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1．なぜ 30分アニメを題材にするのか

　30 分アニメは毎週一つの話が公開，放映され
るので，1 クール，すなわち 3 ヶ月で 12 話程度
の放映のうち，いつ新しいキャラクターが出たり
話が展開したりするかを毎週一回ある授業で考
察，予測することで，物語の構造，シリーズ構成
について考察することができる。
　30 分は短いので，30 分アニメは三一致の法則

（人物，場所，時間の一致。登場人物の数がある
範囲内で一定であること。場所が一定であるこ
と。ある一定時間内に出来ごとが起り，終わるこ
と）が当てはまることが多い。この三一致の法則
を「形式上の束縛」であると嫌い，「より自由に」
書いたのが小説である（2）。近代以降の，私小説，
心理小説，自然主義文学を重視する立場からすれ
ば，他の作品と似たようなキャラクターが出てき
て，いわゆるベタな「お約束」が多い 30 分アニ
メは不自由で価値が低く思えるが，ロラン・バル
トが言うような束縛と自由の間の価値中立だと捉
えることもできる（3）。30 分アニメで見られる「学
園もの」「百合もの」といった束縛を踏まえたう

えでの，描写の遊び，ディテールの自由さは興味
深い（4）。たとえば，岡田麿里氏の脚本のアニメ作
品で比べると，『心が叫びたがってるんだ』など
のアニメ映画と比べて，2019 年に放映された 30
分アニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ』では，酔っ
払ったおじさんがカラオケで歌うシーンから女子
高 生 の 性 的 妄 想 の シ ー ン ま で に THE BLUE 
HEARTS の曲を使うなど，青春のまっただ中で
荒ぶる女子高生たちを描くという定型をしっかり
した構成で踏まえた上での，演出の自由さがある
といえる。30 分アニメのジャンルの束縛，あり
がちなキャラクターは当然のこととして，メタ化
するなどの展開，そこの描写に力を入れるか？
という演出，そして時間配分などの構成の妙さを
取り上げて論じたり議論したりする（5）。
　20 世紀に流行っていた近代的文学の授業が盛
んな時代から，学生が関心を持つことが変化して
きているのだが，筆者はもともと文学が専門なの
で 30 分アニメの授業で文学を取り上げることが
ある。ディケンズ『荒涼館』のエスター・サマソ
ンは英文学では有名なキャラクターで，ストック
キャラクターとしてエスターについて授業で取り
上げることがあるが，それでディケンズの長編を
読む学生はいない。しかし，アニメをよく見てい
て「笑いの構造」について卒業論文を書くという
学生に，三一致の法則に則ったシェイクスピア
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『真夏の夜の夢』を読んでもらうと，面白く感じ
るようである。シェイクスピアが演劇でありディ
ケンズよりも短いので読みやすいということだけ
でなく，近代の文学の特徴である風景や心理描写
などの冗長さを除いた，根本的な物語構造に共感
する学生がいるように思う。
　よく「ホラーはなぜ怖いのか」について卒業論
文を書きたいという学生がいて，エドガー・アラ
ン・ポーやアンブローズ・ビアスの短篇を読むよ
うに言うのだが，あまり面白くなかったと言われ
たことがある。アニメを見る学生たちは，物語は
好きなのだが，シェイクスピアの舞台脚本に比べ
て，近代の小説の文章の「文学らしさ」，すなわ
ち「言語そのものを「前景化」する言語」が苦手
なのではないだろうか（6）。
　基本的に個人の心理などの情緒的な描写がなく
見やすくてテンポが速い 30 分アニメは，毎週視
聴することを宿題にして議論をすることで，キャ
ラクターの解釈や物語の構成などに焦点を絞って
学べるよい教材と言える。

2．授業でアニメを題材にする意義

　現実としてある世界以外は嘘や作り物である，
ということで何も疑問に思わず生きている人はそ
れでかまわない。しかし，

　 　それでは，今，目に見えている図柄だけが現
実であり，「存在するもの」だと考えることに
なります。そうではなく，図柄を支える見えな
い「地」まで含めて存在であり，「地」がある
からこそ，この世界は存在するということを考
えること（略）（7）

