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 新  語  は  ど  の  よ  う  な  特  徴  を  持  つ  か 

 〜  造  語  法  の  観  点  か  ら〜 
    S  ．  S  ＜  国  際  ②  ＞ 

 １  ．  は  じ  め  に 
 SNS  上  や  カ  ジュ  ア  ル  な  会  話  な  ど  で  多  く  使  わ 

 れ  る  新  語  は  「新  語・  流  ⾏  語  ⼤  賞」  や  「今  年  の 

 新  語」  な  ど  で  ⼤  き  く  取  り  上  げ  ら  れ  る。  そ  う  し 

 た  新  語  は、  何  処  か  聞  き  馴  染  み  の  あ  る  ⾔  葉  だっ 

 た  り、  反  対  に  全  く  聞  い  た  こ  と  の  な  い  ⾔  葉  だっ 

 た  り  と、  特  徴  が  様々  で  あ  る。  そ  こ  で、  本  研  究 

 で  は  新  語  が  ど  の  よ  う  な  特  徴  を  持  つ  の  か  を、  主 

 に  造  語  法  の  観  点  か  ら  調  査  し、  考  察  し  て  い  く。 

 ２  ．  造  語  法  に  つ  い  て 
 2.1     本  研  究  に  お  け  る  造  語  法    

 ⽶  川  （  1982  ）  は、  既  存  の  語  を  ⽤  い  た  新  語  の 

 造  語  法  は  「借  ⽤  法」、  「合  成  法」、  「も  じ  り」、 

 「類  推  法」、  「派  ⽣  法」、  「省  略  法」  の  ６  つ  に 

 分  類  さ  れ  る  と  し  て  い  る。  そ  れ  に  加  え、  有  元・ 

 黒  崎  ら  （  2017  ）  に  よ  る  と、  新  語  形  成  の  ⾔  語  ⾏ 

 動  と  し  て  「セ  リ  フ  化」  も  あ  る  と  い  う。  そ  こ  で 

 本  研  究  で  は  新  語  を  造  語  法  と  し  て  の  特  徴  が  現  れ 

 や  す  い  「借  ⽤  法」、  「合  成  法」、  「も  じ  り」、 

 「省  略  法」、  「セ  リ  フ  化」  の  5  つ  に  分  類  す  る  こ 

 と  と  す  る。  な  お、  本  研  究  で  「類  推  法」  を  除  い 

 た  の  は  間  違  え  て  読  ん  だ  既  存  の  語  を  新  語  と  す  る 

 と  い  う  造  語  の  仕  組  み  が  今  回  の  調  査  ⽅  法  に  適  し 

 て  い  な  い  か  ら  で  あ  り、  「派  ⽣  法」  を  除  い  た  の 

 は  「派  ⽣  法」  で  造  ら  れ  た  新  語  は  そ  の  他  の  造  語 

 法  の  特  徴  を  持っ  て  い  る  こ  と  が  多  く、  ひ  と  ま  と 

 め  に  「派  ⽣  法」  と  し  て  分  類  す  る  こ  と  が  難  し  い 

 か  ら  で  あ  る。 

 2.2     そ  れ  ぞ  れ  の  造  語  法 
 （１）  「借  ⽤  法」  は  既  存  の  語・  外  国  語  か  ら 

 そ  の  ま  ま  の  ⾔  葉  を  新  語  と  す  る  造  語  法  で  あ  る 

 例     ワ  ク  チ  ン     カ  ス  テ  ラ 

 （２）  「合  成  法」  は  既  存  の  別  の  語  2  つ  以  上  を 

 組  み  合  わ  せ  る  造  語  法  で  あ  る 

 例     タ  ピ  る     親  ガ  チャ 

 （３）  「も  じ  り」  は  語  感  は  そ  の  ま  ま  に、  既 

 存  の  語  の  1  部  を  変  え  る  /  ⽇  本  語  の  内  容  を  外  国  語 

