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おな
おなじだのに同じでない

まん が たか はた いさお
漫画・まんが・マンガ　高畑　勲

に ほんせい よ あ
　日本製のアニメやマンガが、良きにつけ悪しきに

なに かいがい ひょうばん に ほん
つけ、何かと海外で評判になっています。なぜ日本

さか
ではこんなにマンガやアニメが盛んなのでしょうか。

り ゆう かんが
　理由はいろいろと考えられますが、そのなかにひ

に ほんじん じ しん い しき
とつ、日本人自身もあまり意識していないことがあ

に ほん
ります。それは、日本でマンガやアニメのようなも

この いま
のが好まれたのは今にはじまったことではなく、

むかし じ じつ
ずっと昔からだった、という事実です。

せい き こうはん え
　たとえば、すでに12世紀の後半にはすばらしい絵

まきもの う え まきもの よこなが
巻物が生まれています。絵巻物というのは、横長の

まきがみ こと ば え つか えんえん えが え ものがたり いっ
巻紙に言葉と絵を使って延々と描かれた絵物語の一

しゅ み ざんねん
種で、ここでお見せできないのが残念ですが、この

まきもの すこ く み
巻物を少しずつ繰りひろげながら見ていくと、まる

じんぶつ い い うご ものがたり
でアニメのように人物たちが生き生きと動き、物語

すす い だいひょうさく し ぎ さんえん ぎ
が進んで行くのです。代表作の『信貴山縁起』は、

ひとびと おどろ まえ こ ばち こめぐら も あ そら
人々の驚きあわてる前で小鉢が米倉を持ち上げ、空

と くら も ぬし うま の ひっ し くら
を飛び、倉の持ち主たちは馬に乗って必死にその倉

お やくどう
を追いかけるシーンではじまりますが、こういう躍動

てき ば めん じ かん お つぎつぎ め まえ てんかい
的な場面が時間を追って次々と眼の前に展開し、さ

えい が み き ぶん
ながらSF映画を見ているような気分にさせられます。

い らい うき よ え おとな よう え ほん たいりょう しゅっぱん
　以来、浮世絵や大人用の絵本が大量に出版された

え ど じ だい に ほん ひとびと え こと ば つか じ
江戸時代まで、日本の人々は、絵と言葉を使って、時

かん はなし ものがた むかし たいへん
間とともにお話をありありと物語るのが昔から大変

とく い だい す
得意でもあり、大好きでもあったのです。

も じ よ ひと
　では、なぜ文字の読める人たちが、こういったも

この つく み
のを好んで作ったり見たりしたのでしょうか。その

さいだい げんいん に ほん ご げん ご たいけい
最大の原因は日本語という言語体系にあります。

こ だい に ほんじん せんしんこく ちゅうごく かんぶん かん じ
　古代の日本人は、先進国の中国から漢文と漢字を

う と こ ゆう す
受け取りましたが、固有の「やまとことば」を捨て

さ お あ たいへん く
去ることなく、なんとか折り合わせようと大変な工

ふう に ほん ご がくしゅうしゃ なや
夫をしました。それが、日本語学習者を悩ませるに

ちが ふたとお か な も じ かん じ おん よ くん よ
違いない二通りの仮名文字、漢字の音読みと訓読み、

かん じ か な ぶん ふ が な はつめい し かく
漢字仮名まじり文、振り仮名などの発明です。視覚

き ごう おんせい き ごう とお かさ あ い み
記号と音声記号をいく通りにも重ね合わせて、意味

び みょう ちが し かくてき たの どく
やニュアンスの微妙な違いを視覚的に楽しむこの独

とく しゅうかん き ごうてき え こと ば く
特の習慣が、同じように、記号的な絵と言葉を組み

あ なに つた ものがた てき
合わせて何かを伝え物語る「マンガ的なもの」への

この おお はったつ かんが
好みを大いに発達させたのだと考えられるのです。

ほんらいおな まん が つか わ
　本来同じはずの漫画・まんが・マンガを使い分け

し かくへんちょう に ほん ご
たりするのも、視覚偏重の日本語ならではにちがい

ありません。
えい が かんとく

（アニメーション映画監督）
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