を重要視する視点もある。そのためにフィクショ
ンが存在し，ひいては芸術や文学の授業があると
いう考え方が，これまでに様々な表現によって言
われてきている。
　アニメを通じて，芸術，表現文化での，見えた
り聞こえたりするイメージを超えた，いわゆる象
徴を捉えて，想像界を超えた象徴，「地」まで読

みとることを目指している。アニメは簡単に楽し
く見ることができる一方で独特の記号があり，一
見して単純な作品であっても，見える，聞こえる
印象を超えたコードを読み解く必要がある。しか
し，アニメは一見わかりやすいだけに，アニメを
知らない人にコードを読み解く必要性を理解させ
るのは難しい。具体的作品と抽象的解釈を学び，
現実的世界でもさまざまな象徴的な意味を読み取
ることを学生に意識させるという前提ですでに高
いハードルがある（8）。
　30 分アニメを取り上げる授業では，普段から
アニメを見ている学生だけが受講できる，そうで
ない学生は履修しても単位が取れない，とシラバ
スに明記している。アニメについてよく知らない
人がなんとなく受講しても意味がなく，普段から
アニメを見ていて，描かれていることに疑問が生
じてインターネットなどで調べている人にとって
のみ意義があるといえる。普段からアニメを見て
いない人は単位を取れませんとのシラバスの記述
にもかかわらず，アニメを子供の頃にアンパンマ
ンなどを見ただけで，現在はアニメを見ていない
のに受講する学生がいる。賢い学生は自分には単
位を取れないと自覚して履修を取り消すのだが，
能力がない学生は出席していればなんとかなると
思って，授業の内容が何一つ分からないのにじっ
と我慢して出席をして，授業のあとで「どうした
らいいですか」と聞くのだが，どうしようもな
い。
　このような授業はゼミナールを除くと分類上は
講義科目になるので教員が述べたことをノートに
とって暗記すればいいと思っている学生がいる
が，これは「真実は一つ」なのが前提であり，実
際にはアニメ作品はテクストとして複数の解釈が
可能であり，教員と異なる解釈が出て来ることを
期待して，それができる学生を高く評価してい
る。アニメのことを暗記しても意味がないですよ
と言っても，複数の解釈を検討するということ，
複数のアニメ作品の具体例を検討して抽象的な解
釈を導き出すということができない受講生がい
る。「自分で考える力が育っていれば何かを言っ
ても通じるのですが，自分で考える力が育ってい



16730 分アニメを題材にした授業の事例

ない人に何を言っても無駄というところがある」
ので難しい（9）。
　「知性」と訳されるギリシア語は「ヌース」で
ある（10）。ギリシア語の「ロゴス」の中心的な意
味は「計算」や「推論」であり，「ヌース」には

「一撃で真理を見抜く」といったニュアンスがあ
る（11）。段階を踏んで徐々に真理に迫るロゴスに
対して「一撃で真実を見抜く」知性もある（12）。
近代以降は，知性のこの力は「直観：intuition」
と呼ばれるようになる。「直観」とは，個物から
普遍への飛躍を可能にする力である（13）。アニメ
を見て，そこに描かれている抽象的なことを一撃
で見抜くためには，普段からアニメを見て慣れて
いる必要がある。宿題として義務感で見て教員が
述べたことを暗記しているようでは受講する意味
がない。
　直観で見抜くだけで学問と言えるのか，につい
て。学問には追求型と連想型があり，追求型は，
フィールドワークやデータをとり分析する社会科
学になり，連想型は，人文学であるといえる。何
かを究極の根拠にしてしまうのは「決断主義」で
あり，一つの世界観だけになり，異議を唱える

「他者」たちが全く存在しなくなってしまう（14）。
アニメについての意見も，決断ではなく中断して
仮固定しているという態度が必要である。
　文学研究はテストパイロットのようなものだ，
という例えがある（15）。あるテクストを，ふつう
の解釈での意味から離れて，綱渡りのような論理
をつないで，予想外の解釈を導き出して仮固定す
る。曲芸のようであり真実に迫るとは言えない

