジルでは、「Duda」はよく

知られている可愛がられているようなニックネームである。それに対して、日本語訳では、先の例と同

じように英語が残っている。 

4 "We're a little way 

outside the village," 

said George. 

– Moramos um pouquinho fora 

da cidade – disse Jorge. – 

「僕らの家は」ジョージが話しか

けた。  

 例 4 では、ブラジル訳で「George」は「Jorge」になる。やはり、違う名前だが、発音的に、似てお

り、ブラジル人としていいやすい。日本訳では残ってる英語のパターンは維持されている。 

5 "We'll all meet at 

Flourish and Blotts in 

– Vamos nos encontrar na 

Floreios e Borrões dentro de 

「一時間後にみんなフローリシ

ュ・アンド・ブロッツ書店で落ち
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an hour to buy your 

schoolbooks," said Mrs. 

Weasley, setting off 

with Ginny. "And not one 

step down Knockturn 

Alley!" she shouted at 

the twins' retreating 

backs. 

uma hora para comprar o 

material escolar – disse a 

Sra. Weasley, se afastando 

com Gina. – E nem pensar em 

entrar na Travessa do Tranco! 

– gritou ela para os gêmeos 

que seguiam na direção 

oposta. 

合いましょう。 教科書を買 わな

くちゃ」 ウィーズリーおばさんは

そう言うと、ジニーを連れて歩き

だした。  「それに、『夜の闇横

丁』ノクターン横丁に一歩も入っ

てはいけませんよ」どこかへずら

かろうとする双子の背中に向かっ

ておばさんは叫んだ。   

 例 5 で原文は「Flourish and Blotts」しか書いていないが、日本訳は「フローリシュ・アンド・ブロッ

ツ書店」となり、「書店」という説明が追加されている。たしかに、英語はまだ残っているが、その店は

どのような店を明確にさせるために「書店」が追加された。さらに、「Knockturn Alley」は日本語訳で漢

字に訳すが漢字のふりがなは英語の発音が残っていると分かった。また、その道はどんな道を明確させ

るように「横丁」が追加された。ブラジル訳では全部ポルトガル語に訳した。「Floreios」は優雅な手書

きという意味があり、「Borrões」は染みという意味がする。やはり、羽根ペンで書くとき失敗があり、

染みが出るはずである。「Knockturn」は英語のことば遊びで、相手にぶつかるという意味があり、ブラ

ジル訳ではその意味が維持された。 

 

6 "What does your dad do 

at the Ministry of 

Magic, anyway?"  "He 

works in the most boring 

department," said Ron. 

"The Misuse of Muggle 

Artifacts Office." 

– Afinal, que é que seu pai 

faz no Ministério da Magia? – 

Ele trabalha no departamento 

mais monótono de todos – disse 

Rony. – O do Controle do Mau 

Uso dos Artefatos dos 

Trouxas. 

「お父さんは、魔法省でどいうい

うお仕事なの？ 」 「一番つまん

ないとこさ」とロン。 「マグル製

品不正使用取締局」「なに局だっ

て？ 」  

 例 6 で、先わかった傾向と異なり、日本語訳では魔法の世界の行政機関は翻訳された。「マグル」だけ

英語でのこっている。ブラジル訳で、全部ポルトガル語に訳された。 

7 A lopsided sign stuck 

in the ground near the 

entrance read, THE 

BuRRow.  

Em um letreiro torto enfiado 

no chão, próximo à entrada, 

lia-se A TOCA.  

 入り口近くに看板が尐し傾いて

立っていた。 ＜隠れ穴＞と書いて

ある。  

 例 7 はさきの例の同じく、固有名詞に関わらず、日本語訳で日本語に訳された。意味的に、原文と多

言語訳は同様である。 
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8 "Turn back, turn back, 

I don't want to talk to 

Moaning Myrtle -" 

Deem meia-volta, deem meia-

volta, não quero falar com a 

Murta Que Geme... 

 「 戻 っ て 、 戻 っ て よ 。 

『
なげき

;嘆きのマートル』とは話

したくないの…… 

 

 例 8にある人物の名前はその人物の特徴が入っている。ポルトガル語と日本語はその特徴が訳された。 

「Que Geme」・「嘆きの」。しかし、人物の名前自体にポルトガル語にだけ訳された。日本語訳では英語が

残っている。「Murta」 ・「マートル」。面白いことに、「Murta」という発音はポルトガル語ですれば「亡

くなった女性」という表現と似ている。 

 

9 "Ginny," said Ron in an 

undertone to Harry.  

– Gina – disse Rony baixinho 

para Harry.  

「ジニー」ロンが小声でハリーに

ささやいた。  

 例 9 で、「Ginny」という人物の名前は、ポルトガル語で「Gina」になり、日本語で英語と同様に「ジ

ニー」が維持されている。 

10 "Out of the way, 

there," he snarled at 

Ron, moving back to get 

a better shot. "This is 

for the Daily Prophet -" 

– Saia do caminho, você aí – 

rosnou ele para Rony, 

recuando para se posicionar 

em um ângulo melhor. – 

Trabalho para o Profeta 

Diário. 

「そこ、どいて」カメラマンがア

ングルをよくするためにあとずさ

りし、ロンに向かって低く唸るよ

うに言った。  「日刉預言者新聞

の写真だから」 

 例 10 で、例 6 例 7 と同様に、日本語訳でも固有名詞が翻訳された。 

11 Ron's magic wand was 

lying on top of a fish 

tank full of frog spawn 

on the windowsill, next 

to his fat gray rat, 

Scabbers, who was 

snoozing in a patch of 

sun. 