 ⾵  に  す  る  造  語  法  で  あ  る 

 例     花  よ  り  男  ⼦  （花  よ  り  団  ⼦） 

 （４）  「省  略  法」  は  既  存  の  語  の  1  部  を  省  略  す 

 る  造  語  法  で  あ  る 

 例     タ  イ  パ  （タ  イ  ム  パ  フォー  マ  ン  ス） 

 （５）  「セ  リ  フ  化」  は  誰  か  に  語  り  か  け  る  よ 

 う  な、  話  し  ⾔  葉  を  ⽤  い  た  造  語  法  で  あ  る 

 例     そ  れ  な     知  ら  ん  け  ど 

 ３  ．  実  験  内  容 
 3.1     調  査  ⽅  法 

 茨  城  県  ⽴  ⽵  園  ⾼  等  学  校  の  1,2  年  ⽣  を  対  象  に 

 「現  在  名  前  が  存  在  し  て  い  な  い  事  物  や  概  念  に  名 

 前  を  つ  け  て  も  ら  う」  と  い  う  内  容  で  ア  ン  ケー  ト 

 調  査  を  ⾏  い、  得  ら  れ  た  結  果  を  造  語  法  に  分  類  す 

 る。  な  お、  分  類  が  難  し  い  造  語  に  つ  い  て  は  本  研 

 究  で  は  集  計  か  ら  除  い  て  い  る。 

 質  問  項  ⽬  は、 

 ①  「楽  し  い  と  思  う  と  き  は  時  間  の  流  れ  が  早  く、 

 つ  ま  ら  な  い  と  思  う  と  き  は  時  間  の  流  れ  が  遅  く  感 

 じ  る  こ  と」  に  名  前  を  つ  け  て  く  だ  さ  い。 

 ②  「マー  ク  シー  ト  で  同  じ  番  号  が  連  続  し  た  と  き 

 の  不  安  な  気  持  ち」  に  名  前  を  つ  け  て  く  だ  さ  い。 

 ③  「体  育  館  の  天  井  に  挟  まっ  て  い  る  ボー  ル」  に 

 名  前  を  つ  け  て  く  だ  さ  い。 

 ④  「特  に  朝  は  時  間  の  進  み  が  早  い  こ  と」  に  名  前 

 を  つ  け  て  く  だ  さ  い。 

 ⑤  「前  か  ら  歩  い  て  く  る  ⼈  に  ぶ  つ  か  り  そ  う  に 

 なっ  て  左  右  に  避  け  た  ら  ま  た  ぶ  つ  か  り  そ  う  に  な 

 る  こ  と」  に  名  前  を  つ  け  て  く  だ  さ  い。 

 の  ５  つ  で  あ  る。 
 3.2     事  前  調  査 

 ア  ン  ケー  ト  調  査  を  ⾏  う  に  あ  た  り、  事  前  に  三 

 省  堂  の  「今  年  の  新  語  2019  」〜  「今  年  の  新  語 

 2023  」  で  選  定  さ  れ  た  新  語  計  39  個  を  分  類  し  広  く 

 新  語  と  し  て  使  ⽤  さ  れ  て  い  る  語  の  特  徴  を  ま  と  め 

 た。 



 結  果  と  し  て、  「借  ⽤  法」  と  「合  成  法」  の  数  は 

 ほ  と  ん  ど  等  し  く、  も  じ  り  は  ０  に  近  く、  「セ  リ 

 フ  化」  に  よ  る  新  語  は  選  定  さ  れ  て  い  な  かっ  た。 
 3.3     仮  説 

 現  在、  グ  ロー  バ  ル  化  が  進  ん  で  い  る  た  め  外  国 

 語  を  そ  の  ま  ま  ⽤  い  る  「借  ⽤  法」  に  よ  る  造  語  が 

 ⼀  番  多  く、  そ  れ  に  次  い  で、  聞  き  馴  染  み  の  あ  る 

