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スポーツ用語を用いた比喩表現の日中対照研究 

要旨 

 

従来の研究は、スポーツ用語を用いた比喩表現に対する意味記述が不十分

であり、日中対照の研究も見当たらない。本研究の目的はスポーツ用語が用

いられた比喩表現に焦点を絞り、日本語と中国語（台湾華語）の比喩的意味

や言語的特徴を解明し、その異同を明らかにすることである。 

 本研究は①「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”、②「空振り」、“揮棒落

空”、③「マラソン」、“馬拉松”、④「バトン」、“棒子”、⑤「打者」、“-棒”

という五つのグループのスポーツ用語を研究対象とする。コーパスや検索エ

ンジンから用例を収集し、スポーツ用語の比喩的意味をその共起関係やコロ

ケーションから考察し、対照分析を行った。 

本研究ではスポーツ用語が比喩的に用いられる場合、スポーツとしての意

味との関連性や類似性を考察し、その比喩的意味が明らかとなった。類似性

に基づくメタファーの事例が多く、「構造のメタファー」、「存在のメタファ

ー」に基づく表現が見られる。言語的特徴について、スポーツ用語の共起関

係から見れば、スポーツ用語が合成語として使われる時に、次の二種類があ

る。一つは比喩的意味が複合語全体から派生されたものである。もう一つは

スポーツ用語の意味が抽象化し、その抽象化された意味のもとで、他の語と

結合したものである。本研究で考察したスポーツ用語が日本語でも中国語

（台湾華語）でも比喩的に使われるトピックについて、〔社会（政治）〕が最

も多い。これはスポーツにおける試合の勝敗、チーム間や選手対選手の競争

などの競技特性は、政治における選挙の勝敗、政党間や政治家の競争関係な

どの特性と類似しているからと考えられる。 

 

 

キーワード：比喩表現、比喩的意味、共起関係、メタファー、複合語、構造

のメタファー、存在のメタファー 
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運動用語的比喻表現之中日對照研究 

摘要 

 

至今有關運動用語的研究之中，對於使用運動用語來比喻時所形成的比喻

義之說明尚有不足。並且目前還未找到運動用語的比喻表現之中文與日文的對

照研究。本研究的目的為釐清中文和日文在運動用語的比喻表現上所蘊含的意

思以及語言特徵的異同之處。 

 本研究以下列五組的運動用語為研究對象。①「ホームラン」、“全壘打”、

“紅不讓”、②「空振り」、“揮棒落空”、③「マラソン」、“馬拉松”、④「バト

ン」、“棒子”、⑤「打者」、“-棒”。利用語料庫以及搜尋引擎蒐集例句，並以共

起關係與搭配詞進行了對照分析。 

 本研究釐清了使用運動用語來比喻時，在運動領域中所代表的意思與比喻

義之間的關聯性與類似點。蒐集到的例句其比喻表現大多屬於因相似而形成的

隱喻，其中還可觀察到「結構性隱喻」、「本體性隱喻」。在語言特徵方面，從運

動用語的共起關係來看，可得知運動用語以合成詞的形式出現時比喻義的形成

會有以下兩種狀況。一種是比喻義為複合詞整體的意思擴張而來。另一種是將

運動用語的意思先抽象化，再將已抽象化的意思與其他詞語組合。本研究觀察

到五組運動用語的比喻表現，不論是中文還是日文都是在〔社会（政治）〕的主

題上應用最多。可理解為運動領域中的競技特性，像是比賽的輸贏、隊伍間與

選手間的競爭，都跟政治領域中的競爭特性，像是選舉的輸贏、政黨間與政治

家之間的競爭很相似。 

 

 

關鍵字:比喻表現、比喻義、共起關係、隱喻、複合詞、結構性隱喻、本體性隱     

       喻 
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第 1 章 序論 

 

1.1研究動機と目的 

スポーツに関する言葉を使った比喩表現がニュース報道や雑誌などでよく

見られる。野球、相撲、陸上競技、ボクシング、ゴルフ、サッカーなどのス

ポーツ用語はこのような比喩表現として使われることがある。例えば、「続

投」、「序の口」、「スタートライン」、「長距離ランナー」、「ノックアウト」、

「ホールインワン」、「キックオフ」などである。その中に、野球に基づく比

喩表現が多く存在している（松井 1998: 249）。籾山（2010）によれば、日常

の場面で野球用語が比喩的に使われている。例えば、以下のような例が挙げ

られている（太字と下線は筆者によるものである。以下同様。）。 

 

（1）a.米国産牛肉に対する消費者の反応に不透明さは残るが、牛丼が吉野 

      家の「四番打者」であることは変わらない。  （籾山 2010: 23）          

   b.首相の続投に疑問を持っている国民が多い。  （籾山 2010: 39） 

   

「四番打者」は野球で攻撃サイドのチームで 4番目の打者という意味を表

す。籾山（2010: 23）は「そのチームを代表する優れた打者であり、打撃面

でチームに最も貢献することが期待されている打者」と述べている。したが

って、（1a）は吉野家の豊富なメニューの中で、牛丼が最も代表的なものであ

り、大きな利益を得ることが望まれるものと説明している。 

（1b）における「続投」の本来の語義は、野球で投手が交代せずに、引き

続き投球することである。また、籾山（2010: 39）によると、「ピンチである

とか疲労してきたというように、見方によっては降板すべきであるような状

況にも関わらず、投球を続ける」という意味もある。このような意味から、

「任期満了後さらに次の任期も首相を続ける」、あるいは、「任期中に辞任す

べきであるという声も聞かれる中で、首相を続ける」ということを理解する

ことができるとしている。 

中国語(台湾華語)の場合でも、スポーツ用語が比喩的に用いられる例とし

て、以下のようなものが挙げられる。 

  

（2）a.金管會拚電子支付，半年內讓 5業者上壘。  

(中時電子報、2016.10.07、 
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https://www.chinatimes.com/realtimenews/20161007006848-260410?chdtv) 

   b.爆胎：（中略）此時的輪胎跟蝴蝶球一樣難預測，急轉方向盤或大腳   

       煞車都是進入完全失控的捷徑，不要將自己的人生率性的三振出局 

       啊!                                             