A varinha de condão de Rony 

estava em cima de um aquário 

cheio de ovas de rã, no 

peitoril da janela, ao lado do 

seu rato cinzento e gordo, o 

Perebas, que tirava um 

cochilo numa nesga de sol. 

ロンの魔法の杖は窓枞のと ころ

に置かれ、その下の水槽の中はび

っしりと蛙の卵がついている。 そ

の脇で、太っちょの 灰色ねずみ、

ロンのペットのスキャバーズが日

溜りでスースー眠っていた。   

 

 例 11で「Scabbers」という人物は日本語訳で英語が残っており、カタカナで書いてある。英語で「Scab」

は傷のかさぶたという意味があり、ブラジルのポルトガル語訳で「Perebas」は傷、汚いこと関連して使

われる言葉。 

 

12 I noticed, in my search 

of the park, that 

considerable damage 

seems to have been done 

to a very valuable 

Whomping Willow," Snape 

went on.  

 

– Reparei na minha busca pelo 

parque que houve considerável 

dano a um Salgueiro Lutador 

muito valioso – continuou 

Snape. 

 

「我輩が庭を調査したところに

よれば、非常に貴重な『暴れ柳』

が、相当な被害を受けたようであ

る」スネイプはネチネチ続けた。 
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 以上の例で、日本語訳の「Whomping Willow」という木の名前は「暴れ柳 」となり、原文の名前の

本質を維持するためにさきの翻訳のストラテジーの傾向に逆らって、英語が残らず日本語に訳された。 

 以上から分かったことのように、一般的に、ブラジル訳と日本訳には異なるストラテジーが使用さ

れた。日本訳では原文に書いてあるように訳される傾向がより多いということが分かった。 例えば、

「Privet Drive」は「プリベット通り」と訳され、いわゆる、翻字の変化と直訳という戦略が用いられ

た。ブラジル訳では登場人物の名前が変更されたことが多かった、例えば例 1，2，3，4，5，8などであ

る。逆に、日本訳では原文に書いてある通りそのまま訳された、つまり、カタカナで表記し、英語の音

を残したということである。なぜブラジル訳に固有
こ ゆ う

名詞
め い し

が訳されたかというと、Nord（2003）によると、

文芸翻訳にはその傾向がよくあるそうである。固有名詞はいくつかの役割があり、例えば情報を伝える

こと、すなわち、その名前はどの文化からが来たのを指摘することや、ある人物の情報を表すことな（例

えば性別、文化的に決まっている性格）などである。そのような訳し方は帰化（Naturalization）と呼

ばれる。帰化とは、原文にある名前を目標社会にある名前に変更するというプロセス（Dukmak, 2012, 

p.49） (例えば例 2，3，4)。  

 以上述べたように、やはり、ブラジルのポルトガル語訳の固有名詞の翻訳は人物の性格や外見、様子

などを表現するために選択されたと分かった。一方で、日本語訳では、カタカナで翻音
ほんおん

というストラテ

ジーがよく使われていることが分かった。Dunmak(2012)によると、そのようなストラテジーは正書法
せいしょほう

適応
てきおう

(Orthographic adaptation)と呼ばれる。しかし、固有
こ ゆ う

名詞
め い し

の項目の日本語翻訳のストラテジーの中

で主に２つの傾向があると明らかにした。先ず、一般的には人物の名前は英語が残り、カタカナで正書法
せいしょほう

適応
てきおう

が行われる。一方で、魔法の世界の行政機関や、店舗、家や道などの名前は日本語に訳された場合

もあった（例えば例 6，7，10）。  

 さらに、Dukmak (2012) は、名前を変更する動機がいくつかがあると述べた: 

1. Nature of the name(名前の性質) 

名前の性質というのは名前の意味と異質さ、すなわち、外国風の名前であるために読者にとって発音

がしにくいので、翻訳のときに、意識して名前の変更が行われる。 

2. Textual factors (本文的な要因) 

 固有名詞の訳し方は、翻訳者によって異なる。それは、文章の文脈によるものである。作品の中で、

どうやって名前は使用されることによって訳し方が違う。本文の中に名前で作った言葉遊びやなぞなぞ

などがあれば、それを翻訳者の選択に影響を及ぼすことがある。 

3．The translator's frame of reference(翻訳者の世界観) 

 このカテゴリーには、翻訳者の知識、経験、研究歴学史、自国の文学の影響動向、翻訳者自身の価値

観などが含まれている。 

  Hermans (1998, p.14) によって、固有名詞の翻訳のストラテジーが分かってから、作品の一般の

翻訳規範が分かる: 

 

In that sense the scrutiny of proper names in translated texts can constitute a useful phase 

in the analysis. In its strongest form the claim made here would be that the translational 

norms underlying a target text as a whole can in essence be inferred from an examination of 

the proper names in that text。 
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 やはり、日本語訳の固有名詞の翻訳ストラテジーを観察するだけで、作品全体的にどのような翻訳

