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Abstract: Recent studies indicate the differences between Tsundere expressions and Role Language which

is generally known as yαたタンッαrJ… gθ o Although bOth of these two speech styles represent the speaker's per―

sona,they are different in application that 7む

“
んグιrι is irelevant to the speaker's societal position.

For example, some subcategories of yaた 夕″αrj… gθ , such as hakase… go `doctor's speech' and ttθ sα

“
α―gθ

`young ladies' speech', stand for the languages used by particular social classes. In contrast, specch styles

such as 7む ′んグθrι and」Bθたた夕たθ mattifest the individual speaker's personality.

Focusing on these differences,the curent paper proposes to refer to the linguistic expressions of an indi―

vidual speaker's personality as ``Attribute Expressions" though they share the same basis with Role Lan―

guage.I argue that Attribute Expressions are in the process leading to Role Language. The specch used in

Maid Caf6s, for instance, utilizes Attribute Expressions that are in the process of changing into Role Lan―

guage.

要旨 :ツ ンデレ表現の研究の進展とともに,従来の役割語とは相違する面のあることが注意されるよ

うになった。特定の言語表現が特定の人物像をけて想起させるという点で,ツ ンデレ表現と役割語は

共通する。しかし,性格的属性とみなされるツンデレやボクっ娘などと,職業や階層等の社会的な属

性とみなされる博士やお嬢様とに,相違するフ点があるのは,あ きらかである。本稿では,ツ ンデレ表

現のような性格的な属性をしめす言語表現を「属性表現」と規定した。そして,役割語とは同一基盤

上にあるものの,そ のさしじめす人物像の相違する点から,「属性表現」は役割語の前段階ともいえ

るものであることを指摘 した。最近の例では,メ イド喫茶などでメイドの使用する接客用のことば

は,「属性表現」から役割語へと変化しつつあるものとかんがえられる。

は じめ に

ツンデレキャラクターとその表現は,マ ンガやアニ

メやゲームやライ トノベルなどの愛好者にとっては
,

基本的な知識ともいえるものである。そして,そ の使

用実態については,西田 (200802009a02009b)で

その一端を検討 した。また,それらのキャラクターの

使用する,言語表現そのものの特徴についても,富樫

(2008・ 2009)に おいて,解明されつつある。

ツンデレキャラクターの使用するツンデレ表現とさ

れるものは,「特定の人物像」と「言葉づかい」が対

応 している点では,役割語と類似 したものといえる。

しかし,研究の進展なかで,金水 (2003)以降研究の

なされてきた,役割語の典型的な例 とされる,博士や

お嬢様のことばとツンデレ表現との相違点が,次第に
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あきらかになつてきた。すなわち,社会的な属性をも

つ博士やお嬢様に対 して,ツ ンデレという存在はツン

ツンとデレデレという性格的な属性をもつキャラクタ

ーとして,フ イクシヨンの世界には存在するものの
,

現実の世界である,社会におけるリアルな存在ではな

いということである。

本稿は,ツ ンデレ表現と役割語 との相違点を,そ れ

を使用するキヤラクターの特性に着目して検討するも

のである。ツンデレキャラクターとされる人物は,典

型的な役割語を使用するキャラクターとは, リアルな

現実世界における存在という点では,い くつかの相違

点があると想定されるからである。

2 ツンデレ表現のヴアーチヤル性

ツンデレキャラクターは,西 田 (2008,2009a,2009

b)で も検討 したように,マ ンガやアニメやゲームや

ライトノベルなどのなかでは,すでに市民権をえた存

在である。その風貌や作品内の設定や言語表現によつ

て,そ れらの愛好者にとっては,「 ツンデレキヤラク

ター」として,認識されることになる。

ただし,それが現実社会にリアルな人物として存在

するのかとなると,そ うではない。ツンデレという概

念自体が,2002年 後半にインターネット上のスラン

グとして登場 したものであり,ツ ンデレキャラクター

も恋愛系のゲームの世界での女性キヤラクターがその

萌芽とされるい
。

そして,それが定着 してからは,従来のフイクシヨ

ンの世界でのキヤラクターが実はツンデレキャラクタ

ーに該当するのではないかと,かんがえられるように

なった。

典型例としては,ア ニメ新世紀エヴアングリオンの

惣流・アスカ 0ラ ングレー)があげられる。彼女は
,

つ り日で金髪ツインテールの髪型という風貌で,そ の

言動ともあわせて,以降のツンデレ系のキャラクター

にもつよい影響をあたえたとされる3。

しかし,こ れらのキャラクターのような人物が現実

に存在するとなると,い わゆるマニアの人々にとつて

も,そ の態度や言語表現は容易にうけいれられるもの

ではないようである。

(1)三 次元で本物のツンデレを見てみたい気がする

でもリアルで「こんなのあんたのためにやつてるん

じゃないんだからねっ l」 みたいなベタベタなツン

デレ台詞を言ってたら引くだろうけど

(http://4 getatrainsection.blog 74.fc 2.com/blog― entry―

709。 htm1 2009年 9月 22日 )