           (Tasha、2018、『寶貝車寶貝：你的車就是這樣養壞的！101 個必懂的養車知識！』) 

 

 “上壘”は日本語で言うと、「出塁」になる。野球で走者または打者が塁に

生きること、つまり、うまくいくという意味を表す。（2a）の“上壘”は電子

マネー決済がうまくいくように、金融監督当局が電子マネーの業者を支援す

るという比喩的な意味を表す。（2b）の“蝴蝶球”は日本語で言うと、「ナッ

クルボール」になる。野球における球種の 1つであり、限りなくボールの回

転を抑えた形で投じられ、捕手に届くまでの間に不規則に変化しながら落ち

る変化球である。また、“三振出局”は日本語で言うと、「三振アウト」にな

る。野球で、打者が第三ストライクをとられてアウトになることである。

（2b）ではタイヤがパンクした時、“蝴蝶球”と同じように予測し難いもので

あるため、急にハンドルを切ったり、あるいは急にブレーキを踏んだりする

ことで車を制御できない可能性が高いことに喩えられる。 

（1a）の「四番打者」と（2b）の“蝴蝶球”のような言葉だけを見て、直

接理解できない可能性がある。それは、野球に対して一定の認識を持ってい

ることを前提とするからである。つまり、スポーツにおける比喩表現を理解

していくためには、まず、スポーツとしての意味を把握し、比喩的意味との

間の関連を考える必要がある。 

また、日本語の場合、（1b）の「続投」は政治の分野で頻繫に使われる。1

一方、中国語（台湾華語）において、“續投”はスポーツ用語として用いら

れ、比喩的意味がない。本論文では、スポーツ用語が比喩的に使われる場

合、どのようなトピックで用いられるのかも明らかにしたい。 

本研究はスポーツ用語が用いられた比喩表現に焦点を絞り、日本語と中国

語（台湾華語）の比喩的意味や言語的特徴を解明し、その異同を明らかにす

ることを目的とする。具体的には、スポーツ用語が合成語として用いられる

場合、あるいは、動詞や名詞などの語との共起関係から、日本語と中国語

（台湾華語）との間の異同を考察する。さらに、日中両言語における比喩的

                                                       
1芳賀（1990）によれば、「続投」という野球用語は日常でよく使われることになったのは

1986年から中曾根首相の後継ぎ争いが始まったころである。 

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20161007006848-260410?chdtv
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意味を明らかにし、スポーツ以外にどのようなトピックで用いられるのかに

ついて分析を行う。 

 

1.2本論文の構成 

 本論文は本章を含めて全 5 章から構成される。 

 第 1章は序論として、研究動機と目的について述べた。第 2章において

は、本研究に関連する先行研究を概観し、併せてその問題点を指摘する。第

3章では、①「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”、②「空振り」、“揮棒落

空”、③「マラソン」、“馬拉松”、④「バトン」、“棒子”、⑤「打者」、“-棒”

という五つのグループのスポーツ用語を研究対象とし、コーパスや検索エン

ジンから用例を収集する。スポーツ用語の比喩的意味をその共起関係やコロ

ケーションから考察し、対照分析を行う。具体的に、それらのスポーツ用語

にはどのような合成語があり、どのような表現と共起するか、また、どのよ

うな比喩的意味を表すかを考察し、日中両言語を比較する。そして、比喩的

意味が用いられるトピックも記述する。さらに、比喩表現について説明す

る。第 4章では、スポーツ用語が用いられた比喩表現の例から、日中両言語

における言語的特徴や比喩的意味の異同を解明する。第 5章では、本論文の

分析によって解明されたことをもとに総合的考察を行い、また、今後の課題

について述べる。 
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第 2 章 先行研究 

 

2.1はじめに 

 本章では、2.2節では日本語のスポーツ用語についての研究を概観する。 

2.3節では中国語（台湾華語）のスポーツ用語についての研究を概観する。 

2.4節では先行研究に残された課題を述べる。 

 

2.2日本語のスポーツ用語についての研究 

 

2.2.1芳賀（1990） 

芳賀（1990）は 1985年～1987 年の新聞や雑誌などで比喩表現として用い

られるスポーツ事象の例を取り上げている。その結果、スポーツ用語が比喩

的に用いられる場合、一番多いのは野球に基づくメタファー表現（隠喩）で

あることが明らかになった。 

芳賀（1990）はスポーツ用語が比喩的に使われるのは、そのスポーツにつ

いて知ることを前提として、抽象的なものや理解しにくいことを、イメージ

できるものを利用してわかりやすく説明するからであると指摘している。ま

た、スポーツ用語が専門用語から一般語化したのは、マスメディアでよく報

道されるからであり、あるスポーツ用語の比喩的意味は社会における事物や

現象と関連していると考えられると述べている。例えば、「物事の始まり」を

表現するために、「トップバッター」や「キックオフ」というようなスポーツ

用語を用いると指摘している。芳賀（1990）は以下の表 2-2-1のように、比

喩的に使われるスポーツ用語をその目的によりに全部で 21 個に分類してい

る。表 2-2-1に挙げられているスポーツに関連する用語はその一部を抜粋し

たものである。 

 

表 2-2-1スポーツ事象を比喩的に用いる目的（芳賀 1990: 55一部抜粋） 

 比喩的に用いる目的 スポーツに関連する用語 

１ 壮快さ、豪快さなどスポーツ固有のダイ

ナミックなイメージを伴いながら、明確

に優劣がついていることを表現するため 

クリーンヒット、ホームラ

ン、ホールインワン、ノック

アウト 等 

２ 技巧派、巧みであることを示すため 変化球投手、チェンジアップ 
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等 

