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る
ら
し
い
。

　

小
学
校
に
勤
め
る
女
性
教

員
も
同
じ
こ
と
が
気
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
「
低
学
年

の
女
児
は
半
数
が
『
わ
た

し
』
と
言
え
ず
、
自
分
の
名

前
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
が

恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
自
覚

し
て
い
る
様
子
だ
」

　

東
京
都
中
野
区
の
男
性

（
32
）
は
中
学
生
に
な
る
ま
で

僕
も
俺
も
使
え
ず
、
悩な

や

ん
だ

体
験
を
ブ
ロ
グ
に
つ
づ
っ
て

い
る
。「
ど
ち
ら
も
大
人
の
よ

う
に
か
っ
こ
つ
け
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。

　

僕
・
わ
た
し
・
う
ち
・
わ

し
…
…
。
自
ら
を
指
す
言
葉

は
「
自じ

称
し
ょ
う

詞し

」
と
い
う
。
英

語
の
「
Ｉ
」
と
は
違ち

が

い
、
日

本
語
は
こ
う
し
た
一
人
称
に

　

家
で
は
名
前
を
名
乗
る
小

学
５
年
と
２
年
の
娘

む
す
め

２
人
は

ど
う
か
。
「
人
前
で
『
わ
た

し
』
と
言
え
て
い
る
か
？
」

と
聞
く
と
、
う
な
ず
く
長
女

に
対
し
、
次
女
は
も
じ
も
じ

し
な
が
ら
「
３
年
生
に
な
っ

た
ら
言
う
」
と
謎な

ぞ

の
発
言
。

や
は
り
恥
ず
か
し
さ
を
感
じ

加
え
、
先
生
・
マ
マ
な
ど
の

職
業
や
名
称
も
含ふ

く

め
て
無
数

に
あ
る
。
一い

っ

般ぱ
ん

的て
き

に
は
成
長

と
と
も
に
言こ

と

葉ば

遣づ
か

い
を
習
得

す
る
中
で
、
自
分
の
性
別
や

年
齢
を
意
識
し
、
相
手
と
の

親
密
度
や
場
面
な
ど
に
応
じ

て
使
い
分
け
る
よ
う
に
な
る
。

　

Ⓑ
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
現

れ
る
の
だ
ろ
う
。
文
化
学
園

長
野
保
育
専
門
学
校
の
守
秀

子
主
任
教
授
が
２
０
１
５

年
、
幼
稚
園
・
保
育
園
に
通

う
１
５
７
６
人
を
対
象
に
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
男
女
と
も

に
２
歳
頃
か
ら
名
前
や
「
○

○
ち
ゃ
ん
」
な
ど
の
愛
称
を

名
乗
る
。
年
長
に
な
る
と
、

名
前
や
愛
称
を
使
い
続
け
て

い
る
の
は
女
児
が
約
６
割
、

男
児
は
約
３
割
だ
っ
た
。

　

守
さ
ん
は
「『
俺
』
は
『
僕
』

に
比
べ
て
男
ら
し
さ
を
ア
ピ

ー
ル
し
や
す
く
、
男
児
は
成

長
過
程
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
、
女
児
は
大
人
の

女
性
と
同
じ
『
わ
た
し
』
だ

け
。
使
う
際
の
ハ
ー
ド
ル
も

高
く
、
名
前
や
愛
称
を
使
う

3 	最後の「つまり」の後に続く一文とし
て、最も適切なものを選び、番号を
書きましょう。

①	自称詞は英語にはない日本語特有の言葉なのだ
②	愛称は大人でも自己表現として使える言葉なのだ
③	自称詞は自己表現と結び付いた大切な言葉なのだ
④	愛称は年長児から使い分けをすべき言葉なのだ

2 	この記事で記者は、自分が抱いた疑問を示し、それに
対する「答え」を探るために様々な取材をしています。
Ⓐ「こうした言いにくさはどこから来るのか」、Ⓑ「それ
はいつ頃から現れるのだろう」の答えを示すために紹

しょう

介
か い

しているのは、次のうちどれですか。それぞれにつ
いて、最も適切なものを選んで書きましょう。

①	記者と娘２人との会話
②	日本語と英語の違いの説明
③	「年長児の自分の呼び方」のグラフ
④	関東学院大の教授の意見

子
ど
も 

自
分
を
ど
う
呼
ぶ
？

　

幼よ
う

稚ち

園え
ん

に
通
う
５
歳
の
長
男
が
、
自
分
を
「
俺お

れ

」
と

呼
ぶ
の
を
聞
い
て
驚

お
ど
ろ

い
た
。
友
達
の
影え

い

響
き
ょ
う
だ
ろ
う
が
、

記
者
が
幼
い
頃こ

ろ

は
「
僕
」
と
言
え
て
も
、「
俺
」
は
恥は

ず

か
し
く
て
言
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

Ⓐ
こ
う
し
た
言
い

に
く
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。

方
が
自
分
自
身
を
言
い
表
し

や
す
い
と
感
じ
て
い
る
の
で

は
」
と
話
す
。

　

ま
た
、
関
東
学
院
大
の
中

村
桃
子
教
授
（
言
語
学
）
は
、

男
女
と
も
に
自
分
の
呼
び
方

に
言
い
づ
ら
さ
を
感
じ
る
理

由
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
に

男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
を
強

調
し
た
り
、
相
手
と
の
上
下

「
僕ぼ

く

」「
わ
た
し
」
に
言
い
に
く
さ

関
係
を
提
示
し
た
り
す
る
観

念
や
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て

い
る
点
を
挙
げ
、「
子
ど
も
が

う
ま
く
使
え
な
く
て
も
、
親

は
無
理
強
い
せ
ず
、『
ど
ん
な

呼
び
方
で
も
い
い
よ
』
と
声

を
か
け
、
見
守
っ
て
や
っ
て

ほ
し
い
」
と
呼
び
か
け
る
。

　

つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

Ⓐ

Ⓑ

1 	自らを指す言葉について、次の表にまとめました。
①～③にあてはまる言葉を抜

ぬ

き出しましょう。

（①　　　　　　　　）

例：○○、○○ちゃん例：先生、ママ例：わたし、僕、俺

（②� ） 職業・名称
名前・

（③� ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜解答編＞ 

 

 

 

 

 

 自 称 詞   

 

 

 

 ③       

 

 

 

自らを指す言葉（全体）を「自称詞」といいます。②は「こうした一人称」がどこ

を指すか少しわかりにくいですが、手前の「僕・わたし・うち・わし……」を指すので

「一人称」。下の段で、名前と並べて示されているのは「愛称」ですね。 

 ③       

 

 

 

 ④ 

       

 

 

 

自分の呼び方には、相手との関係など、様々な「観念や

意味合い」が含まれていると説明されています。どのような

意味を込めるかは、自分で決めて良い、がヒントです。 

円グラフは「自分の呼び方」が、年長児で様々な形に

「分かれてきている」ことが示されています。 

一人称  

 

 

 

愛称  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読んでみよう！ 

◆ミー太郎のおすすめ記事 

 

 

 

 

 

 

 

自分の「呼び方」だけでなく「家族の呼び方」も様々です。 

時代とともに、変化していくのは興味深いですね。 

（２０２１年３月３０日、読売新聞朝刊より） 


