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若者の 身体技法と 「マ ナ ー
」 意識

1 ，目的

　本報告の 目的 は ，若者 の 「マ ナ ー
意識 」

に つ い て 、特 に 身体技法 と の 関係 か ら検討

す る こ とにあ る。

　 「マ ナ
ー

」 の 衰退 、特 に 若者 に お け る 公

共 性意識 の 低下や 、人間関係 の 希薄 化が 中

教審等 に も見 られ る ように こ れ ま で も繰 り

返 し指摘 され て い る。礼儀 、行儀 、作法 と

も訳 され る 「マ ナ
ー

」 は 、そ も そ も 「ふ る

ま い 方 」 と して の 、ひ とつ の 身体技法で あ

る 。
エ リ ア ス は 「マ ナ ー

」 の 浸透を 文 明化

の 過程 に お け る 情動抑制 の 変遷 と し て 捉 え

たが 、「マ ナ
ー

」の 衰退 と い うこ と が 若者を

通 して 現 れ る ひ と つ の 社 会的 性 向 で あ る と

すれ ば、現代社会は 「脱文 明化 」 の 過程に

あ る 社会 な の で あ ろ うか 。

　 とこ ろ で 、「マ ナ ー
」 と い う言葉は 「ル ー

ル 」 や 「良心 」 など類似す る用語 と区別 さ

れ る こ と な く使わ れ る場 合も多 い 。お お よ

そ 「規範意識 」 とい う意味 内容 を最 大公約

数 と し て 、こ れ らの 言葉は 日常的に 使用 さ

れ て い る よ うに感 じ られ る。「マ ナ ー
」が そ

も そ も ひ と つ の 身 体技法 で あ る とす れ ば ，

「マ ナ
ー

」 とい う言葉 を どの よ うな もと し

て 意識す る の か 、つ ま り 「マ ナ ー意 識 」 に

も、「マ ナ
ー

」 の 衰退 が論 じられ る の と同様

の 並行 的な変化を見 て と る こ とが 可 能な の

か も しれ な い 。

　 また 「マ ナー
」 とい う言葉が 「西 欧化 」

や 明治期 に お け る 我 が国特有 の 「近代化」

の 過程 で 、輸入文化 として 人 々 に浸透 して

きた とい う側面 に も注意 を払 う必要 が あ る。

特 に 「マ ナ ー
意識 」 の 変化 に っ い て 考 える

と き，「マ ナ ー
」 とい う言葉や 身体技法 が権

力 関係や個 人構造 の 形成過程 にお い て 、ど

の よ うな役 割 を担 っ て きた の か に っ い て 検

討 し て お く こ とは必要な こ とに な ろ う。以

上 の よ うな 問題 関 心 を 背景 に 、若者 の 「マ

ナ ー意識 」 と身体 技法 の 現 在が 持 っ 、社会
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学的 イ ン プ リケ
ー

シ ョ ン を探 っ て み た い 。

2 ，方 法

　若者 の 「マ ナ
ー

意識 」を把握 す る た め に ，

本研 究 で は 、自由連想法 に よ る 調 査 を 行 っ

た 。
「死 亅 の イ メ

ー
ジ （上薗，1997，2005 ；

丹 下 ，2002 ）や 「平和 」 の イ メ
ージ （松尾 ，

1983）な どを対象 と し て 行 われ た 自由連想

法 に よ る調査 で は ，回答者 の 枠づ けられ な

い イ メ ージや意味内容が よ く分析され て い

る。

　また本研究 で は 、比較分析す る た め に 、

小学生 と大学生 を 対象 と し て 調 査 を実施 し

て い る。調査 の 概 要 は 以 下 の 通 りで あ る。

調 査 1
・

対象…東京都 A 市の 公 立 小 学校 4校の 6

　年 生児童 233 名

・内容…
刺激後 と し て 「マ ナ ー

」 と 比 較対

　象 とす るた め に 「ル ー
ル 」 とい う 2 つ の

　言葉を選択 し、「こ の 言葉か ら思 い つ く も

　の 」 を 5 個列 記 して も ら うこ と と した 。

　ま た 回答時 間 は 5 分 に 設定 し た。
・時期

…2009 年 1 月
〜2 月

調査 2

・対 象 …東 京都 内 の 国立 の 教 員養 成 系 大

　学 に通 う 1 年生
〜4 年 生 ま で の 大学 生

　410 名

・内容
…

刺激後 と して 「マ ナ
ー

」 と比較 対

　象 とす るた めに 「ル
ー

ル 」 とい う 2 つ の

　言葉 を選択 し 、「こ の 言葉か ら思 い つ くも

　の 」 を 3 個列記 して も ら う こ と と し た 。

・時期
…2009 年 5 月 〜7 月

3
， 結果 と 考察（

一
部）

　次 の 表 は，調査 1 に お ける、反応後 の 頻

度順 上 位 15 語 ま で を 表 した も の で あ る。
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表 1 反応語 の 頻度