３ 音楽や文章などの躍動感、ダイナミズム

を伝えるものとして 

フットワーク、アクロバット 

等 

４ 力強さを示すものとして 剛速球、シュート 等 

５ ランク、程度及びその程度の差を示すも

のとして 

横綱、大関、四番打者 等 

６ 奇策、意表をついたことを表現するため バント、ウルトラ C 等 

７ 物事の始まりを表現するため トップバッター、キックオフ 

等 

８ 物事の継続を表現するため 続投、リレー 等 

９ 物事の終りを表現するため ゴールイン、降板 等 

10 活動の場、競争の場、ある局面・ある一

定の範囲を表現するため 

グラウンド、土俵、パー 等 

11 ある局面の展開を表現するため 逆転満塁ホームラン、綱引き 

等 

12 人と人との交流あるいは対立・競争関係

を示すため 

キャッチボール、マッチレー

ス、デッドヒート 等 

13 人間あるいは機械の能力や特性、商品の

特性を表現するため 

遊撃手、長距離ランナー 等 

14 個人と個人あるいはグループが協力する

ことを表現するため 

スクラム、連携プレー 等 

15 人生、人の生き方あるいは組織のあるべ

き姿、価値を説明するため 

マラソン、障害物競走 等 

16 機械のメカニズムを説明するため 運動神経、フットワーク 等 

17 将棋、囲碁、マージャン等のゲーム展開

を説明するため 

一本背負い、プロレスの技の

名前 等 

18 何等かの誤りを表現するため 黒星、ミスショット、三振 

等 

19 困難、障害となるもの 障害物、ハードル 等 

20 ある事柄のタイミング、間合いの違いを

表現するため 

テニスとピンポン、ボクシン

グとレスリング 等 

21 相手から責められるということを表現す

るため 

サンドバッグのようにたたか

れる  
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2.2.2松田・島崎（1990） 

松田・島崎（1990）は、1986 年 1月 1日付朝日新聞朝刊～12月 31日付朝

刊までの一年分の政治、経済、社説面を調査している。スポーツ用語が比喩

的に用いられる場合、その頻度は、「野球」、「陸上」、「相撲」、「ボクシング」

の順であったことを明らかにしている。以下の例が挙げられている。 

 

（3）矢野委員長は「経済の地盤沈下の著しい福岡の活性化のためには、田

中氏が最適任と思い全力投球したが、極めて残念だ」と述べた上で

…                  （松田・島崎 1990: 67） 

 （4）地元の創意と熱意の有無が過疎地振興の成否を大きく分けることは確 

かだが、政府のより大きな政策も必要だ。特に医療費の助成など高 

齢者対策は待ったなしの課題である。 

（松田・島崎 1990: 68） 

 

 松田・島崎（1990）では、政府や政党のトップとその周辺の人間関係の中

に、野球のピッチャーとその他のメンバーの関係と類似し、例（3）の「全力

投球」は全力を尽くすという意味を表すと指摘している。また、例（4）の

「待ったなし」は相撲の立会い時に行事のかけ声として用いられる言葉をメ

タファーとして表現し、立会い時の緊張感と逃げも待つこともできない勝負

への参入といった行為者の厳しい心情を表すと述べている。 

 

2.2.3松井（1998） 

松井（1998）は「喩えるもの」と「喩えられるもの」としてのスポーツ用

語を取り上げ、それぞれより詳しく考察している。「喩えるもの」は、野球に

基づくメタファーが一番多く見られる。日本において野球が重要な文化項目

であると言える。また、スポーツ用語が比喩的意味で使われるスポーツ競技

と事例は以下のように示される。 

 

表 2-2-3 スポーツ用語が比喩的意味で使われるスポーツ競技と事例 

（松井 1998: 248-249の説明をもとに筆者が作成したものである） 

項目 事例 

野球 「歌合戦のトップバッターとして歌う」、「彼のピンチヒッターとして
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僕がその仕事をやろう」、「ヒット曲」、「作戦が空振りに終わった」、

「滑り込みセーフで新幹線に間に合った」、「うるさいなあ、外野は黙

っていてくれ」、「二人の絶妙な連携プレーで彼の命は助かった」、「今

は受験勉強に全力投球している」、「総理大臣の続投が決まった」、「不

祥事を起こして番組から降板する」、「9回裏２アウト満塁での登板

だ」、「ウィーンフィルの一軍メンバー」、「牽制球を投げて相手の出方

をみる」 

相撲 「土俵際まで追いつめられる」「同じ土俵の上で勝負する」「軍配が上

がる」「こんな寒さはまだ序の口、これから寒くなる」 

柔道 「一本とられた」「技ありだ」「寝技に持ち込む」 

ボクシング 「ノックアウトされる」「激しいジャブの応酬」 

陸上競技 「ハードルを越える」「ラストスパートをかける」「バトンタッチをす

る」「ゴールインする」 

 

2.3中国語（台湾華語）のスポーツ用語についての研究 

 

2.3.1王志慧（2008） 

王志慧（2008）では、2000 年シドニーオリンピックが開催された期間、

2004年台湾の大統領選挙が行われた期間と 2006年アジア競技大会が挙行さ

れた期間に、台湾で刊行された新聞（中國時報、自由時報、聯合報）の中か

らスポーツ記事を除く、他の七つのジャンルの記事（国際、社会、政治、ビ

ジネス、エンタメ、暮らし、コラム）を研究対象とし、それらの記事におけ

るスポーツ用語の比喩用法を考察している。 

その結果、次のことが明らかとなった。①スポーツ用語の使用率が一番高

いのは政治記事である。（政治＞ビジネス＞社会＞コラム＞エンタメ＞暮らし

＞国際の順である。）②スポーツ用語がメタファーで用いられる場合、その頻

度は、「陸上競技」、「野球」、「ダンス」、「バスケットボール」、「中国武術」、

「レスリング」、「サッカー」、「ボクシング」の順であった。③収集されたス

ポーツ用語はスポーツ要素によって七つの概念（時間と空間、力と速さ、競

争と協力、リーダーとフォロワー、緊張と柔和、勝利と失敗、人物と事物）

に分けられる。次の表に示される。 
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表 2-3-1 スポーツ用語が比喩的に用いられる概念 

（王 2008: 103-123 に基づき筆者が作成したものである） 

 概念 スポーツ用語 例文 

１ 時間 馬拉松（マラソン）、長跑

（長距離走） 

十小時馬拉松式開刀。愛情長跑 12年。 

空間 換跑道（他のレーンを選

ぶ）、角力場（土俵） 

轉換跑道當主播。 

期待立委把政黨恩怨擺一邊，別讓預算成為政治的角

力場。 

２ 力 拔河（綱引き） 他與死神在拔河。 

速さ 賽跑（ランニング） 一步一步為自己的財富賽跑。 

３ 競争 踢皮球（ゴム製ボールを蹴

る）、角力（相撲をとる） 

執政黨與在野黨只會互踢皮球。 

為爭奪黨主席，他們已展開角力。 

協力 右翼前鋒（右側ウィングフ

ォーワード） 

謝長廷秘書長想要做陳水扁黨主席的右翼前鋒。 

４ リーダ

ー 

舵手（かじとり） 

 