(2)ま あ現実でツンデレってだけで もかな リアウ ト

ですが,美人 じゃ無い人が現実世界でツンデレなん

かやると恐ろ しいことにな ります。

そんな人が「べ,別 にあんたの為なんか じゃないん

だからねっ l」

°・ °°〇オエ~○

(http://nObitetu.blog 42.fc 2.coΠ 1/b10g―entry-590。 htinl

2009年 6月 7日 )

(1)の ブログの記事は,ア ニメやゲームなど二次元

の世界でない,現実の三次元の世界でツンデレキャラ

クターをみたい気持ちはあるものの,ツ ンデレセリフ

を実際にきいたら,ひ いてしまうであろうことを想像

している。また,(2)の ブログの記事では,ア ニメや

ゲームなどで美人や美少女がツンデレのセリフをいう

のはともかく,現実世界のとくに美人でもない人がツ

ンデレセリフを発 したら,それは気持ちのわるいもの

とかんがえている。

つまり,ツ ンデレのセリフは,ヴ ァーチヤルなフイ

クションの世界ではうけいれられるものの,現実の世

界においては,う けいれがたいものであるということ

が,そ れらの愛好者にとつても,意識されているとい

うことになろう。

ただし,こ のような問題は,すでに役割語において

も,注意されてきたものである。フイクションの世界

での会社の上司は,「君,こ れをやって くれたまえ」

「なにをしているのかね」のような,尊大なことばづ

かいをするキャラクターとして登場することがある。

しかし,現実の会社での上司がこのような表現を使

用するとはかんがえにくい。清水 (2000)は ,つ ぎの

ように指摘する中
。

(3)現 実には,会社で上司が部下に仕事 を頼む時

に,「今日中にやっといて くれたまえ」とは言って

いない。調べてみればす ぐわかる。「それ,今 日中

にね」だった りする。「今日中にやってもらえるか

な」だった りもする。時には,「今日中にやってち

ょうだいね」だったりすることさえある。

しかし小説の中の上司の台詞としては,現実の会

話をそのままテープ起こししたように,「やつてち

ょうだいね」 とは書けないのだ。書いてもいいけ

ど,その場合には,その上司を主人公にしてみっち
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りと人間性を描写しなければならない。

(清水 2000-引 用は清水 2003:35～ 36)

清水 (2000)が指摘するように,実際の会社の上司

が「くれたまえ」のような命令形で部下に命令するこ

とはかんがえにくい。しかし,現実におこなわれてい

る会話を使用すると,フ ィクションの世界では上司ら

しさがみえなくなってしまう。

金水 (2003)で も,博士語を使用する博士は現実に

は存在しないとの指摘がある。

(4)さ て,〈博士語〉や 〈老人語〉は,現実の「博

士」や「老人」とどういう関係にあるのだろうか。

現実の大学の老教授が 〈博士語)を しゃべるかとい

うと, どうもそんなことはありそうにない (少なく

とも私が勤めている大学 にはそんな教授 はいな

い)。 そもそも,人が年を取ったからといって,今
まで普通にしゃべっていたのにだんだん (あ るいは

急に)〈老人語〉を話すようになった,な どという

ことも,あ り得ないのである。 (金水 2003:11)