（真実に迫る意図もない）が，言語とは本質的に
異なる解釈で捉えられる，「誤配」されるものな
ので，シンボリック相互作用論などの社会学の意
味学派，そして言語派社会学などを挙げるまでも
なく，そのような学びが社会学部とメディアコ
ミュニケーション学部からなる江戸川大学におい
て本流である社会科学的な学びと関連しての意義
があると考えている（16）（17）（18）。
　2019 年には『バーチャルさんは見ている』と
いう，「他のメディアで既にできあがっている
キャラクターを楽しむだけ」のアニメが出てき

た（19）。VTuber については学生のほうが詳しく，
メディア論はマス・コミュニケーション学科で複
数の授業があるので，年寄りの私が思いつかない
デジタルネイティブの意見を言ってみるよう促し
ても，なかなかうまくいかない。授業の参加者は
アニメに詳しい同士でラポールはあって意見を言
いやすい雰囲気なのだが。「これはこういうこと
ではないかと思う」という仮固定ができない，決
断主義になれない学生が多い。教員が究極の根拠
を持っていると思っていて，授業の前提がよくわ
からないまま単位を取ろうとするから存在しない
究極の根拠に合っているかどうかを質問する。ど
うしても「正しいこと」を暗記しないと気が済ま
ず，論理的に連想して意見をすることができない
学生は困る。
　一方でアニメについて私よりも詳しい学生のな
かには余裕があり，私が気がつかなかった意見を
述べ，論理的に無理がなく個性的な解釈をレポー
トに書いてくる優秀な者たちがいる。

3．30分アニメを用いた授業の問題点

　現在ではアニメファンなら誰もが見る，国民的
とさえ言えるアニメがなくなってきている。2006
年頃は，アニメの制作本数，アニメ産業市場など
がひとつのピークとなったときである（20）。京都
アニメーションが「京兄」と言われて崇拝され
て，秋葉原駅前で若者たちがゲリラ的に「ハレ晴
レユカイ」を踊っていたあの頃は，受講者のほぼ
全員が京都アニメーションの作品だけでなくいく
つかの同じアニメを見ていた。アニメ『AIR』の
OP『鳥の詩』は国歌ですね，などと述べて当時
は 150 人近くいた受講生全体でうけていた。
　現在は，ハリウッド実写映画『ブラックパン
サー』や『クレイジーリッチ！』などのマイノリ
ティしか登場しない作品が大ヒットしている。

『アベンジャーズ』シリーズは，誰もがメイン
キャラクターくらいは知っていてもいいと思うの
だが，アニメの授業を受講する学生のなかでも知
らない人は全く知らない。日本のアニメ映画『君
の名は』は大ヒットしたが，アニメのことをあま
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り分からなくて視聴している人が多いのではない
か。2018 年に公開された名探偵コナンの映画『ゼ
ロの執行人』は興行成績が 91.8 億円という大ヒッ
トだが，見ていないどころか知らない人も多
い（21）。要するにヒット作だから受講生全員が見
てその面白さが分かるだろうという前提がなりた
たないので，必ず見る「宿題」のアニメを指定し
にくい。また，アルバイトを掛け持ちする苦学生
が多く，あまりにも多くのアニメを見ることを指
示しにくい（22）。ほかに，テレビでアニメを見る
人が減っているので，毎週一つの話を視聴する習
慣がなくなってきている。授業は週一回なので，
アニメを毎週きちんと見てくれたほうがやりやす
いのだが，若い人はアニメをテレビで視聴する習
慣がなくてなかなかそうしない。