父母是孩子快樂學習的舵手。 

フォロ

ワー 

隨…起舞（～に合わせて踊

り始める） 

父母不必隨著教改的舞步起舞。 

５ 緊張 兩好三壞（2ストライク 3

ボール） 

今年選舉，在兩好三壞的滿球數下認真投下關鍵票。 

柔和 跳舞（ダンス） Chris讓 HARRODS在台灣跳舞。(新光三越與英國知

名百貨公司 HARRODS合作，要讓台灣重新認識

HARRODS。) 

６ 勝利 贏球（試合に勝つ）、全壘

打（ホームラン）、保送上

壘（四球） 

 

人的一生中不可能一直贏球。 

失敗 輸在起跑點（スタートライ

ンで負けている） 

家長擔心孩子輸在起跑點。 

７ 人物 球員（選手）、裁判（裁

判）、強棒(強打者) 

政府當好球員不如當好裁判。 

事物 球（ボール） 屆時若在野黨不同意，等於「把球丟給在野黨」，由

在野黨決定是否要再浪費龐大經費重編預算。 
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2.3.2劉麗萍（2009） 

劉麗萍（2009）は主に野球用語を研究対象として、翻訳論の観点から分析

している。外国語を中国語に訳す際に、「音訳」、「意訳」、「音訳兼意訳」、「直

訳」が用いられ、また、意訳語と音訳語は比喩表現として使われることがあ

ると述べている。例を挙げると、“紅不讓”は英語から翻訳された言葉で、野

球用語では「ホームラン」の意味であるが、意味が転じて、大人気という意

味になる。そして、“保送”は日本語で言うと「四球」（投手が打者にストラ

イクでないボールを四個与え、また、打者は一塁に進むことができる）にな

ることから、“保送大學”は「入学試験を受けずに進学できる」という意味で

よく使われるとしている。 

 

2.3.3陳楚安（2010） 

陳楚安（2010）は 2008年に北京オリンピックが開催された期間中、台湾で

発行されたビジネス情報誌におけるスポーツ用語を考察している。 

その結果、次のことが明らかとなった。①65個のスポーツのメタファーが

ある。②スポーツ用語がメタファーで用いられる場合、その頻度は、陸上競

技（29）＞野球（8）＞総合球技（6）＞バスケットボール＝ダンス（4）の順

であった。③試合の勝敗を左右する、攻撃に関する言葉が最も多い。④野球

のメタファーは打撃者との関連性が高い。 

 

2.4おわりに 

スポーツ用語が比喩的に使用されるのは類似性に基づくメタファーの事例

が多いが、日中両言語のメタファー表現は具体的にどのような違いがあるの

か明らかにされていない。また、王志慧（2008）、陳楚安（2010）は分析する

事例を北京オリンピックが開催された期間や 2000年シドニーオリンピックが

開催された期間、2004年台湾の大統領選挙が行われた期間と 2006年アジア

競技大会が開催された期間に限定したため、一部のことしか明らかにしてい

ない可能性がある。期間を特定せずに用例を収集すれば、スポーツ用語が比

喩的に使われるトピックの分布がもっと明らかになると考えられる。さら

に、芳賀（1990）、松田・島崎（1990）、王志慧（2008）、陳楚安（2010）で

は、スポーツ用語が比喩的に用いられる場合、その比喩的意味を述べている

が、意味記述が不十分なところがある。 
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第 3 章 研究方法 

 

3.1資料収集 

芳賀（1990）、松田・島崎（1990）、松井（1998）、王志慧（2008）、陳楚安 

（2010）によると、よく比喩的に使われるスポーツ用語は陸上競技と野球と

いう項目であるため、本研究はこの二種類を中心に日中両言語におけるスポ

ーツ用語を用いた比喩表現の異同を考察していく。 

日下・野崎（2004）によると、スポーツは行為の時間・空間、試合展開の

仕方、競技用具、審判などに関する規則によって、選手が卓越性を求めて互

いに技術や戦術を駆使することである。いわゆる、勝負を分けることだけで

はなく、スポーツ世界については、一定の時間・空間で、大会が定める規則

によって、みんなで切磋琢磨することなどと考えられる。次に、野球と陸上

競技の二項目を見る。 

図 3-1-1は野球の構成要素であり、図 3-1-2は陸上競技の構成要素であ

る。図 3-1-1と図 3-1-2は、日下・野崎（2004: 18）の図をもとに筆者が作

成したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果： 

勝敗 

試合の展開 

選手、審判員 

用具（バット、

グローブ、野球、

塁） 

空
間 

時間 

開始 終了 

（野球場、内

野、外野、スタ

ンド） 

ホームランを打

つ、空振りなど 

 

目的：勝利、記

録、得点 

競技、審判 

図 3-1-1 野球の構成要素 
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図 3-1-1と図 3-1-2に示されているように、スポーツは目的（勝利、得

点、記録）を達成するために、定められた範囲（野球場や陸上競技場）で、

試合展開の手順、用具、審判などによって、選手たちが競技することであ

る。 

本研究では、競技名や図 3-1-1、図 3-1-2における試合の過程、選手につ

いてのスポーツ用語を選出する。野球用語について、陳楚安（2010）は野球

のメタファーは打撃者との関連性が高く2、試合の勝敗を左右する、攻撃に関

する言葉が最も多いと述べている。それを踏まえて、スポーツ用語について

の研究のうち、日本語でも中国語（台湾華語）でもよく比喩的に用いられる

野球用語である「ホームラン」（“全壘打”、“紅不讓”）、「空振り」（“揮棒落

空”）、「打者」（“-棒”）を選出する。一方、陸上競技の用語について、松田・

島崎（1990）は陸上競技は「擬人化」されるメタファーによるものが多く、

それはメタファーにおける意味的な合成の際に述部から主部へ特性が転移さ

れると指摘している。3陸上競技はトラック競技とフィールド競技に分けられ

                                                       
2 例えば、“強棒”、“強打”、“安打”、“短打”、“三振出局”、“揮棒落空”、“擦邊球”などがあ

る。 
3 例えば、「新政権が安定を確保するにはいくつかのハードルを越えねばならないのは確か

だ。」という例において、「新政権」が擬人化され、「ハードル走」に「全力でぶつかる」や

「最後までやりとおす」という意識を内在させた「走者の心情」がその転義の中身となって

いる。 

結果： 

勝敗、記録 

試合の展開 

選手、審判員 

 
用具（バトンな

ど） 

空
間 

時間 

開始 終了 

（陸上競技場、

コース） 

バトンを渡

す 

目的： 

勝利、記録 

競技、審判 

図 3-1-2 陸上競技の構成要素 
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ているが、本研究ではトラック競技を注目する。スポーツ用語についての研