(4)の 引用のように,現実の大学教授には,「 じ

ゃ」や「のう」のような博士語を使用する人物はいな

い。逆に年配の教授でも1人称に「ぼく」を使用する

ように,役割語でいえば「書生ことば」のようなもの

が目立つ程度である'。

とすると,典型的な役割表現もッンデレ表現も,と

もにフイクションのバーチャルな世界と現実のリアル

な世界とでは,使用される言語表現が一致していない

という点で,通 じているということになる。ヴァーチ

ャルなフイクションの社会においては,う けいれられ

る表現であるのに,い ざリアルな現実の社会にそれを

あてはめてみると,違和感のある言語表現ということ

になるのである。

以上,みてきたように,役割語とツンデレ表現は
,

金水 (2003)の 指摘するヴァーチャル性という面では

通じるものであると理解することができる。この点に

ついて,金水 (2009)で は,「言己述されたり,描かれ

た世界 (さ らに言えば,認識・解釈された世界)は
“仮想現実"であり,現実の似姿であっても現実その

ものと等価ではない」と指摘する。役割語もッンデレ

表現もヴァーチャルなフィクションの世界での存在で

あり,そ の点では共通する性質をもつものである。

ただ,両者では,そ のキャラクターとしての特性が

相違するとかんがえられる。役割語キャラクターの代

表である,博士やお嬢様が現実の世界にも実際に存在

するのに対 して,ツ ンデレ表現を使用するキャラクタ

ーは現実の社会では存在の裏づけがないからである。

3章では,そ の点について,検討する。

3 社 会 的属性 と性格 的属性

西田 (200802009b)で は,キ ヤラクターのもつ属

性を,社会的属性 と性格的属性 とをわけてかんがえて

みた。これは,金水 (2003:205)の 役割語の定義で

の「人物像」の事例を三分 してとらえたものである。

(5)言葉づかいから想起される「人物像」

社会的属性 :年齢・職業・階層

性格的属性 :性格

なお,金水 (2003)で は,さ らに「容姿」「風貌」

も「人物像」の例°にあげるが,こ れは社会的属性 と

性格的属性の両者にかかわるものである。イメージさ

れる博士が自衣をきていたり,ツ ンデレキャラクター

がツインテールであったりする点からしても,こ の点

はあきらかである。

さらに,金水 (2009)で は,「 ステレオタイプに基

づ く役割語のマ トリックス」として,社会的な属性に

関する要素をさらに整理 している。 (6)で は,そ の一

部をあげる7)。

(6)      男    女

老年      老人語   おばあさん語

*青年・壮年  男ことば  女ことば

(上流)    上司語   お嬢様・奥様語

子供      少年語   少女語

幼児      幼児語

*教養・階層・ジェンダーの細分等でさらに細か

い区分あり

さらに (軍 隊語〉〈店員語〉など,職業にまつわ

る場面依存的な役割語もある。

(6)で は,年齢 と男女の差,さ らには階層や職業の

要素 もふまえて,役割語が日本語での作品における
,

社会的な属性を背景とする,大部分のキャラクターが

網羅されている。とくに,社会を構成する中心層であ

る,青年・壮年においては,そ れぞれの社会的な地位

に即 して,細かい区分があり,お嬢様や奥様などが上

流のキャラクターの典型であるのがわかる。
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しかし,性格的な属性については,(6)の 整理のよ

うに,把握することは不可能である。お嬢様のよう

な,社会での青年層・女性 0上流といった要素での位

置づけから規定することができないからである。

そこで,こ の点を検討するために,少年のことばを

使用する少女,い わゆるボクっ娘 (こ )い を例として
,

みていくことにしたい。作品としては,桜庭コハルの

マンガ『今日の 5の 2』
)を とりあげる。

『今日の 5の 2』 は,小学校 5年生の主人公佐藤 リ

ョータと,友人の今井コウジ,河合ツバサ,そ して
,

クラスメー トの 5人の少女,小泉チカ,浅野ユウキ
,

相原カズミ,平川ナツミ,日 高メグミたちを登場人物

とする,小学校を舞台とした作品である。

この作品では,そ れぞれのキャラクターを性格づけ

によって,区分 している。少年 3人 は,佐藤リョータ

がわんぱく純情少年,今井コウジがちょっとエッチな

ジェントルマン,河合ツバサがロマンチックな仲裁係

である。少女 5人 は,小泉チカが正統派幼ななじみ世

話焼 き系,浅野ユウキが 5の 2の流行発信源,相原カ

ズミが謎め くマイペースレデイ,平川ナツミがスポー

ツ万能純朴娘,日 高メグミが悩み多きうっか り乙女で

あるЮ。

このなかで,ボ クっ娘であるのは平川ナツミであ

る。彼女は,シ ョー トカットの風貌で,少年以上にス

ポーツが得意である。マンガの世界などでは,こ のよ

うな少女はボクっ娘となって,一 人称でボクを使用 し

たり,少年のことばを使用する例がある。

(7)(平 川がサッカーでゴールをきめて)

平川「あつはつは」

平川「またボクの勝ちだね」

(『今日の 5の 2』 :24)

(8)(平川が佐藤,小泉と傘にはいって)

平川「そんなことないよ ボクだってぬれてるも

ん」 (『今 日の 5の 2』 :91)

このような作品では,キ ヤラクターのことばづかい

は,そ の人物の特徴づけを明確にするために,お こな

われていることがおおい。とくに,主要な 5人の少女

たちを,どのようにえがきわけるのかは,青年マンガ

誌 『ヤングマガジン』 (講談社)連載作品としては評

価におおきくかかわってくる。

主人公の本命のお相手である幼なじみの小泉チカ
,

噂好 きで元気な浅野ユウキの 2人 は,典型的な少女の

タイプのキャラクターである。それに対 して,不思議
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系の相原カズミ,メ ガネをかけた気弱な少女の日高メ