ストラテジーが使用されたのか仮設できる。基本的には、それぞれのストラテジーが存在するが、よく

使われるのは英語を残して、カタカナで書くということが分かった。予備的な仮説として、日本語訳は

異質化の傾向があり、日本語で書いていることに関わらず、原文の文化がよく感じられる。一方で、ブ

ラジル訳は受容化の傾向が見られる。人物の名前だけではなく、行政機関や店などが訳された。英語と

ポルトガル語がローマ字で使用されるため、訳されていない人物の名前でもあまり違和感をさせずに読

書の進行はスムーズになると考えられる。日本訳の中でもう一つのストラテジーは英語を残し、説明の

追加があるという方法である（例えば例 5）。そのような分析から日本とブラジルのほとんどの翻訳規範

が分かった。Toury（1995） によると、翻訳規範は翻訳が行われる現状や現場に影響受けるということ、

いわゆる、原文の文化または目標文化から出るルールのことである。さらに 、Chesterman (1993) は

翻訳の規範の中で、読書者の期待が翻訳の作成に影響を与えると述べた。 期待する規範は翻訳につい

ての許可的判断を許容する。したがって、読者は特定の種類のテキストについて何か「妥当」で「許容

可能」な翻訳であるかという見解を持ち、こうした期待に沿う翻訳を承認するからである (Munday、2008， 

p.183) 。読者として読んだ場合、ブラジルのポルトガル語訳ではある人物にブラジルらしい名前が付

けられており、元々ブラジルの作品のような気がした。もしかしてブラジルの翻訳システムでは受容化
じゅようか

の戦略がよく使用されるとしたら、日本語訳ではどのようになるのであろうか。以下では、その分析を

行う。 

3-2. 魔法の世界に関係がある言葉 

 

 

 

 

13 

The Dursleys were what 

wizards called Muggles (not 

a drop of magical blood in 

their veins), and as far as 

they were concerned, having 

a wizard in the family was a 

matter of deepest shame.  

Os Dursley eram o que os bruxos 

chamavam de trouxas (sem um 

pingo de sangue mágico nas 

veias) e na opinião deles ter 

um bruxo na família era uma 

questão da mais profunda 

vergonha.  

ダーズリー一家は、魔法族から

「マグル(魔法の血が 一滴も

流れていない)」と呼ばれる人

種で、家族の中に魔法使いがい

るなんて、この一家に してみ

ればこの上なく恥ずかしいこ

となのだ。  

  

以上の例では「Muggles」という魔法に関係がある言葉からさきの章の傾向が維持されていることが分

かる。つまり、日本語訳では英語を残していた。ブラジル訳をみると「Muggles」は「trouxas」に訳さ

れた。ブラジルのポルトガル語で「trouxas」は「馬鹿な人」という意味である。 

 

 

14 

Every year, this aged old 

hat, patched, frayed, and 

dirty, sorted new students 

into the four Hogwarts 

houses (Gryffindor, 

Hufflepuff, Ravenclaw, and 

Slytherin). 

 

 

Todo ano, aquele chapéu antigo, 

remendado, esfiapado e sujo, 

selecionava os novos alunos 

para as quatro casas de 

Hogwarts (Grifinória, Lufa-

Lufa, Corvinal e Sonserina). 

つぎはぎだらけで、擦り切れ、

薄汚れた年代物のこの古帽子

が、毎年新入生をホグワーツの 

四つの寮に組分けする（グリフ

ィンドール、ハッフルパフ、レ

イブンクロー、スリザリ ン）。  

 

 以上のブラジル訳では先の例と同様に、ホグワーツの 四つの寮の新言に訳された。一方で日本語訳
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は英語と同じく、ただ翻字の変化があったと分かった。 

 

15 Meanwhile, Professor 

McGonagall, a bespectacled 

witch with her hair in a 

tight bun, was placing the 

famous Hogwarts Sorting Hat 

on a stool before the 

newcomers. 

McGonagall, uma bruxa de óculos 

que usava os cabelos presos em 

um coque, estava colocando o 

famoso Chapéu Seletor sobre um 

banquinho diante dos recém-

chegados. 

新入生の前で、かの有名な組分

け帽子を丸い椅子にの上に置

いて いるのは、魔女のマクゴ

ナガル先生だ。 メガネをかけ、

髪を後ろできつく束ねてまと

めてい る。 

 

 以上の例で、多言語訳ではそれぞれの言語に原文の「Sorting Hat」が翻訳された。 

 

16 But that's what the Seeker's 

got to do, because a game of 

Quidditch doesn't end until 

the Snitch has been caught.  

Mas é isso que o apanhador tem 

que fazer, porque um jogo de 

quadribol não termina até o 

pomo ser capturado. 

だけどシーカーはそれを捕ま

えなく ちゃいけないんだ。 だ

って、クィディッチの試合は、

スニッチを捕まえるまでは終

わらない 

  

以上の例で、日本語訳の翻訳戦略は英語が残っていることだけである。それに対して、ブラジル訳は原

文とまったく違う。「Quidditch」というスポーツの用語はブラジル人がよく理解できる分野に基づいて

新語が作られた。その分野はサッカーである。ブラジルのポルトガル語訳の翻訳者、Wyler さんは以下

のように述べた: 

Quidditch terminology was completely reformulated after well-known games, as well as by 

consulting various dictionaries to find possible equivalents where sources were unknown. As 

the game is played with four balls it became “quadribol,” “quadri,” a common Latin suffix 

and “bol” as in “futebol”: “Quaffle,” “goles,” a word borrowed both from a reddish 

color in heraldry and the onomatopoeic “quaff,” swallowing drink in one “gole” or 

continuous “goles”; Golden Pome or Snitch, “pomo de ouro,” is none other than the Greek 

mythological pome; Portuguese names for “goal posts,” “goalkeeper,” “chaser,” 

respectively “balizas,” “goleiro” and “artilheiro” are football terms; “seeker” became 

“apanhador,” bludger, “balaço” and “beater,” “batedor”; –[…]（WYLER, 2003, p.9）. 

 

 

17 His exam results came the 

day before you did; twelve 

O.WL.s and he hardly 

gloated at all."  

"Ordinary Wizarding 

Levels," George explained, 

seeing Harry's puzzled 

look. 