究のうち、日本語でも中国語（台湾華語）でもよく比喩的に使われる陸上競

技用語である「マラソン」（“馬拉松”）、「バトン」（“棒子”）を選出する。 

本研究の研究対象を以下のように示す。 

 

①「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓” 

②「空振り」、“揮棒落空” 

③「マラソン」、“馬拉松” 

④「バトン」、“棒子” 

⑤「打者」、“-棒” 

 

本研究は、日本語の研究対象について、NINJAL-LWP for TWC、BCCWJ、 

朝日新聞記事データベース聞蔵 II、Yahoo Japan 検索エンジンから用例を計

632例収集した。中国語（台湾華語）の研究対象について、COCT 書面語語

料庫 2017、聯合知識庫、中央研究院平衡語料庫 4.0、Google 検索エンジンか

ら用例を計 657例収集した。日本語も中国語（台湾華語）も 2000年～2018

年の間の資料のみ採取し、その比喩表現を考察していく。 

 

3.2分析方法 

本研究は、スポーツ用語の比喩的意味をその共起関係やコロケーションか 

ら考察する。具体的に、それらのスポーツ用語にはどのような合成語があ

り、どのような表現と共起するか、また、どのような比喩的意味を表すかを

考察し、日中両言語を比較する。また、使われるトピックからも比喩的意味

の分布や使用状況が分かるため、本研究は比喩的意味が用いられるトピック

も記述する。トピックについて、本研究は“中央研究院平衡語料庫”の分類

を用いる。六つの種類に分けられ、〔哲学〕、〔科学〕、〔社会〕、〔芸術〕、〔生

活〕、〔文学〕である。それぞれの種類にさらに細かい分類がある。表 3-2は

“中央研究院平衡語料庫”の分類を筆者が訳し、作成したものである。 
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表 3-2 トピックの分類 

哲学 思想、心理、宗教 

科学 数学、天文、物理、科学、採鉱、生物、農畜水産、考古、

環境保護、大気科学、医学、工学 

社会 経済、財政、経営、マーケティング、政治、国際関係、国

家政策、内政、軍事、司法、教育、交通、民族文化、歴

史、言語、マスコミ、人事、統計調査、公益、福祉、犯

罪、災害、社会学、社会現象 

芸術 芸術論、音楽、舞踊、彫刻、美術、撮影、ドラマ、民俗芸

能、文化財、建築 

生活 

 

旅行、スポーツ、食べ物、医療・保健、服飾、芸能ニュー

ス、人物、お知らせ、消費、家庭 

 

3.3比喩表現について 

 比喩を用いると新たな意味が生み出され、表現が豊かになると考えられ

る。山梨（1988）は、「比喩を通しての経験は、新しい認識の過程への第一歩

であり、新しい想像的な象徴能力への第一歩でもある。また、このような認

識の過程を経ることにより、言葉に斬新なイメージや感覚が与えられる。」と

述べている。 

比喩は直喩（シミリー）、隠喩（メタファー）、換喩（メトニミー）と提喩

（シネクドキー）がある。認知言語学の比喩研究は、特に隠喩（メタファ

ー）を中心に、換喩（メトニミー）や提喩（シネクドキー）に焦点を当てて

いる。そのうち、隠喩（メタファー）については、George Lakoff & Mark 

Johnson（1986: 5-6）によると、言語活動・思考・行動において日常の営み

の中にメタファーが浸透して、普段の生活においてものを考えたり活動した

りする時に基づいている概念体系の本質は根源的にメタファーによって成り

立っているものである。要するに、隠喩（メタファー）の本質というのはあ

る事柄を別の事柄を通して理解し、経験することであると指摘されている。 

比喩について、本研究は籾山（2001）の次の定義に従う。 

 

（5）メタファー：二つの事物・概念の何らかの類似性に基づいて、本来は

一方の事物・概念を表す形式を用いて、他方の事物・

概念を表すという比喩のことである。 
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 （6）メトニミー：二つの事物の外界における隣接性、或いは、二つに事

物・概念の思考内、概念上の関連性に基づいて、一方

の事物・概念を表す形式を用いて他方の事物・概念を

表す比喩である。 

（7）シネクドキー：ある語が本来の意味よりも狭い意味あるいは広い意味

を表すことである。 

  

以下この三種の比喩について、本研究に関連する例を取り上げる。まず、

メタファーによって成り立つ例を見る。 

 

（8）私がトップバッターで一曲歌います。（籾山 2010: 39） 

 

「トップバッター」は野球で、1番打者・先頭打者と指す。例（8）の「ト

ップバッター」は最初に始める人や先に登場する人である。このように、「ト

ップバッター」のスポーツとしての意味と比喩的意味との間に類似性が認め

られ、メタファーに属すると言える。 

 次に、メトニミー的な意味拡張の例を見る。 

 

（9）「赤ヘル軍団」はプロ野球セントラルリーグ公式戦で、1975（昭和

50）年に球団創立 26 年目で初優勝した広島東洋カーブの異名。1974

年 10月に監督に就任した大リーグ出身のジョー・ルーツが球団にユ

ニホームの一新を要望、まずは帽子から変えることになり、燃える

「赤」が帽子とヘルメットの色になったことから。 

（籾山 2014: 153） 

 

