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第
だい

１７話
わ

「反対
はんたい

意見
い け ん

も言
い

い方
かた

しだい」 

課題
か だ い

 反対
はんたい

意見
い け ん

が言
い

えない 

ストラテジー 相手
あ い て

の意見
い け ん

を認
みと

めてから、自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

を言
い

う 

効果
こ う か

 
・相手
あ い て

の意見
い け ん

への共感
きょうかん

を示
しめ

すことができる 

・反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うときに、相手
あ い て

を攻撃
こうげき

しているような印象
いんしょう

を避
さ

けることができる 

 

＜課題
か だ い

＞ 

反対
はんたい

意見
い け ん

が言
い

えない 

   

 過労
か ろ う

で倒
たお

れてしまったスアンは、太田
お お た

から、スアンが取
と

り組
く

んでいた秋
あき

の行楽
こうらく

キャンペーンの

仕事
し ご と

は他
ほか

の人
ひと

にお願
ねが

いしてしばらく休
やす

んだ方
ほう

がいいと言
い

われました。それを聞
き

いたスアンはとて

も残念
ざんねん

に思
おも

いましたが、太田
お お た

にその仕事
し ご と

を続
つづ

けたいという自分
じ ぶ ん

の思
おも

いを伝
つた

えることができませ

んでした。太田
お お た

の決
き

めたことに反対
はんたい

するようなことを言
い

ったら、太田
お お た

が気
き

を悪
わる

くするかもしれな

いと考
かんが

えたからです。 

 

＜ストラテジー使用
し よ う

場面
ば め ん

＞ 

 

太
おお

 田
た

： 一度
い ち ど

に新
あたら

しいことを２つやるのは大変
たいへん

だし、今
いま

はホー

ル係
がかり

に専念
せんねん

すべきじゃない？ 

スアン： たしかにそうかもしれませんが、私
わたし

…どうしてもやっ

てみたいんです。企画
き か く

を考
かんが

える仕
し

事
ごと

。（中 略
ちゅうりゃく

）だから

お願
ねが

いします。秋
あき

の行楽
こうらく

キャンペーン、やらせてくださ

い。 

太
おお

 田
た

： そうね…。 

 

＜スアンが使
つか

ったストラテジー＞ 

相手
あ い て

の意見
い け ん

を認
みと

めてから、自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

を言
い

う 

  

 スアンは、「たしかにそうかもしれませんが」と言
い

ってから、太田
お お た

の意見
い け ん

に対
たい

する反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

い

ました。 
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＜どんなストラテジー？＞ 

 このストラテジーは、相手
あ い て

の意見
い け ん

に対
たい

する反対
はんたい

の意見
い け ん

を言
い

うときに、まず相手
あ い て

の意見
い け ん

への共感
きょうかん

を

示
しめ

してから反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うストラテジーです。相手
あ い て

の意見
い け ん

に対
たい

する反論
はんろん

は、時
とき

に攻撃的
こうげきてき

に聞
き

こえて

しまうことがありますが、「たしかにそうかもしれませんが」と言
い

ってから反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うことで、

「あなたの意見
い け ん

は自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

とは違
ちが

うが理解
り か い

はできる」といった共感
きょうかん

の態度
た い ど

を示
しめ

すことができます。

何
なに

も言
い

わずに反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うより、相手
あ い て

も自分
じ ぶ ん

への配慮
はいりょ

を感
かん

じて、穏
おだ

やかな気持
き も

ちで反対
はんたい

意見
い け ん

を受
う

け止
と

められる可
か

能性
のうせい

が高
たか

くなります。 

 

＜どうやって使
つか

う？＞ 

 使
つか

い方
かた

は難
むずか

しくありません。相手
あ い て

の意見
い け ん

に対
たい

する反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

う前
まえ

に「たしかにそうかもしれま

せんが、」を付
つ

けるだけです。ただし、どのような言
い

い方
かた

をしてもよいというわけではありません。

相手
あ い て

への配慮
はいりょ

がよりよく伝
つた

わるように、自分
じ ぶ ん

なりに穏
おだ

やかな言
い

い方
かた

になるように心掛
こころが

ける必要
ひつよう

があ

ります。スアンの言
い

い方
かた

を参考
さんこう

にしてみましょう。 

 同
おな

じようなストラテジーは『まるごと 日本
に ほ ん

のことばと文化
ぶ ん か

 中 級
ちゅうきゅう

１ B1』でも取
と

り上
あ

げられてい

ます。 

 