 O resultado das provas dele 

chegou um dia antes de você; 

doze N.O.M.s e ele nem 

cantou vitória. – Níveis 

Ordinários em Magia – 

explicou Jorge, vendo o 

olhar intrigado de Harry. – 

Gui recebeu doze também. 

君が到着する前の日に、統一試験の結果が着

いたんだけど、なん と、パーシーは十二学科

とも全部パスして、『十二ふくろう』だったの

に、ニコリともしな いんだぜ」 「『ふくろう』

って、十五歳になったら受ける試験で、普通

（Ｏ）魔法（Ｗ）レベル（Ｌ） 試験、つまり

頭文字をとってＯ・Ｗ・Ｌのことさ」 ハリー

がわかっていない顔をしたので、ジョージが

説明した。  「ビルも十二だったな。 
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 例 17で、「O.WL.s」というテストは日本語に直訳された「ふくろう」。日本語訳で原文にある「ふくろ

う」に言及している言葉遊びを維持され、テストの名前の頭字語を英語で残した。しかし、対象者は主

に子供たちの読者なので、英語が理解できない読者がいるはずである。このように言葉遊びを維持する

のは文章が完全に理解されるとは限らない。「O.WL.s」は「Ordinary Wizarding Levels」というテスト

の略語なので「ふくろう」の翻訳しても日本語での略語に相当しない（普通・魔法・レベル）。ブラジル

訳では「N.O.M.s」という略語になり、ポルトガル語でのテストの名前（Níveis Ordinários em Magia）

に相当する。 

 

18 "He's never traveled by Floo 

powder," said Ron suddenly.  

"Sorry,Harry, I forgot. 

– Ele nunca viajou com Pó de 

Flu – disse Rony de repente. – 

Desculpe Harry, eu me esqueci. 

ハリーはあせった。  「ハリー

は暖炉飛行船粉《フルール・パ

ウダー》を使ったことがないん

だ」 ロンが突然気づいた。  

「ごめん、ハリー、僕、忘れて

た」  

 

 以上の例で、日本語訳では漢字を通じて、英語で書いてある言葉の論理的な意味を表し、カタカナで

英語の発音も表記している。 

 先の「人物と所の名前」という章で述べた通り、魔法の世界に関連する言葉の翻訳戦略と共通の傾向

があるということが分かった。ブラジル訳では、原文の言葉を説明し、より読みやすいバージョンを作

成することが多かった。一方で、日本語訳では、シーカー、スニッチ、および関連項目など、同じ単語

を選び、翻字というストラテジが使用された。つまり、ブラジル訳は元のテキストがポルトガル語で書

かれたもののように見えるが、日本語訳は明らかに翻訳された作品であるに違いない。日本語訳と比べ

るとブラジル訳の翻訳者は原文の言葉を使わず、新語を作成した。ブラジル人の翻訳者 400以上の新語

を作った。新語のようなシフトを通じてストリーのユーモアが伝わったと考えられる(Fernandes, 2001)。

魔法に関連する言葉をどのように翻訳したのかについて、Wyler というブラジル人のハリーポッタの翻

訳者は以下のように述べた: 

Names of charms and hexes were in Latin and so remained or were corrected as in the case of 

“Relashio,” really “Relaxo”; – All other names were translated, using the linguistic 

possibilities of suffixing, prefixing, combining up to three words, reinstating words that 

had fallen into disuse, or adopting regionalisms.（WYLER, 2003, p.9）. 

 

 以上の内容から、ブラジル訳の翻訳規範を確認できる。先ず、ブラジルの翻訳者にブラジル人が容易

に理解できる分野に基づいて改作を行い、新語が４００以上作成した。ブラジルの翻訳者は、ブラジル

の社会に存在するものに基にして、ある程度外国の作品をブラジル人の読者に近づけた。そのためブラ

ジルの読者にとって分かりやすい翻訳になっている。 

 そのような点に関して、日本語訳では新語というよりもむしろパラフレーズと直訳というストラテ

ジーがよく使用されたと明らかになった。どうやってそのようなストラテジーが行うのかというと、漢

字を通じて、英語で書いてある言葉や表現の論理的な意味を表し、カタカナで英語の発音も表記する方

法ということ（例えば例 18）。 
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 しかし、基本的に、固有名詞の翻訳ストラテジーと同じく、ブラジル訳は目標テキスト重視の翻訳方

略を採り、多くの名前が変更され、人物の特徴や性格を表現しながら新しく創造する。それに対して、

日本語訳は原文テキスト重視の翻訳方略を採り、英語原文の語彙項目を維持する傾向がある。目標テキ

ストの読者が発音しにくい言葉や理解できない部分に直面する可能性があっても、日本語訳では英語に

中心した方略を採った。 

 

3-3. 人物の話し方/丁寧さレベル 

 

英語 ブラジルのポルトガル語 日本語 

19 "Dobby, sir. Just Dobby. Dobby, meu senhor. Apenas 

Dobby. 

 「ドビーめにございます。 ドビ

ーと呼び捨ててください。 

20 "Oh, yes, sir," said 

Dobby earnestly. "Dobby 

has come to tell you, 

sir ... it is difficult, 

sir ... 

– Ah, claro, meu senhor – 

disse Dobby muito sério. – 

Dobby veio dizer ao senhor, 

meu senhor... é difícil, meu 

senhor... 

「はい、そうでございますとも」

ドビーが熱っぽく言った。 「ドビ

ーめは申し上げたいこと があって

参りました…… 複雑でございまし

て…… 

211 "Oh, no, sir, no ... 

Dobby will have to punish 

himself most grievously 

for coming to see you, 

sir. 

– Ah, não senhor, não... 

Dobby terá que se castigar 

com a maior severidade por 

ter vindo vê-lo, meu senhor. 