赤いヘルメットをかぶることから、「赤ヘル軍団」はプロ野球の広島東洋 

カーブの選手と指す。「赤いヘルメット」と「広島東洋カーブの選手」が空

間的に隣接しているので、メトニミーに属すると考えられる。また、空間の

メトニミーには部分と全体の関係がある。瀬戸（2017: 173）では「大きな

全体がいくつかの部分からなっていて、その一つひとつの部分の下により小

さな部分があるという構図が想定される」と指摘している。つまり、「赤い

ヘルメット」は広島東洋カーブの選手の野球用品の一つであり、「赤ヘル」

という言葉で「広島東洋カーブの選手」を表すようになったのである。 
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 次に、シネクドキーによる意味拡張の例を見る。 

 

（10）山下さんのウルトラ C で、問題はあっという間に解決した。 

（籾山 2014: 151） 

 

例（10）の「ウルトラＣ」は 1964年に開催された東京オリンピックで生ま

れた言葉で、体操男子代表チームが繰り出し、競技難度 Cを超える技という

ことである。その後、「ウルトラ C」は「ものすごい」という意味で一般に

流行した。「ウルトラ C」という語のこのような意味の転用が、より狭い意

味からより広い意味への転用であると考えられる。いわゆる、シネクドキー

に基づいて種から類への転用と言えよう。 

芳賀（1990）、松田・島崎（1990）、松井（1998）、籾山（2014）では、スポ

ーツ用語が比喩的に使用されるのは類似性に基づくメタファーの事例が多い

と指摘している。 

メタファーについて以下のような指摘がある。山梨（2012）によると、メ

タファーは「趣意（tenor）」、「媒体（vehicle）」、「根拠（ground）」という三要

素がある。「趣意」は「叙述の対象（喩えられる対象）」、「媒体」は「喩える

対象」、「根拠」は「趣意と媒体の関連性ないしは類似性を裏付ける要因に相

当する」。次の例を見る。 

 

（11）うそは河豚汁である。その場限りでたたりがなければこれほどうま

いものはない。しかしあったが最後苦しい血も吐かねばならぬ。 

                         （山梨 2012: 151） 

 

例（11）に示されたように、「趣意」は「うそ」、「媒体」は「河豚汁」であ

る。また、「根拠」は後続文「その場限りでたたりがなければこれほどうまい

ものはない。しかしあったが最後苦しい血も吐かねばならぬ」という明示さ

れた部分である。また、その「根拠」が言語的に表現されていなくても、「趣

意」と「媒体」の関連性や類似性を判断することができる。また、山梨

（1988）によれば、喩えられるものの持つ具体的な性質や形状、機能や構造

などを通したイメージによって理解していく。本研究では、スポーツとして

の意味との関連性や類似性を考察し、比喩的意味を明らかにする。 

メタファーの種類について、Lakoff & Johnson（1980）は「構造のメタファ
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ー」、「存在のメタファー」、「方向性のメタファー」という三種類の概念メタ

ファーを提唱している（以下の説明は瀬戸（1995）と笠貫（2013）を参考に

したものである）。「構造のメタファー」に基づくメタファー表現は、例え

ば、「恋愛は旅である（LOVE IS A JOURNEY）」である。「恋愛」と「旅」と

の間は「始まり」と「出発点」、「経過」と「経路」、「終わり」と「目的地」

など共通の構造を有する。「旅」の構造を「恋愛」に与えることによって、

「恋愛」を理解する。つまり、抽象的な概念を具体的物事に基づいて理解し

ていくのである。本研究は 4.2.4 節で述べる。 

次に、「存在のメタファー」は出来事、状態、行為、感情など私たち経験す

る抽象的なものを具体的な物として捉えるメタファーである。また、瀬戸

（1995）が指摘しているように、存在とは「ある対象が形を成して空間上の

ある位置を持続的に占めていること」である。そして、存在のメタファーに

よって「こと」から「もの」に意味的に移行する。例えば、「洗い物」は以下

の三つの意味的パターンがある。 

① 洗い物をする（プロセス） 

② 洗い物を食器棚に片付ける（結果） 

③ 山のような洗い物（条件） 

「洗い物を食器棚に片付ける」というようにプロセスで結果として「も

の」を表す表現である。本研究は 4.2.1節で述べる。 

そして、「方向性のメタファー」は私たちが自らの身体を基準として経験す

る空間概念に基づくメタファーである。その空間概念は「上―下」、「前―

後」、「内―外」などがある。例えば、「上―下」に基づくメタファーは「幸せ

は上、悲しみは下（HAPPY IS UP; SAD IS DOWN）」。 

なお、「～ようだ」、「～みたい」、“好像”、“彷彿”のような表現は直喩の典

型的な標識であるため、本論文では研究対象外とする。  
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第 4 章 スポーツ用語を用いた比喩表現の分析 

 

4.1はじめに 

 本章では、陸上競技と野球という二種類のスポーツにおける日中両言語の

比喩表現の異同を考察していく。本研究では以下の辞書を利用し、辞書にお

けるスポーツ用語の意味記述を確認する。日本語辞書は『広辞苑（第六

版）』、『明鏡国語辞典（第二版）』、『新明解（第七版）』の三つである。中国語

辞書は『重編國語辭典修訂本』である。4.2節はスポーツ用語を用いた比喩

表現について分析を行う。それぞれ 4.2.1節は「ホームラン」、“全壘打”、

“紅不讓”、4.2.2節は「空振り」、“揮棒落空”、4.2.3節は「マラソン」、“馬

拉松”、4.2.4節は「バトン」、“棒子”、4.2.5節は「打者」、“-棒”である。 

 

4.2スポーツ用語を用いた比喩表現の分析 

 

4.2.1「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓” 

 辞書における「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”の意味記述を表 4-2-1-

1にまとめる（「-」という記号は意味記述が辞書に記載されていないことを

示す）。 

 

表 4-2-1-1「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”の意味記述 

                                                       
4 原文：“棒、壘球賽中，打擊手擊出越過全壘打線的球，依規則可安全的經由一、二、三壘

回到本壘。” (教育部重編國語辭典修訂本より) 

 