グミの 2人がアクセントをつけ,そ こにスポーツ万能

のボクッ娘の平川ナツミがはいって,5人の少女たち

のそれぞれが,個性あるキャラクターとして読者にも

理解されることとなる。

このように,ボクつ娘は,現実の存在 としてはいる

かもしれない程度の認識の存在であるが,マ ンガのよ

うなフイクションの世界において,キ ャラクターをえ

がきわけるうえでは,重宝される存在といえる。元気

な少女たちと,す こしおとなしめの少女たちに,男 の

子のようにもふるまう少女ということで,そ れぞれの

存在がよりきわだつてくる。

現実の世界でも,た しかに,少年以上にスポーツの

得意な少女は存在する。 しかし,それをマンガのよう

なフイクシヨンの世界において,き わだたせるために

は,や はり特徴づけが必要である。そのためにも,少

年のような一人称ボクをつかうことは,有効に機能し

ているとおもわれるのである。

それに対 して,博士やお嬢様のようなキャラクター

は,現実の社会に実際に存在するものである。彼 らの

使用する役割語は,彼 らのキャラクターのありようを

よりわかりやす く表現するためのものである。これは

さきの清水 (2000)での上司語などでも指摘されると

ころである。

そして,当然, これらのキャラクターにも,博士ら

しい,お嬢様 らしい,性格づけがなされている。た

だ,こ れらの性格とされるものは,彼 らの社会的属性

から起因するものである。博士なら,職業柄,い かに

も頭脳明晰で,いかにも指導者のようである。お嬢様

なら,上流階級ゆえに,上品であったり,逆に高慢で

あったりすることもある。彼らのもつ性格的属性は
,

やはり社会的属性を前提としたものである。換言すれ

ば,社会における常識的な理解の裏づけがあるという

ことにもなる。

一方,こ こでとりあげたボクっ娘やツンデレキャラ

クターの性格づけにおいては,社会における常識的な

理解そのものが存在 しない。それは,あ くまでも作品

世界におけるキャラクターの性格づけとそのえがきわ

けのためのものである。社会的な地位や役割とは,直

接的にむすびつ くという以前に,社会的に存在自体が

想定されていないものなのである。

以上みてきたように,性格的属性が人物像を想起さ

せるようなキヤラクターの使用する言語表現は,社会

的な属性をベースにした役割語とは,その言語表現の

機能が相違するようである。社会的属性による役割語
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のばあいは,そのキャラクターの人物像をより明瞭に

しめすためのものであるのに対 して,性格的属性によ

る言語表現のばあいは,そ のキャラクターを作品世界

においてえがきわけるためのものであるということに

なる。

4章では,こ の点をふまえて,現実の世界でのキャ

ラクターの認識のされ方について,み ていく。

4 キ ヤラクターの破綻

3章でのべたように,フ イクションの世界において

は,作品の世界でのキャラクターのえがきわけのため

に,現実の世界ではありえないようなキャラクターの

性格づけがなされることがある。これは,受容する佃1

に,そ れだけ印象をあたえて,キ ャラクターのえがき

わけを理解してもらうためである。

一方,現実の世界では,そ れほどの印象をあたえる

キヤラクターについては,「 ひかれてしまう」という

問題がある。さきの (1)(2)に あげたッンデレキャ

ラクターの例もそれに該当するものである。

この問題については,定延 (2009)がキャラクター

の破綻ということ観点で,と りあげている。

(9)問題 3:な ぜ恥ずかしい ?

・『ドラエもん』のジャイアンが或る日,親切心を

発揮して,泣いている小さい子を助けてやった。

小さい子が驚いてジャイアンを見上げると,ジ ャ

イアンは恥ずかしげな顔をしている。なぜか ?

(定延 2009:2)

定延 (2009)は ,こ の例について,なぜはずかしが

るのかを,つ ぎのように説明する。

(10)・ 問題 3:ジ ヤイアンの普段のキャラ (『乱暴

者』キャラ)と 違うから。   (定 延 2009:2)