「めっそうもない…… ドビーめ

はこうしてお目にかかりに参りま

したことで、きびしーく自 分をお

仕置きしないといけないのです。 

22 Harry Potter must not 

put himself in peril. He 

is too important, sir!" 

Harry Potter não deve se 

expor ao perigo. Ele é 

demasiado importante, meu 

senhor! 

 ハリー・ポッターは危険に身をさ

らしてはなりません。 ハリー・ポ

ッターはあまりにも大切なお方で

す！ 」 

  

 以上に「ドビー」という人物の話したを述べた。その人物の物言いの特徴は: 

a) 「ございます/ください」の使用:ドビーは非常に丁寧な話し方をし、相手に対して尊

敬を表示していると分かった。 

b) 「申し上げたい」と「お目にかかりに参りました」と「め」のような謙譲語:ドビーは

自分を謙遜しながら相手に対して敬意を表している。 

c) 「お方」の美化語:また、相手に対して敬意を表示するのに美化語が使用している。要

すると、ドビーの物言いは屈従と敬意を表す。それは人物の役目によく合う、なぜかドビーは屋

敷しもべ妖精なので、人間に対して尊敬する行動をしなければ体罰を受けるからである。 

 

 

23 "I didn't mean -" "WHAT 

HAVE I TOLD YOU," 

thundered his uncle, 

spraying spit over the 

table, "ABOUT SAYING THE 

`M' WORD IN OUR HOUSE?" 

– QUE FOI QUE JÁ LHE DISSE 

– trovejou o tio, borrifando 

saliva pela mesa. – RELAÇÃO 

A DIZER ESSA PALAVRA COM 

“M” NA NOSSA CASA? 

「おまえに言ったはずだな？」お

じさんの雷が落ちた。 「この家の中

で『ま』のつく言葉を言ったらどう

なるか」おじさんはテーブルのあち

こちに唾を吐き散らしながら喚い

た。 

24 One more sound and 

you'll wish you'd never 

been born, boy!" 

Mais um ruído e você vai 

desejar nunca ter nascido, 

moleque! 

度音をたててみろ、生まれて きた

ことを後悔するぞ。わか  った

な！ 」 
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 以上は 「バーノン」という人物の話し方である。その話し方はハリーに対して軽蔑を表しているこ

とが分かった。その物言いの特徴は以下のようになる: 

a) 「みろ」という命令形:バーノンはハリーに対して命令形で話しており、支配的な態度

を示していると分かった。その物言いは人物の性格と合うということも明らかにした。 

b) 男子の話した方を表す「ぞ」という語:バーノンは男性らしい口調で話しており自分の

大切さを主張している。 

c) 相手を指すのに「おまえ」という代名詞: バーノンはハリーを「おまえ」と呼び、相

手に対する軽視を表示している。 

d) あまり丁寧ではない質問を表す「か」という語:丁寧ではない文型を使用し、バーノン

は相手を軽んじる意図が感じられると観察あった。 

 したがって、例文 23と 24はバーノンという人物の話し方を通じてその人物の性格は読者に伝わる。

その物言いを通じてその人物の性格は男性性と攻撃性的と分かった。 

 

25 "Beds empty! No note! 

Car gone - could have 

crashed - out of my mind 

with worry - did you care? 

- never, as long as I've 

lived you wait until your 

father gets home, we 

never had trouble like 

this from Bill or Charlie 

or Percy -" 

– As camas vazias! Nenhum 

bilhete! O carro 

desaparecido... podia ter 

batido... louca de 

preocupação... vocês se 

importaram?... nunca em 

minha vida... esperem até 

seu pai voltar, nunca 

tivemos problemas assim com 

o Gui nem com o Carlinhos nem 

com o Percy... 

「ベッドは空っぽ！ メモも書い

てない！ 車は消えてる…… 事故

でも起こしたかかもしれない …… 

心配で心配で気が狂いそうだった

…… わかってるの？ …… こんな

ことは初めてだわ……  お父さん

がお帰りになったら覚悟なさい。 

ビルやチャーリーやパーシーは、こ

んな苦労はか  けなかったのに

…… 」  

 

 以上は「ウィーズリー夫人」という人物の話し方の例になる。その人物の明らかにした物言いの特徴

は: 

a) 「わ」女性によく利用される文末の語: ウィーズリー夫人の話し方は女性らしく、柔

らかいということが理解できた。 

b) ご主人に対しても尊敬語を使用される「お帰りになったら」と分かった。 

興味深いことに、原文にご主人に対する尊敬語の表現がなくても日本語訳にはそのようなニュアン

スが入ってきた。 

 

26 I noticed, in my search 

of the park, that 

considerable damage seems 

to have been done to a 

very valuable Whomping 

Willow," Snape went on. 

– Reparei na minha busca 

pelo parque que houve 

considerável dano a um 

Salgueiro Lutador muito 

valioso – continuou Snape. 

 

「我輩が庭を調査したところによ

れば、非常に貴重な『暴れ柳』が、

相当な被害を受けたようである」ス

ネイプはネチネチ続けた。 

27 "Or maybe," said a very 

cold voice right behind 

them, "he's waiting to 

hear why you two didn't 

arrive on the school 

train." 

 

– Ou vai ver – disse uma voz 

muito seca atrás deles – 

está esperando para saber 

por que vocês dois não 

chegaram no trem da escola. 