日本語 中国語（台湾華語） 

用語 ホームラン 全壘打、紅不讓 

スポーツ用語

としての意味 

 野球で、本塁打のこと。（広

辞苑） 

 野球で、相手側の失策なし

に打者が各塁を回って本塁

に達することのできる安

打。（明鏡国語辞典） 

野球、ソフトボールで、打者が打つ

ボールがホームランフェンスを越え

て、規則に従って、打者が一塁、二

塁、三塁の順に進んで本塁へ到達す

ることである。
4
（筆者訳） (教育

部重編國語辭典修訂本) 

比喩的意味 - - 



DOI:10.6814/NCCU201900962

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

18 
 

「ホームラン」は、野球やソフトボールで打球がフェンスを越え、打者が

すべての塁を正規に触れて本塁に達するという意味を表す。 

NINJAL-LWP for TWC というコーパスツールを利用し、「ホームラン」には

以下の言語的特徴があることが分かった。「ホームラン」が単独で使われる場

合でも合成語で使われる場合でも、スポーツ用語としての意味と比喩的意味

を持つ。まず、複合語の形で比喩的意味を表す例を見る。 

 

（12）a.人生を変える一発逆転満塁ホームラン―人生も経営も、それを変    

          えるのは自分自身惰性の人生から脱出のヒントはここにある。  

（清水三雄、『人生を変える一発逆転満塁ホームラン』、2000） 

     b.その時々で恋人はいたし、いずれ結婚もしたいと思ってきたが、 

仕事で出合う世界の刺激のほうが大きく、結婚には至らなかっ 

た。東日本大震災直後に、かねて知り合いだった 11歳年下の男性 

にプロポーズされた。44歳で結婚。（中略）特に不妊治療もしな 

いのに、すぐに妊娠がわかった。周囲からは、「逆転サヨナラ満塁 

ホームランだね」と言われる。自分でもそう思う。 

（週刊朝日 2014.3.14、https://dot.asahi.com/aera/2014031200085.html?page=1） 

      c.小沢氏側にとって、逆転ホームランとなる証言訂正である。 

        (ブログ、https://31634308.at.webry.info/201105/article_24.html) 

      d.僕はこの小説を読んで、村上春樹を大江健三郎と並ぶ現代日本の

代表作家と認識することになった。「羊」が内野安打ならば、この

小説は場外ホームランといってもいい。 

（ブログ、http://blog.livedoor.jp/youjikjp/archives/933764.html） 

 

「ホームラン」は複合語の主要部となって、（12a）、（12b）、（12c）の「逆

転満塁ホームラン」、「逆転サヨナラ満塁ホームラン」や「逆転ホームラン」

のように、複合語の形で比喩的な意味を表す。（12a）の「逆転満塁ホームラ

ン」は「劇的な場面で、人生を変えるというドラマチックな結果を引き起こ

す一撃」の意味を表したり、「ピンチに遭った時、予想外な展開になること、

情勢をひっくり返す転機となること」を表したりする。（12d）の「場外ホー

ムラン」は「場外に飛び出すほどの凄さで大きな衝撃を与える」という意味

を表す。 

また、「初ホームラン」や「大ホームラン」のように「初」、「大」という接

https://dot.asahi.com/aera/2014031200085.html?page=1
https://31634308.at.webry.info/201105/article_24.html
http://blog.livedoor.jp/youjikjp/archives/933764.html
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頭辞を付ける場合には派生義が生まれないが、接尾辞を付加した派生語の場

合には拡張した意味が見られる。それは、日本語では接頭辞の主な機能は品

詞を変えることであり、意味の添加ではない。一方、接尾辞は品詞転換と意

味添加両方の機能があるので、拡張義が生まれやすいと考えられる。次は、

接尾辞を付加した派生語の例を見る。 

 

（13）a.おいしさホームラン級！新宿のミートボール専門店「WMC」新宿

御苑にあるお店なのですが、ホームラン級に美味しいミートボー

ルが食べられると大人気。     （https://macaro-ni.jp/41276） 

        b.亀屋万年堂のメイン商品である“ナボナ”は、おじいちゃんこと

創業者の『引地末治』の発案です。（中略）さらに、ナボナを一躍

有名にした「ナボナはお菓子のホームラン王です」という CM の

フレーズも『引地末治』のアイデアです。 

（https://www.navona.co.jp/homerun/） 

 

 （13a）、（13b）の「ホームラン級」、「ホームラン王」は「級」や「王」と

いう接尾辞を付加した派生語である。同種の食品においてトップの意味を表

す。「ホームラン王」は野球でシーズンを通して最も多いホームランを打った

打者への呼称という意味を表す。最も多いホームランを打った人は、卓越し

たバッティング技術や身体能力などの条件を持つ人であると言える。そのた

め、「トップレベルの～」という意味は「ホームラン王」の「卓越した能力を

持つ」という特性との類似性によって意味拡張されたと考えられる。食品の

ほかに、「駆虫剤のホームラン王」、「ホームラン級の本」などの商品について

言う場合もある。「駆虫剤」や「お菓子」はともに人工物であり、機能の面で

顕著な表現であると考えられる。5例えば、「駆虫剤」の機能は害虫を駆除す

ることであり、「お菓子」の機能は栄養を補給することである。それらの表現

は「ホームラン王」と一緒に用いられると、「優れた機能を持ち、ある分野の

トップである」という意味がすぐに伝わる。一方、「ホームラン級」は「ある

分野で最も優れている」という形容詞的な意味を持つので、食品の場合のみ

                                                       
5 影山（2011）によれば、人工物にとって目的・機能が非常に重要である。例を挙げれば、

「John is at his desk.」と「John is on the phone.」は「on」、「at」という場所を表す前置詞が用

いられるが、存在場所のことを指すのではない。「desk」の目的・機能は「そこで仕事また勉

強をする」、また、「phone」の目的・機能は「それで通話する」ということであるため、「仕

事中」と「電話中」という意味を理解することができる。 

https://macaro-ni.jp/41276
https://www.navona.co.jp/homerun/
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ならず、「ホームラン級のアイドル力」、「ホームラン級の演技」、「ホームラン