Ａ： 何十巻
なんじゅっかん

もあるんでしょ？ ちょっと長
なが

いかもねえ。 

Ｂ： たしかに長
なが

いかもしれませんが、セリフが少
すく

ないからだいじょうぶですよ。 

『まるごと 日本
に ほ ん

のことばと文化
ぶ ん か

 中 級
ちゅうきゅう

１ B1』（p.139）より 

 

この表現
ひょうげん

のように、相手
あ い て

の話
はなし

の一部
い ち ぶ

を引用
いんよう

すると、どの部分
ぶ ぶ ん

に対
たい

して反論
はんろん

しているのかがはっ

きりします。 

 

＜もう一歩
い っ ぽ

＞ 反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うのに「共感
きょうかん

」が必要
ひつよう

なのはなぜ？ 

 『まるごと 日本
に ほ ん

のことばと文化
ぶ ん か

 中 級
ちゅうきゅう

１』で同
おな

じようなストラテジーが取
と

り上
あ

げられていること

を紹介
しょうかい

しましたが、ほかにも同
おな

じようなストラテジーを取
と

り上
あ

げている日本語
に ほ ん ご

会話
か い わ

のテキストは少
すく

なくありません。このことからも、相手
あ い て

への共感
きょうかん

を示
しめ

しつつ意見
い け ん

を言
い

うことが大切
たいせつ

だということが

わかります。では、なぜ反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うときに「共感
きょうかん

」が必要
ひつよう

なのでしょうか。 

 有名
ゆうめい

な Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論
り ろ ん

をもとに考
かんが

えてみましょう。ポライト

ネス理論
り ろ ん

では、人間
にんげん

にはみな、面子
め ん つ

（めんつ、face）というものがあり、その一
ひと

つに、自分
じ ぶ ん

の領域
りょういき

に

むやみに踏
ふ

み込
こ

まれたくないという欲求
よっきゅう

に基
もと

づく面子
め ん つ

（ネガティブフェイス）があるとしています。

李
い

（2001 ）は、反対
はんたい

意見
い け ん

の表明
ひょうめい

は、聞
き

き手
て

の意見
い け ん

や行動
こうどう

を規
き

制
せい

するもので、Brown & 

Levinson（1987）の言
い

う、面子
め ん つ

を脅
おびや

かす発話
は つ わ

行為
こ う い

で、対人
たいじん

関係
かんけい

の維持
い じ

や破綻
は た ん

に大
おお

きく関
かか

わると

予測
よ そ く

されるものだ（p.20）と言
い

っています。だからこそ、反対
はんたい

意見
い け ん

を直接
ちょくせつ

言
い

うのではなく、一旦
いったん

共感
きょうかん

を示
しめ

すことで、相手
あ い て

の面子
め ん つ

を強
つよ

く脅
おびや

かさないように、配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

なのでしょう。 

 話
はな

し合
あ

いの際
さい

に、自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

に対
たい

する反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

われたり、逆
ぎゃく

に、他
ほか

の人
ひと

の意見
い け ん

に対
たい

して反対
はんたい
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意見
い け ん

を言
い

ったりすることをどの程度
て い ど

気
き

にするかは、文化
ぶ ん か

によっても、人
ひと

によっても違
ちが

いがあると思
おも

います。ただ、今回
こんかい

のストラテジーが多
おお

くの日本語
に ほ ん ご

テキストに取
と

り上
あ

げられていることから、日本語
に ほ ん ご

の会話
か い わ

では、反対
はんたい

意見
い け ん

を言
い

うことは配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

なコミュニケーションの一
ひと

つだと言
い

えます。このよう

なコミュニケーションスタイルについて、他
ほか

の人
ひと

はどう考
かんが

えるか聞
き

いてみるのもおもしろいと思
おも

い

ます。 
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