 

「もしかしたら」二人のすぐ背後

でひどく冷たい声がした。  「その

人は、君たち二人が学校の汽車に乗

っていなかった理由をお伺いしよ

うかと、お待ち申し上げているかも

しれないですな」 
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 最後の分析された人物の話し方はセブルス・スネイプの物言いである。スネイプは傲慢な人物で、話し

方だけみたらすぐ理解できる。以下にその物言いの特徴を述べる: 

a) 自分を指す言葉の「我輩」:自分を指すのにその物言いは傲慢を表される。 

b) 「お伺いしようかと、お待ち申し上げている」のような語は皮肉として謙譲語を使用

する:その人物は相手に対して謙虚な表現を使いながら皮肉が含められている。 

 スネイプは学生に対して尊敬を表す意志がなく、その人たちに対する軽蔑を表すために謙譲語を使用

すると分かった。 

上記の例文は役割語の例である。人物の物言いという範疇を通じて明らかになった要点がいくつあっ

た。日本語の特徴の中で尊敬語と謙譲語
けんじょうご

があり、相手に対して謙虚さや敬意を表す表現がある。原文に

ないニュアンスでも以上の日本語訳の例文に入っており、ある人物の特色を強調するために尊敬語や謙

譲語を使用されたという翻訳戦略があった。このような文学的な技法は役割語と呼ばれている。 

Teshigawara と Kinsui（2012）によって、役割語は日本のポップ文化の日本のフィクションの一部と述

べた: 

Often in Japanese fiction and popular culture, a character’s vocabulary and grammar vary 

greatly according to the person’s attributes (gender, age, social status, occupation, region 

of residence or birthplace, appearance, personality, etc.). Consequently, one can infer the 

type of role portrayed from the character’s vocabulary and grammar (TESHIGAWARA; KINSUI, 

2012, p.125).  

 

 確かに、役割語は日本語の実際の言語使用から発生し、フィクションに維持される文学的な技術であ

る。ある人物の話し方だけみれば、日本人は連想でき、人物の性格などが理解できる。原文にないニュ

アンスも入ってくるので興味深い翻訳ストラテジーのではないだろうかと思われた。つまり、役割語を

通じて人物の性格や役目が協調されていると分かった。 

3-4. 様々な表現 

 

英語 ブラジルのポルトガル語 日本語 

28 Load of dung - Dad reckons 

he was right in You-Know-

Who's inner circle." 

  

Um monte de bosta... Papai 

acha que ele fazia parte do 

círculo íntimo de Você-Sabe-

Quem. 

ウソ八百さ――パパは

やつが『例のあの人』の

腹心の部下だったと思っ

てる」 

29 "YOU COULD DO WITH TAKING A 

LEAF OUT OF PERCY'S BOOK. 

– VOCÊS PODIAM SE MIRAR NO 

EXEMPLO DO PERCY!  

「パーシーの爪のあか

でも煎じて飲みなさい！ 

 

 様々な表現ではそれぞれの戦略が明らかにした。日本語訳では悪口や卑語
ひ ご

の使用が緩和
か ん わ

されている

と分かった。例 28を見ると、原文では 「load of dung」という表現が使用されており、同様に、ブラ

ジル訳で相当する表現が使用された。一方で日本語訳では「嘘八百」という表現が使われた。意味的に

は、ポルトガル語と日本語は同等である。ただし、表現の意味合いには微妙な違いがある。さらに、卑語
ひ ご

の使用は人物の物言いや性格を表し、もしそのようなニュアンスがなければ、その人物のイメージも変

わるではないだろうか。例 29を見ると、原文には「YOU COULD DO WITH TAKING A LEAF OUT OF PERCY'S」

という慣用語句があり、日本語訳では相当する慣用語句が使用された。一方で、ブラジルのポルトガル

語訳では、翻訳戦略として、意味翻訳が行われた。日本語訳では、原文の慣用句を同等の表現に翻訳す
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ることが戦略とされた。人の爪の垢を煎じて飲むというのは優秀な人の行動を見習うという意味がする。

価値的に、原文の文章と同等である。 

  ここまで、ミクロ分析（文章や文型の分析）を通じてブラジル訳と日本語訳の翻訳規範を明らかに

した。以上のカテゴリーを使用し、ブラジル訳と日本語訳ではそれぞれの翻訳戦略が採用されたことが

分かった。それぞれの翻訳戦略は翻訳慣行と出版的な慣行があるということもわかった。ブラジルと日

本の文学システムが異なり、ある作品は対象読者に受け入られるためには、いくつかの翻訳規範を従う

必要がある。次の章ではマクロ分析を行っていき、文章以外の翻訳のプロセスを検討していく。 

4.マクロ分析: 作品の言語外の側面 

 

 本章に文型以外の側面を紹介する、いわゆる、作品の基本的な情報・表紙のレイアウト・有名な雑誌

のレビューの有無・翻訳者の名前の位置である。そのような作品の要素を調べると、翻訳された作品は

目標文化の文学システムの中でどの位置にするのか検証する。以下の表に作品の基本的な情報を述べ

る: 

 

 

 

4-1. マクロ分析: 表紙と裏表紙  

 先ず、原文と訳された作品の表紙の共通点や相違点検討する。人気がある作品なので、ハリーポッタ

ーのシリーズは版数が多いが、２０００年の版を出発点としてマクロ分析が行われる。 

原文 

 
 

- 著者名 発行

年 

作家/ 翻訳者 出版社 

英語 Harry Potter and the Chamber of 

secrets 

1998 J.K Rowling Bloomsbury 

ブラジルのポ

ルトガル語訳 

Harry Potter e a Câmara secreta 2000 Lia Wyler Rocco 

日本語訳 ハリーポッターと秘密の部屋 2000 Yuko Matsuoka  
静山社
さいざんしゃ
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ブラジル訳 

 
 

日本訳 

  
  