ジャイアンは, もともと乱暴ないじめっ子であり,

周囲のこどもたちから,お それられている。それが
,

がらにもなく,や さしい一面をだしてしまい,たすけ

られた小さな子がおどろくだけでなく,自 分自身もと

まどってしまっている。さらに,文学作品中でのわざ

とらしく演出されたキャラクターのような,いかにも

意図的であることが明白なキャラクターについても,

同様のものとみている。そのほかにも,破綻したキャ

ラクターの例として,「 キザ」「ぶりつ子」「おかま」

などをあげている。

定延 (2009)の 指摘するように,フ イクションの世

界であっても,急にキャラクターの印象のかわってし

まうことや,わ ざとらしく演出されたキャラクターに

ついては,違和感のもたれることがある。また,そ れ

以上に,現実の世界においては,「キザ」「ぶりっ子」

「おかま」などのキャラクターは,いわゆる普通のキ

ヤラクターではなく,特殊な地位をしめるものであ

る。そして,わ れわれの日常生活のなかでは,彼 らの

存在は非常につよい印象あたえる一方で,一歩「ひか

れてしまう」存在でもある。現実の世界においては
,

このようなキャラクターは,破綻したととれる特異な

キャラクターを平然と誇示するため,周囲のものにと

ってはどのように相手をしたらよいのか, とまどって

しまう存在でもある。

定延 (2009)は ,キ ャラクターが破綻することは
,

キヤラクターの受容という側面ではマイナスの要素と

なることを指摘している。これは,と りわけ,現実に

存在しうる「キザ」「ぶりつ子」「おかま」のようなキ

ヤラクターについては,実感として首肯できるもので

ある。しかし,3章でみたように,フ イクションの世

界においては,ジ ャイアンのような例もある一方で
,

ツンデレやボクっ娘のような,あ る種の統一性のな

い,破綻したともとれるキャラクターが存在する。

5章では,こ の点をふまえて,仮想世界のキャラク

ターの特1生 について,さ らに検討する。

5 仮想の世界でのキャラクター

フィクションのような仮想された世界でのキャラク

ターでも,役割語を使用する典型的なキャラクターで

ある博士やお嬢様は,破綻のない統一性のあるキャラ

クターとみることができる。3章でのべたように,彼

らは,頭脳明晰で人を指導できる存在であり,上流階

級らしく上品な存在である。

ただ,上記のような例は,典型的なものであって
,

例外がないわけではない。たとえば,博士のばあいも

非常に頭脳明晰であるものの,それを悪用することば

かりをかんがえる, マッドサイエンテイストの例があ

る。彼らは世界制服をかんがえたり,悪の組織に所属

してそれを手だすけするような存在であるH)。

とすると,仮想された世界では,典型例として理解

しやすいキヤラクターと,あ る種の統一性のない,典

型例からずれたキャラクターが存在することになる。

これらの理解については,さ きの (3)に 引用した清
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水 (2000)の 記述が参考になる。

清水 (2000)は ,上司語を使用 しないような上司の

キャラクターを登場させると,「みっちりと人間性を

描写 しなければならない」とする。そして,そ れをし

てしまうと,典型的な上司ではなくなり,あ る種の個

性のあるキャラクターとなる。

また,金水 (2003)も ,こ の点について,キ ャラク

ターのステレオタイプの観点から,典型的なステレオ

タイプとしてのキャラクターは脇役のような背景的な

人物となると指摘する曖
。

さきのマッドサイエンティス トのような伊1は ,ス テ

レオタイプ的な要素に他の要素を属性 としてとりいれ

ることで,単なる背景的な人物におさまらなくなった

例といえよう。これらのキャラクターは,役割語を使

用するキャラクターに,さ らに他の属性を付与するこ

とで,ス テレオタイプから逸脱 したものである。

それでは,先に検討 した,性格的属性をベースとし

た,ボクっ娘やツンデレキャラクターは, どのような

存在として理解すべ きであろうか。

ボクっ娘のばあいは,普通の少年以上に運動神経が

よく少年のような表現を使用する。その点では,役割

語でのステレオタイプと同様に,男 の子のような元気

な子という,あ る種の少女のタイプととらえることも

可能である。ただ,一般の読者は,そ のキヤラクター

が一人称にボクを使用するというのには,違和感をも

つであろう。

ツンデレキャラクターも,さ きの定延 (2009)で指

摘された,破綻 したタイプのキヤラクターとみること

ができる。ツンツンとした態度が突然デレデレとした

態度に変化 してしまう
いゆえに,性格的な統一性がな

いと理解できるからである。そして,さ きのマッドサ

イエンティス トとの相違点は,ス テレオタイプにあら

たな属性が付与されたものと,一 見統一性のない二つ

の性格的属性をあわせて成立 したものという点であ

る。前者が基本となる属性への他の属性の累加である

のに対 して,後者は異質の属性のかけあわせとでもい

うべ きものである。

このような破綻 したともとれるキャラクターが,フ

ィクションの世界とはいえ,なぜうけいられているの

であろうか。それは,あ る種の「ギヤップ萌え」とい

う要素が反映しているからとかんがえられる。

「ギャップ萌え」とは,ツ ンデレに関 してでは,次

のように説明されている。

文学 。文化編 (2010年 3月 )

(H)ツ ンデレ 〔ツンデレ〕

いつもはツンツンしているのに,2人 になるとデレ

デレしちゃう。または,付 き合う前はツンツンだ

が,仲が深まるとデレデレになってしまう状態。普

段とのギャップに,萌 えの感情が刺激される属性。

(萌 え用語選定委員会 2005:87)