4．2019年放送のアニメでの具体例

a．『ひとりぼっちの○○生活』

　「コミュ力」が「コミュニケーション・スキル」
とはいささかずれた判定基準のもとで扱われる能
力になっている（23）。コミュ力とコミュニケーショ
ン・スキルの違いという問題について，主人公の
女子中学生，一里ぼっちの「極度の人見知りであ
がり症」で「ネガティブ思考だが，それでも妙な
行動力があり，友達が徐々に増えていく」様子を
描いたアニメから考察したことがあるが，この問
題は学生にはセンシティブなテーマだったよう
で，講義は聴くのだがディスカッションになりに
くい（24）。このアニメなどいわゆる「陰キャ」を
描くアニメには，日常系らしいほのぼのとした雰
囲気にもかかわらず，インタラクティブな教育の
ためにディスカッションをするには，若い学生た
ちにはひっかかることがあるようだ。
　本庄アルというクラスの副委員長で，明るい性
格でコミュ力はあるが「残念」な登場人物が出て
きて，彼女も主人公と同様にぼっちのヒロインで
ある（25）。このキャラクターのプライドの高さ，
かわいらしさと残念さとのギャップはインター
ネット上でのアニメファンのうちでは，うけて流
行ったといえる。だが，アルちゃんの扱われ方が

なんとなく嫌でアルが出る 3 話まででひとまず見
るのをやめてしまった，という女子学生がいた。
数年前には中学生で今現在も大学に登校をしてい
る学生たちには思うものがあるらしいが詳しくは
聞けない。
　ひきこもりの女子大生が主人公の『私に天使が
舞い降りた！』というアニメでは，主人公星野み
やこの「重度の人見知りである彼女の不器用な行
動」を楽しく見た（26）。学生にこのキャラクター
についてどう思うかを訊くと，冷静に客観的に見
ているようだ。オープンキャンパスでアニメ好き
の高校生と話をする機会が多いが，『女子高生の
無駄遣い』などの日常系アニメで描かれる中学・
高校の思春期は，現実の生徒たちにとってデフォ
ルメされた日常ではなく特別なフィクションのよ
うだ。自分はもてないけれどどこかにこのような

「日常」を送る人がいるとは思っていない，異世
界のことのように見ていると思う。『からかい上
手の高木さん 2』で描かれる海辺の田舎町でのほ
のぼのした恋愛を，東京下町出身で海や田舎と縁
のない筆者はノスタルジーを感じつつ現実にあり
そうなこととして楽しんだが，学生の発言から推
測すると彼らは，『高木さん』のような魔法など
の非現実的要素が全くない作品でも，異世界の
ファンタジーのように捉えていると感じる

b．『ダンベル何キロ持てる？』

　2018 年頃から「筋肉女子」という言葉が流行っ
ているという（27）。『ダンベル何キロ持てる？』は，

「筋肉女子」「ボディ系」としてトレーニングジム
に通い，アイドルオーディションやテレビ番組の
隠し芸大会に積極的に参加して自己露出をして，

「肉食系」として彼氏をほしがるが，一方でト
レーニング自体が楽しくなっている女子高生たち
の話である。インターネット上の反響を見ると
2019 年度夏アニメ（7 月から 9 月に放送されたア
ニメ）で最も流行したと思われる。
　実際のボディビルの世界やトレーニングの紹介
と，筋肉系女子高生たちと女性の先生たちの日常
とギャグが表層的に描かれるが，12 話を通して
見ると，主人公の紗倉ひびきが，偶然ジムに通
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い，才能を発見する物語の構造がある。2 話でひ
びきは同級生の上原彩也香のボクシングジムに行
き，「紗倉さん，ついでにサンドバックも殴って
みる？」と言われて初めて殴って隠れた才能を発
揮する。一度殴っただけで「紗倉さん，とりあえ
ず世界目指そっか」とボクシングコーチの彩也香
姉に言われる。その後，ひびきと腕相撲勝負で初
めて会ったジーナ・ボイドは，筋肉マニアの奏流
院朱美とひびきは同じクラスだと思い込んで転校
後すぐに再勝負を申し込むが，違うクラスだっ
た。ひびきは筋肉的な才能があり，朱美に誘われ
てシルバーマンジムに通ったとジーナは思ったの
だが，実際には，ギャルっぽいひびきはダイエッ
トのためになんとなくジムに通って初めて，同じ
学校なのだがキャラクターが違いすぎて校内では
仲良くなる可能性がない清楚なお嬢様の朱美と話
をしたのだ。ひびきがジムに通ったのは偶然であ
り，筋肉をつけてマッチョになるのは常に断って
いるのだが，その才能から，彼女がジムにいるの
は事後的に振り返ると必然と思われる。
　「天職」のことを英語では「コーリング（call-
ing）」とか「ヴォケーション（vocation）」と言
うが，どちらも原義は「呼ばれること」であり，
あなたが頼まれた仕事があなたを呼んでいる仕事
なのだ，と考えることができる（28）。能力につい
ては自己評価よりも外部評価の方がだいたい正確
で，頼まれたということは外部から「できる」と
判断されたということであり，その判断の方が自
己評価よりも当てになるという考え方がある（29）。
　普段は 2008 年公開のディズニーのアニメ映画