原文とブラジル訳の初版の表示はだいたい同等である。フォントの色は少し違いがあるが絵的な要素

が同じである。原文の裏表紙では優れた雑誌による肯定的な評価が示されている。一方で、ブラジル訳

の裏表紙には本のまとめがある。ブラジル訳には作家の名前しか表示されていないということが分かっ

た。それに対して、日本訳では作家と翻訳者の名前は表示されている。日本訳ではいくつかのポイント

は重点する必要があり、以下にのべる: 

1. 原文とブラジル訳と比較すると、日本語訳は多くの点が異なる。先ず、表示のスタイルと要素。原

文にある鳥が維持され、同じ色を使用されても、表示がまったく異なる。 

2．本のタイトルは日本語だけではなく、英語も残っている。一見だけしたら外国の作品ということが分

かる。したがって、読者は本を購入する時、2 つのことが分かり、一つはその作品は元々英語で書かれ

た作品。もう一つのはその作品は翻訳されたことが分かる。その知識を持ち、その作品に対して、期待

を作りはじめる。 

3．翻訳者の名前は表示に存在する。その表示を通じて翻訳者の役割が認識できる。 

4．裏表紙では本の価格・出版の名前・まとめ・優秀な雑誌による固定的な判断が存在する。そのよう

な評価があれば、読者は作品に対しての期待や関心に高まる。 
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4-2. 章の区切りかた 

 原文と目標のテキストにおいて、区切り方は同等であることが明らかになった。総計 18 章がある。

原文には章の番号とタイトルが付与されているが、ブラジル訳では章のタイトルが省略されている。以

下にある通り、日本語訳においては、英語と日本語の両方のタイトルが併記される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4-3. 本の内部構成 

 原文とブラジルブラジル訳では西洋の読み方に従って左から右へと水平に読まれる順序を追ってい

る。それに対して、日本語訳には和式の読み方に従い、右から左へ、垂直に読まれる順序を追っている。

さらに、日本訳では章のタイトルの位置に絵も付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語訳の章 

 

原文の章の区切りかた:目次  ブラジル訳の章の区切りかた:目次 日本語訳の章の区切りかた:目次 

原文の章 ブラジル訳の章 
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4-4. 小説のパラテクスト（Paratextual elements） 

 

 小説のパラテクストはとは小説に付いている情報、すなわち、作品に関連する読者のため書かれた

テキスト。例えば、著者と翻訳者の情報やあらすじなどである。他には題名・副題・筆名・前書き・献

辞・題辞・序文・章題・注・跋文・後書きもある。そのような要素があるか確認した。以下のように述

べる。先述べた通り、原文と日本語訳の裏表紙では 有名な新聞や雑誌から寄せられたいくつかのレビ

ューやコメントが載せてある。さらに、原文では作品に授与された賞のリストもある。 

 

原文に授与された賞のリストとポジティブの判断 

 
 

日本語訳では小説のパラテクストが多く、作品に関する追加情報が提供され、それによって翻訳プロ

セスについても情報がある。一つ目のパラテクストは以下の雑誌。その雑誌に、第一券の本のまとめが

あり、第二券の本の暗示が付いている。その通信は日本っぽく、日付でも日本の時代が書いてある。そ

の上に、第二券新たに出た人物の名前と短い紹介が述べている。第一券から続けて登場人物も再紹介が

ある。 
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 二枚目のページでは興味深い情報が入っている。ク ィ デ ィ ッ チというスポーツのやり方・主な

登場動物・ホグワーツ魔法学校の４つの寮に関する情報・マグルのための辞書はきちんと書いており、

やはり日本人の読者は読みながらの参考になるはずである。たしかに、ハリーポッターは一般の世界で

はなく、魔法の世界のいくつかの新しいものがあり、そのようなガイドラインがあるからこそ作品は自

体に読みやすくなるじゃないだろうか。 

 
 

 もう一つのパラテクストはブックカバーにあるのフロントフラップ(front flap)とバックフラップ

(back flap)である。フロントフラップでは新しい登場動物と第一券から続けて登場する人物のことで

ある。バックフラップでは作家の紹介と第二券のあらすじは位置している。 
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 日本語訳では最後のパラテクストは、翻訳者の紹介である。その紹介は作品の情報カードと位置し、

作品を訳した人の学歴や専門的な経歴が追加されている。翻訳者の情報は、読者にとって、作品がその

分野の専門家によって翻訳されたことを保証し、本の信頼性を確保するためのものであると思われた。 

 

日本訳:翻訳者の名前の位置 

 
 

 原文と日本訳と比較すれば、ブラジルポルトガル語訳のパラテクストは少ないことが明らかになっ

た。先ず、日本語訳と比較すると、翻訳者の名前は表紙にない。翻訳者の名前はのどだけ位置する。そ

の上に、翻訳者の経験や学歴などの情報も不存在である。その翻訳者に関する情報の欠如は、ブラジル

に翻訳者の団体の地位や文学翻訳のシステムに位置を示している可能性があると思われる。 

 

フロントフラップ バックフラップ 
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ブラジル訳:翻訳者の名前の位置 

 
  

本章では、原文と目標テキストの対比を通じて、出版における戦略的な要素が明らかにされた。具体的

には、表紙の要素、本のまとめにおける有名雑誌によるレビューの有無、および翻訳者の名前の位置な

どに基づいて、さまざまな情報が得られた。まず、最初に、各国には異なる出版慣行が存在し、特定の

目的を達成するために、パラテクストの追加や表紙の構成の変更などの戦略が実施されていることが明

らかにした。ある国やある作品の翻訳慣行は文型の分析からだけ得られなく、本章で行われたようなテ

キスト外の要素の分析によっても得られる。 

 