マナ
ー

ル
ー
ル

反応語 撫 割合（N・233）反応語 頻度 割合〔N・綱

食事 4017 ．2

あいさつ

322521 亅3．710

コ

9£

決まリ

スポーツ

守る

232213 999

．4艢

電車

たばこ

1412 6052遊び

規則 11

5．647

1G ゲームエチケツト

きまり

斃帯

1  1 1 
　　9

　　8

　　　　 4．31
  い1P臨．P．P戸
　　　　 3．9 約束

3、4 交通

iolO7664．34

、33

，02

．62

、6

バス

守ること

6 2．6学校

6 2．6 廊下

正しい 55

ル
ール

1．31

．3

マナ逆
一ド

約束

443

2、12

．11

、71

ア

1．3

車

時間

絶対

持ち物

やり方

33333

　　13r
尸尸
　　13

行儀

、、  
13

　まず 「マ ナ
ー

」 か ら連想 され る 言葉と し

て は、「食事 （13．7％ ）「あい さっ （10．7％）」 「礼

儀 （9．0％ ）」 が 上位 3 語 と し て 続 い て い る 。

それ に 対 し て ，「ル
ー

ル 」 か ら連想 され る 言

葉 と し て は、 「決 ま り（17．2％）」 「ス ポ
ー

ツ

（9．9％ ）t 「守 る （9．4％ ）」 と な っ て い る 。

　小 学校 6 年生 を 対象 と し た 調 査 で は 、以

上 の こ とか らも，「マ ナ ー
」とい う言葉 と 「ル

ー
ル 」 とい う言葉が イ メ ージの 上 で も明確

に 区 別 され て お り，ま た 「マ ナ ー
」 に っ い

て は 身体技法 と し て の 側 面 を意味内容 と し

て 言 い 当 て て い る。

　
一

方 で ，「マ ナ ー
」 と い う言葉が 「場面 」

や 「慣習」 とい っ たあ る 種 の 「状況 定義」

と して 捉 え られ る傾 向 が あ るの に対 し て ，

「ル
ー

ル 」 と い う言 葉 は 「解釈 」 や 「表出 」

と い っ た 「自己 と の 相 互 作 用 」 を基盤 に 予

想 させ る反応語 が多 い
。

　 こ の よ うな こ とか ら、小学校 6 年生 に お

い て は、自身 の 行 為選択 に 密着 し た もの と

し て 「ル ー
ル 」 と い う言葉 を捉 え て い る の

に 対 し て 、「マ ナ ー
」 と い う言葉 は イ メ

ージ

と し て 区別 は され て い る もの の 、自身 の 行

為選 択 と は 距離 の あ る も の と して イ メ ージ

され て い る 傾 向 を 指摘 で き る。

　
一
般に 、ル

ー
ル は 個人 に とっ て は外在 す

る もの で あ り ，
い わ ば 「決 め られ た こ と」

を守 る行為 で あ る の に 対 し て ，「マ ナー
」 は

個 人 に 内在す る と とも に 、他 者 か ら の 批判

を受 け うる とい う意味 で 同時 に外在す るも

の で もあ る とい う両義性 を持 っ て い る 。 い

わば 「決 め られ て い ない こ と 」 を 守 る 行為

が 「マ ナ
ー

」 で あ り、こ の意味 で は 反応語

か らイ メ
ージ され る 「マ ナ ー1 意識 は 、そ

の 両義性 を踏み 越 え て，「マ ナ ー
」 の 外 在化

を予 想させ る もの で ある。 しか し、対 象者

が児童期の 子 どもで あ る こ と を考え る と，

ま さ に社会化 の 最 中 に ある た め に、こ う し

た傾 向 を社会 的性 向 と し て 捉 え る こ と は 難

し い 。た だ 、「マ ナ ー
」 と 「ル

ー
ル 」 とい う

言 葉が 、「規範意識 」 とい うプ ラ ッ トホ ーム

上 に 見通 され る 共通性よ り も、む し ろ個別

性 が 見 て とれ る こ と に は
一

定 の 注意 を払 う

必 要 が ある と は言 え るだ ろ う。

　
一

方 で ，調 査 2 に お け る 大 学生 の 結 果か

ら は 、「マ ナ ー
」 と 「ル ー

ル 」 と い う用 語 の

関係 が 、社会化 の 度合 い が異 な る に も関わ

らず，そ れ ほ ど大きな変化 が な い こ とが 認

め ら れ る 。

　 シ ン ボ リ ッ ク な行為 が 衰 退 す る 中 で ，身

体技 法 と 「マ ナ
ー

意識 」は 若者の うち に 「脱

他者 化 」 して い る の で あ る （当 日 は さ ら に 詳

細 な報告 を行 う予 定 で あ る）。
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