ポイントは,ツ ンツンという「普段」とデレデレと

いう特別な態度に「ギヤップ」のあることによって
,

「萌えの感情が刺激される」という点である。そし

て,こ の「ギャップ」があるゆえに「萌え」てしまう

というのは,マ ンガなどの作品においては,現在普通

にいわれているところである。

一例をあげると,菅野あやの少女マンガ『オトメン

(乙男)』
‖がある。この作品の主人公である正宗飛鳥

はりりしい美男子で剣道部の主将であるが,実際はか

わいいものやスイーツが大好きで料理や裁縫の名手で

ある。恋人の都塚りょうも可憐でかわいらしい外見と

は裏腹に男勝りで格闘技が得意なものの女の子らしい

料理や裁縫はまったく駄目という設定である。

そして,こ の作品が ドラマ化されるにあたつて,都

塚 りょう役を演 じる女優の夏帆がつぎのように評す

る。

(12)『オトメン (乙男)』 はそれぞれのキャラクタ

ーがすごく立ってますよね。岡田君が演じる正宗飛

鳥ちゃんはすごく可愛い男の子だし,わ たしが演じ

るりょうはすごくかっこいい女の子。普通とは逆

で,そ のギャップが面白いんです。

(朝 日新聞社広告局 2009『 コミックブレーク』118)

夏帆がいうように,男女がまったく逆のようなタイ

プである点に,「 ギヤップ」が生じてひかれてしまう

というのは,こ の作品が人気をえているおおきな要因

とおもわれる。現在,こ のようなギャップの存在が,

マンガやアニメなどフイクションの作品においては
,

人気をえるうえで,重要な意味をもつものとなってい

るのである。

現実の世界のキャラクターにおいては,破綻ともみ

なされる「ギャップ」が,逆にフイクシヨンの世界で

は魅力的な要素となつているといえよう。そして,こ

の点が,仮想のフイクシヨンの世界において,ツ ンデ

レのようなキャラクターがうけいれられる素地となっ

ているようにおもわれる。

フィクションの世界においても,4章でふれたジヤ
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イアンのようなキャラクターは,普段の舌L暴 さとはち

がう親切な側面をしめすと違和感をもたれてしまうの

に対して, これらのキャラクターは,そ うはとられな

い。この二つのキャラクターは, まったくちがった意

味あいで存在しているようである。

それは,ジ ャイアンのようないじめっ子やガキ大将

のように,あ る程度―股常識的にみとめられているキ

ヤラクターである一方で,そ こからずれたところに存

在意義のあるキャラクターもあるということである。

そして,一般常識からずれたようなキャラクターは
,

一般的な読者にとっては,す ぐに受容されるものでは

ない。ツンデレが,マ ニア層にはともかく,一般には

なかなか理解されにくいのは,こ こに理由があるとも

かんがえられる。

『ドラエモン』のような,日 本語を理解する老若男

女のすべてを受容の対象としうる作品のキャラクター

と,あ る程度の受容の層をしぼった作品とでは,キ ャ

ラクターの設定のルールがちがうということもかんが

えられる。作品の性質によって,キ ャラクターを設定

するにあたって,破綻なく理解される点を重視するも

のと,ギャップのような一見破綻ともおもわれる意外

性を重視するものと,そ れぞれ留意される点が,相違

していることにもなる。

とすると,こ のような破綻ともおもわれるギャップ

のある性格的属性をしめすようなツンデレ表現は,ど
のように位置づけられる表現と理解すべきであろう

か。6章では,その点をみていくことにする。

6「属性表現」とは

ツンデレ表現のような性格的な属性を背景とする言

語表現は,典型的な役割語とは相違し,仮想されたフ

ィクションの世界での表現効果を重視 した存在であ

る。それゆえ,いかにもその人物 らしい表現として期

待される,博士語やお嬢様ことばとは相違する。ツン

デレ表現のばあい,そ れが使用されることによって
,

はじめて,そ のキャラクターの位置づけが明示される

という逆の現象があるともかんがえられる。

たとえば,マ ンガ作品のつぎのような例である。

(13)風浦可符香「ここは明確に否定 しないと恩に

着られてしまうよ」

加賀愛「明確に」「あ」「あ」

「あなたのためにやったんじゃないん

だからね !」

加賀愛 (ぷ い)「誤解 しないでよね l」

男子生徒 A(ほれっ)

男子生徒 B「助かるよ ノート」

加賀愛「誤解しないでよ |」

「あなたのためにとったんじゃないん

だからね !」

男子生徒 B(ほ れっ)

木津千里「加賀ちゃんが」

日搭奈美「ツンデレキャラになってる !」

(久米田康治『さよなら絶望先生』⑩2007年 9月 :

115～ H6)

(13)で は,普段 は加害者意識がつ よく,人 に謝罪

ばか りしている女子生徒加賀愛が,突然ツンデ レ表現

を使用してしまう。すると,周囲の生徒たちは,「加

賀ちゃんが」「ツンデレキャラになってる !」 とキャ

ラクターのタイプがかわったことにおどろく, という

内容である。

このばあい,ツ ンデレ表現を使用することで,彼女

のキャラクターがかわったことになるのであって,そ

れを使用しないならば,そ ういう認識はなされない。

あくまでも,謝罪をする加害者意識のつよいキヤラク

ターのままである。

また,自 分自身で意図的にツンデレ表現を使用して

いる例もある。

(14)碇 シンジ (は う)「 いねむりしてノー ト取 り

そこねちゃったよ…」

綾波 (ス …)一 ノ

碇シンジ (あ )「

綾波「別に…」「

―卜をわたす

アヤナミ」

あなたのためにノー トとっ

てたんじゃないんだからね…」

(ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ )

碇シンジ「すみません いねむりしちゃって

すみません」(ヒ ギイイ)

綾波 (心内)「「ツンデレ」ってこうじゃなか

たのかしら…」(?)