5.まとめ 

 

 本研究では Toury の記述的翻訳研究とコーパス言語学の方法論に基づいて「ハリーポッターの秘密

の部屋」という作品の分析を行った。原文とブラジル訳と日本語の目標テキストのミクロ分析とマクロ

分析を明らかにされた点を通じて日本の文学システムとブラジルの文学システムの翻訳慣行がある程

度わかった。先ず、分析範疇からそれぞれの翻訳戦略が明らかになった。例えば、人物と所の名前、す

なわち固有名ブラジルポルトガル語訳と日本語訳は相違点いくつがあると分かった。ブラジルのポルト

ガル語訳ではすべての人物の名前は翻訳せずに、ある人物の名前が訳された。それで、場所の名前と行

政機関の名前はほとんど訳された。一方で、日本語訳では基本的な翻訳戦略は英語を残してカタカナで

名前を書くストラテジーはよく見られた。他の明らかにした戦略は行政と所の特徴が入る名前の場合に

その名前は翻訳された、例を採ると「暴れ柳」と「隠れ穴」である。他の分析カテゴリから同様な傾向

があったと分かった。魔法の世界に関係がある言葉はほとんどカタカナで英語が残っていた。興味深い

ことには、人物の話し方というカテゴリーでは日本語の役割語というものがよく使用されたと分かった。

人物の物言いを通じてその人物の性格や作品の中の役割が表現できる。原文にないニュアンスでも役割

語のおかげである人物の深みや特徴が追加された。混成範疇から明らかにしたことは、日本語訳には卑

語使用が緩和されていた。マクロ分析から明らかにしたことはブラジルと日本の出版慣行はだいぶ異な

るということ。表紙をはじめ、章の区切り方もパラテクストの存在も異なる。ブラジルの章の区切り方

といえばとタイトルが付与されていないものの、日本語訳ではタイトルが筆記されている。その上で、

小説と付いている情報テキストは日本語訳にはよくある一方で、ブラジルポルトガル語訳では少なく、
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翻訳者の情報もまったくないと分かった。そのようなことを通じて、ブラジル文学と日本文学の中で翻

訳された作品はどこに位置しているかある程度分かる。 

 結果的にブラジルの一般的な戦略は訳受容化(domestication)ということが分かった。受容化とは読

み手に違和感をさせないように、自国と似ている特性を通じて、読み手は読みやすい訳を作るというこ

と。それに対して、日本語訳の基本的な戦略は異質化（foreignization）ということである。異質化と

は異文化をそのまま、理解させるためにやさしい翻訳をせず、目標文化を異化することを重要視してい

ると考えられている。読書者に読みやすく訳せずに原文の国の文化的な言葉でもそのまま直訳のような

手段を使うと確認した。 

 しかしミクロとマクロ分析から明らかにした翻訳傾向は存在する唯一のものとしてまたは同様の状

況で複製されたものとして考えることはできない。分析から分かった翻訳の戦略と翻訳規範は分析され

たデータの範囲に限定されており、それらを一般化するのに、特定された翻訳規範を検証できるように

ハリーポッターのシリーズのすべての書籍を分析する必要がある。  

児童文学の翻訳規範を一般化できるようにするには、日本語に翻訳された最新の書籍も研究し、その

翻訳戦略を特定する必要があるだろうか。 

（以上、16567 字） 



21 

 

参考文献 

1) Gideon Toury (1995) 「The Nature and Role of Norms in Translation」『Descriptive Translation 

Studies and Beyond』号、p.16、John Benjamins. 

2)Andrew Chesterman (1993) 「From 'Is' to 'Ought': Laws, Norms and Strategies in Translation 

Studies」『Target』5号、p.20、John Benjamins. 

3)Jeremy Munday (2008) 「Introducing Translation Studies」号 2、Routledge. 

4)ジェレミー・マンデイ (2008) 「翻訳学入門」みすず書房 

5)李在鎬（2009）「コーパス基盤の言語研究」『比較日本学教育研究センター研究年報』第６号 

6)仁科恭徳（ -）「実践で学ぶコーパス活用術」、『研究社 Web マガジン  Lingua』＜

https://www.kenkyusha.co.jp/uploads/lingua/prt/13/NishinaYasunori1405.html＞（参照 2023/01/31） 

7)Christiane Nord (2003). "Proper Names in Translations for Children: Alice in Wonderland as 

a Case in Point." Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 48, n°1-

2, p. 182-196. 

8)Fernandes, L. (2001): "The Translation of Personal Names in Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone: A brief Statistical Report." National Translators Forum, Belo Horizonte. 

9)Lia Wyler (2003). "Harry Potter for Children, Teenagers and Adults." Meta: journal des 

traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 48, n°1-2, p. 5-14. 

10)Hermans, Theo (1988). "On translating proper names, with reference to De Witte and Max 

Havelaar." In Michael Wintle and Paul Vincent, eds. 1988. Modern Dutch Studies. London: 

Athlone, pp. 11-24. 

11)手重美保子、金水智史 (2011) 。「Modern Japanese 'Role Language' (Yakuwarigo): 日本文学と大

衆文化におけるフィクション化された口語表現」、『SOCIOLINGUISTIC STUDIES』、第 5巻、第 1号、p. 26-

40。発行日：2012年 4月 26 

https://www.kenkyusha.co.jp/uploads/lingua/prt/13/NishinaYasunori1405.html%EF%BC%9E%EF%BC%88%E5%8F%82%E7%85%A72023/01/31%EF%BC%89


22 

 

付属の資料: 本文にある例文から比較する言葉を抜き出したもの 
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