 ⾔  葉  が  多  く  使  わ  れ  や  す  い  と  考  え  る  た  め  「合  成 

 法」  が  多  い  と  考  え  る。 

 ４  ．  結  果 

 ①  ②  ③  ④  ⑤  計 

 借  ⽤  ８  ８  ８  １  ２  １  １  ４  ７ 

 合  成  １  ８  １  ４  ９  ６  １  １  ５  ８ 

 も  じ  り  １  １  ３  ０  １  ６ 

 省  略  ０  １  １  ２  １  ５ 

 セ  リ  フ  ２  ４  ３  ３  ４  １  ６ 

 計  ２  ９  ２  ８  ２  ４  ２  ３  ２  ８  １  ３  ２ 

 質  問  ①  で  は  半  分  以  上  が  「合  成  法」  に  よ  る  造  語 

 で  質  問  ②  も  同  様  で  あっ  た。  質  問  ③  で  は  「借  ⽤ 

 法」、  「合  成  法」  に  よ  る  造  語  の  数  が  ほ  と  ん  ど  同 

 じ  く  ら  い  で  「も  じ  り」  に  よ  る  造  語  が  少  し  多  く 

 ⾒  ら  れ  た。  質  問  ④  で  は  「借  ⽤  法」  が  多  く、 

 「合  成  法」  に  よ  る  造  語  は  そ  の  半  分  だっ  た。  ま 

 た、  「も  じ  り」  に  よ  る  造  語  は  ⾒  ら  れ  な  かっ 

 た。  質  問  ⑤  で  は  「借  ⽤  法」  と  「合  成  法」  の  回 

 答  数  が  同  じ  と  なっ  た。  ま  た  質  問  全  体  を  ⾒  る  と 

 「合  成  法」  が  ⼀  番  多  く  「借  ⽤  法」  が  次  い  で  多 

 かっ  た。  こ  の  ２  つ  の  造  語  法  と  ⼤  き  く  差  が  つ  い 

 て  「セ  リ  フ  化」  「も  じ  り」  「省  略  法」  の  順  と 

 なっ  た。 

 ５  ．  考  察 
 得  ら  れ  た  結  果  は  仮  説  と  ほ  と  ん  ど  同  じ  結  果  と 

 なっ  た  が、  質  問  の  内  容  に  よっ  て  は  「借  ⽤  法」 

 と  「合  成  法」  で  ど  ち  ら  が  多  い  か  が  異  なっ  て  い 

 た。  こ  れ  は、  質  問  ⽂  が  ⻑  い  ほ  ど  そ  の  ⽂  の  中  か 

 ら  単  語  を  抜  き  出  し、  そ  の  ⾔  葉  を  組  み  合  わ  せ  て 

 造  り  や  す  く  な  る  た  め  だ  と  考  え  た。  ま  た、  ⾼  い 

 英  語  能  ⼒  を  持  つ  ⽵  園  ⾼  校  の  ⽣  徒  の  み  を  対  象  と 

 し  た  ア  ン  ケー  ト  調  査  で  あっ  た  た  め、  外  国  語  を 

 ⽤  い  て  造  ら  れ  た  語  が  多  く  な  り、  「借  ⽤  法」  の 

 語  が  増  え  た  と  も  考  え  ら  れ  る。 

 ６  ．  今  後  の  課  題 
 ア  ン  ケー  ト  の  形  式  を  ⾃  由  回  答  に  し  た  た  め、 

 回  答  に  ば  ら  つ  き  が  出  て  分  類  す  る  の  が  難  し  かっ 

 た  り、  特  徴  が  掴  み  づ  ら  かっ  た  り  し  た  た  め、  提 

 ⽰  し  た  回  答  を  選  択  し  て  も  ら  う  形  式  の  ア  ン  ケー 

 ト  も  実  施  し  た  い。  ま  た、  今  回  は  造  語  法  の  み  に 

 注  ⽬  し  て  調  査  し  た  が、  新  語  の  品  詞  な  ど  そ  の  他 

 の  特  徴  に  も  注  ⽬  し  た  調  査  を  ⾏  い  た  い。 
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