(濱本隆介 『ぷちえずあ』①角川書店 2008年 10

月 :94)

(14)は ,普段は無口系のキャラクターである綾波

が,いつもとは雰囲気をかえて,ツ ンデレ表現を使用

している。そして,そ の相手をした碇シンジはいつも

とちがった綾波に対して気分を動揺させてしまう例で

ある。
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ただ,(13)と (14)は ,と もに加賀愛や綾波のキ

ャラクターがまった く別のものになったわけではな

い。いつもと相違する言語表現を使用するものの,そ

れはそのような属性 も彼女たちのなかにありうること

が理解されたことをしめすのみであり,普段 とはちが

う属性が しめされたというにすぎない。

それゆえに,こ のようなキャラがえは一時的なもの

で,ま た以降のス トーリのなかでは,いつもの加害者

意識がつよかつた り,無 口であった りするだけであ

る。この両作品は,ギ ャグを中心とした,パロデイ的

な要素がつよく,そ れゆえネタとして属性の変更など

がおこなわれることにもなる。

他の性格的属性の例としては,世話好きのおせつか

いなキャラクターであることをしめす表現がある。

(15)(幼 なじみのネギ・スプリングフイール ドが夢

のなかで失敗 しそれをたすけてのセリフ)

アーニャ「ホンットにあんたはも―……」

アーニャ「私がいないと」

アーニャ「全 ッ然ダメなんだから」

(赤松健 『魔法先生ネギま |』 ⑩講談社 2007年 10

月 :41)

(15)で の「私がいないと全 ッ然ダメなんだから」

は,世話好 きの幼なじみや妹などが,好意をいだいて

いる幼なじみの男の子や兄に対 して使用する表現であ

る。基本的に男性側は ドジでぬけた例がおお く,女性

側が しっか り者という設定になる。ただ,男性側は他

の女性に′亡ヽひかれていて,彼女のほうには目をむけて

いないので,自 分の存在感をアピールするためのセリ

フとなっている。「私がいないと」の部分がアピール

ポイントである。

また,言語表現としてみると,接続助詞カラによる

「言いさし」を使用する点が注意される。ツンデレ表

現 と同様に,「言いさし」であることで,言外に「だ

から私が一緒にいて世話 してあげないと」という意図

があるとかんがえられる。

この例のばあいも,ツ ンデレ表現 と同様に,こ のセ

リフが使用されることで,こ のキャラクターが世話好

きでおせつかいであることが明示される。妹であって

も,と くに,兄に興味や関心がないようなキャラクタ

ーのばあいには,使用されることはない。

本稿では,こ れらのキャラクターの性格的属性など

の人物の部分的な属性をしめす言語表現を,「属性表

現」と名づけることにする。これは,役割語とは,特

文学・文化編 (2010年 3月 )

定の言語表現が特定の人物像を喚起させるところは同

様であるが,そ の喚起させるものが博士のような トー

タルな人物像そのものなのか,そ れとも,キ ャラクタ

ーにおける部分的な要素である属性なのかという点で

相違するい|。

ここでいう部分的要素とは,東 (2001)の 指摘する

データベース消費にも通 じるものである。東 (2001)

では,ゲームなどでキャラクターの保持する属性が細

分化 して把握されて,その属性をデータベースのよう

に処理 して,個 々のキャラクターがどの属性の組み合

わせから構成されているかで,キ ャラクターを把握 し

ようとするものである。

近年のフイクションの世界でのキヤラクターには
,

このような属性の複合によりつ くられる例がおお く,

受容者の側もそれをふまえて,作品やキャラクターを

みている。登場人物の全体像がどうかというよりも,

その人物がどのような属性で構成されているかに着目

して,「 ツンデレ属性がよい」「幼なじみがよい」など

と,自 分の好みのキャラクターをみつけるのである。

このようなキャラクター部分的な属性をしめす「属

性表現」と役割語との関係は, どのようにとらえるこ

とができるであろうか。私見では,両者はヴァーチャ

ルな表現であることと,特定の表現が特定の人物像を

想起させる点で,共通の基盤にあるものと理解 してい

る。人物像の全体的なイメージを喚起させる役割語と

部分的な属性をしめす「属性表現」とでは,しめす人

物像の質に相違はあるものの,人物像と言語表現とを

関連づけるという基本のところでは,同一の基盤にあ

る。そして,両者は載然と区分できるものではなく,

連続性を保持 しつつ存在 しているとかんがえられる。

そして,現時点で両者の中間的な存在と位置づけら

れるのが,メ イドの使用することばである。

(16)メ イ

メイ

「お帰りなさいませ ご主人様一― !」

「メイドカフェ「Maidia(メ イデイア)」

へようこそ一― |」

(武梨えり『かんなぎ』②一迅社 2007年 3月 :104)