『ティンカー・ベル』などを挙げてこの考え方を
示しているが，このアニメの場合は異なる意見が
出て，ラストシーンでひびきが体重計を見て喜ぶ
ラストシーンの背景が真っ白であること，成田空
港第 2 ターミナルや田舎のバス停前など普通はト
レーニングをしないであろう場所でのトレーニン
グのシーンなど，議論が盛り上がった。いかにも
ばかばかしい単純そうなアニメでもディスカッ
ションが成立する一例となった。

c．『手品先輩』

　高校の奇術部の手品先輩（女性）と後輩の助手
（男性）の他愛ないほのぼのエッチな 15 分アニメ
『手品先輩』の最終回の一話前の 11 話で，手品先
輩が男と二人で町を歩いているのを見て助手は嫉
妬するが，その男は手品先輩の姉の夫であること
がわかる，というエピソードがあった。そして最
終回 12 話では，科学部の斑先輩（女性）と助手
が楽しく話しているのを見て，手品先輩が嫉妬す
る。その後，手品先輩はバニーガールの格好で手
品をして，胸をポロリしてしまい，助手は斑先輩
の前で見せた笑顔と同じ顔をして終わる。
　ラストシーンで助手が同じ顔をするということ
に気がつかない学生がけっこういた。普段の
ショートギャグから 11 話でラブコメなストー
リーになって，最終回はやはりエッチなギャグに
終わる，という構成がわからない学生がけっこう
いる。なぜ最後に手品先輩はバニーガールの格好
をしたのかというと，エッチだからだけではな
く，科学部の先輩に嫉妬したからであり，手品先
輩自身は意識していないようだが，彼女は無意識
で嫉妬心から行動している，という「読み」が成
り立つのだが，このような複数の読みの可能性，
読みのポリフォニー（というほど高度な解釈でも
ないが）を理解させるのが意外と難しい。ちょっ
とした小ネタのはずが真面目に説明することに
なった。『進撃の巨人』の謎解きについてはいろ
いろと意見を述べられるのに，『手品先輩』だと
だめなのは，原作が一話完結のギャグ漫画なの
で，各話のつながりがないショートショートのは
ずという偏見があるからだろうか。

5．まとめ

　「教養＝知識量」という考え方はもう通用しな
い。ネットで検索すればあらゆる情報が瞬時に手
に入る今，知識量の重要性は相対的に低くなって
いるからだ（30）。授業の期末レポートで「作画が
崩壊している」とか「この声優がキャラクターに
合っている」とか絵と声優のオタク知識を書いた
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ら成績は「不可」だと言っている（31）。そうなる
と，普段からアニメを視聴していて半期の授業を
ほぼ休まず聞いていても，書くことがなくてウィ
キペディアに載っていることや自分のことなど，
レポートとして評価できない内容を書いてくる学
生がいる。
　気楽に鑑賞できる 30 分アニメを題材とした授
業であっても教えることは多くあり，学生たちの
一面を知ることができるが，実際に学生がこちら
の狙い通りに学べるかというと，難しい点があ
る。
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