(16)は ,マ ンガでのメイ ド喫茶の一場面である。

店ではたらくメイドたちは,こ のようなセリフでお客

たちを「ご主人様」として,店にむかえいれる。言語

表現 としては,「 ご主人様」の使用という語彙的な側

面だけでなく,「お帰 りなさいませ」と「ご主人様」

の語川頁が,固定されたパターンとなっている点が注意

される。
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日本のマンガなどでのメイ ドは,イ ギリスのヴイク

トリア朝での貴族の邸宅につかえる女性の使用人をモ

デルにしているЮ。そして,マ ンガ等に登場する大金

持ちの家にメイドがいるような設定が普通になるD。

最初は,あ くまでもフィクションの世界での架空の存

在であった。そして,こ れらのメイドたちは,単にメ

イドであるだけでなく,完璧な使用人であったり
閣

,

ドジっ娘 (こ )であったりゆ,ご主人様に好意をいだ

く20な ど,多様な属性が付与される存在であった。

しかし,メ イド喫茶が秋葉原などに出店し劉),そ れ

がブームとなって,一般にしられるようになると,メ

イドがそのような喫茶店ではたらく女性を意味し,ひ

とつの職業として認識されるようになった。その際

に,店への客を仮想のご主人様という設定にして
,

「ご主人様 (女性のばあいは「お嬢様」も)」 を使用す

るのも,現実の主人でないのを主人あつかいしてくれ

るところに,日 常との「ギャップ」も感じられ,ブー

ムの一因となったとかんがえられる。

そうなると,メ イドのことばは,役害J語 に準ずるも

のとみなすことができる。店員やレストランでのウェ

イトレスの用語のような,職業上の必要性から使用さ

れる役割語という位置づけである。具体的には,つ ぎ

のように図示することが可能である。

(17)「属性表現」

例 ツンデレ …・〉

中間    役割語

メイド…〉 お嬢様

メイドのような「属性表現」から役割語の方向に変

化する例があることからすると,や はり,両者には連

続性があるとするのが妥当であろう。人物像と言語表

現とに関連づけがあるということをしめした (17)か

らすると,当初単なる人物の特徴である属性をしめす

ための言語表現が,社会的な地位とも認識される役割

に類するものに変化するにつれて,そ の言語表現が役

割語として位置づけられるということである。

「属性表現」と役割語は,言語表現の機能として

は,通 じるところのあるものである。しかし,5章で

のべたように, ツンデレ表現などの「属性表現」は
,

一般的にはしられているものではない。それは,単に

特定の読者むけの作品に登場するというだけでなく,

社会的にみとめられた地位や職業である役割をもって

いるのかどうかが,判断の基準になるのである。

7 まとめとして

本稿では,ツ ンデレやボクッ娘や世話好き妹などの

使用する「属性表現」が役割語とどのような関係性で

存在するのか,と いう点について,検討をこころみ

た。それを,(18)の ようにまとめてみる。

(18)

a 現実の世界でおこなわれる表現 とは直接的に

むすびつかないというヴァーチヤル性 をも

b 特定の言語表現とさしじめす人物像とに関連

性がある。

c 言語表現のさしじめすのは人物の全体像では

なく部分的な属性である。

d 言語表現のさしじめす属性は現実の世界にお

ける存在の裏づけがない。

e「属性表現」の使用されるキャラクターには性

格の統一性がなくキャラクターの破綻ともと

れるような夕1がある。

f「属性表現」は一般的にはしられているもので

はないもののその属性自体が社会的な地位や

職業として認識されることで役割語となる可

育ヒ性がある。

以上の 6点であるが,aと bは 「属性表現」と役割

語と共通する点である。cと dは「属性表現」と役割

語とで相違する点である。eと fは 「属性表現」のも

つ性質といえる点である。

役割語研究は,日 本語研究において,位相研究や文

体研究等におおきな意義をもつものである20。 そし

て,「属性表現」は,そ の役割語の前段階ともいえる

ものである。言語表現が単に人物像とむすびつくだけ

では,役割語とみることはできない。あくまでも社会

的な地位をしめるものをしめす言語表現が,役割語と

みとめられるのである。

「属性表現」は,部分的であれ,言語表現と人物像

がむすびついているものである。このような表現のな

かから, どのようなものが役割語へと変化しうるのか

という点も,今後の検討課題としたい2"。

注

1)富樫 (2008)に ,そ の経緯についての解説がある。
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