級の話芸」など様々な名詞と共起する。 

 続いて、中国語（台湾華語）の場合を見る。「ホームラン」に相当するもの

は日本の漢訳語の形を少し変更して借用した“全壘打”と、音訳された“紅

不讓”がある。6劉麗萍（2009）では、「全壘打は紅不讓とも呼ばれる。紅不

讓は homerun から音訳した言葉である。その力強い発音がホームランのパワ

ーの強さを引き出すため、一般用語として広まる」としている。7まず、“全

壘打”を見る。 

“全壘打”は複合語8（“滿貫全壘打”）や派生語9（“全壘打級”）で比喩的意

味を表すことが見られる。次は、“滿貫全壘打”の例である。 

 

（14）a.新北最乾淨城市七連霸 五項特優滿貫全壘打   

(https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&parentpath=0,6,27&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201803

260009&t=null&mserno=201309100001) 

        b.選前之夜，民進黨台北市長候選人姚文智發表演說向民眾喊話：「把 

電話簿、line翻出來、朋友找出來，繼續揪，九局下半揮出逆轉勝

的滿貫全壘打！」               （自由時報、2018.11.23、  

http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2622543） 

 

 （14a）の“全壘打”は地方の環境審査において、５種目が優秀のレベルに

達成した意味を表す。（14b）は選挙の前日に候補者が大逆転を期待すること

という意味で用いられる。“滿貫”のほかに、“逆轉勝”（逆転勝ち）という修

飾語も加えられている。 

                                                       
6林健雄（2006）によれば、中国語で外来語が取り入れられる際に以下の五つの方法が用いら

れる。 

①音訳。例えば、雷達（レーダー）。 

②音訳、意訳を両方兼ねる。例えば、倶樂部（クラブ）。 

③一部音訳、一部意訳。例えば、冰淇淋（アイスクリーム）。 

④音訳プラス事物種類弁別の接尾辞。例えば、啤酒（ビール）。 

⑤日本語の漢訳語を借用する。例えば、三振。 
7 原文：「全壘打又可稱紅不讓，紅不讓係音譯 homerun，該譯名讀音鏗鏘有力，充分展現出全

壘打的氣魄，因而廣為流傳」 
8 鳥井（2001）によれば、「前の語素が修飾語的成分であり、後の語素が被修飾語的成分とい

う関係で結合した合成語」である。鳥井（2001）は「修飾式合成語」と呼ぶ。他には、丁聲

樹等（1961）、張靜（1980）、朱德熙（1982）は「偏正式」と称する。 
9 鳥井（2001）によれば、「一個の語根に一個の接辞が付加されて構成された合成語」であ

る。鳥井（2001）は「付加式合成語」と呼ぶ。丁聲樹等（1961）、黃伯榮（1980）は「付加

式」と称し、張靜（1980）は「綴加式」と呼び、胡裕樹（1979）は「付加成分」、朱德熙

（1982）は「付加」という用語を用いている。 

https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&parentpath=0,6,27&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201803260009&t=null&mserno=201309100001
https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&parentpath=0,6,27&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201803260009&t=null&mserno=201309100001
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2622543
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次に、派生語の“全壘打級”の例を見る。 

 

（15）a.全壘打級的超級暢銷書   (https://www.thenewslens.com/article/15732) 

       b.2007年將是工研院的「行動年」，多項具有國際影響力的「全壘 

          打」級創新發明。 

(https://blog.xuite.net/daniela5/twblog/105907404-

%E5%B7%A5%E7%A0%94%E9%99%A2%E6%96%B0%E7%99%BC%E6%98%8E+%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E8%96%84%E5%A6%82%E7%B4%99) 

 

「ホームラン級の本」と同様に、（15a）の“全壘打級的超級暢銷書”とい

う表現があり、“全壘打”は「トップレベルの～」の意味を表す。さらに、

（15b）の“ 全壘打級創新發明”では、“全壘打級”は「トップレベルの～、

画期的～」という意味で使われる。 

 次に、「ホームラン」と“全壘打”、“紅不讓”の共起表現を見る。NINJAL-

LWP for TWC では、「ホームラン」と共起する動詞は、「打つ」、「放つ」、「狙

う」が最も多い。そのうち、比喩的意味で多く使われるのは「ホームランを

狙う」である。次は「ホームラン」が「打つ」、「放つ」と共起する例であ

る。 

  

（16）a.空振りを繰り返しても、「いつかホームランを打ってみせる」と人

生のバッターボックスに立ち続けるあなたを、周囲のみんなが応

援していますよ。  (http://happism.cyzowoman.com/2013/01/post_1780.html) 

        b.最近の新薬の開発は，大手製薬企業よりもむしろ，ベンチャー企

業で発見されたものの方が多くなってきた。ベンチャー企業なの

で三振も多いが，ごくまれにホームランを放つ。ホームランの可

能性があると思えば，大企業はベンチャー企業を買収し，その製

品を大きく育てればよい。 

                              (https://www.innervision.co.jp/metis/03/index.html) 

 

 例（16a）は失敗することを恐れずに努力し続けるならば、いつか成功する

という意味を表す。（16b）は新薬の開発についてベンチャー企業でも成功す

るという意味を表す。このように、「ホームランを打つ」、「ホームランを放

つ」は「成功する」という比喩的意味で用いられることが分かる。 

次に、「ホームラン」が「狙う」という動詞と共起する例を見る。 

https://www.thenewslens.com/article/15732
https://blog.xuite.net/daniela5/twblog/105907404-%E5%B7%A5%E7%A0%94%E9%99%A2%E6%96%B0%E7%99%BC%E6%98%8E+%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E8%96%84%E5%A6%82%E7%B4%99
https://blog.xuite.net/daniela5/twblog/105907404-%E5%B7%A5%E7%A0%94%E9%99%A2%E6%96%B0%E7%99%BC%E6%98%8E+%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E8%96%84%E5%A6%82%E7%B4%99
http://happism.cyzowoman.com/2013/01/post_1780.html
https://www.innervision.co.jp/metis/03/index.html
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（17）a.起業家のエンターテイメント枠になりたいんです。実際、飲み会

で面白いことを言える力も大切だと思います。小さなヒットじゃ

なくて、とにかく大きなことを言ってホームランを狙う。 

（yahooニュース、2018.09.07 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180907-00022869-forbes-bus_all&p=2） 

      b.合格レベルの答案は高くない。どの科目もホームランを狙いすぎ

ず、ソコソコ以上書けるように。          （ブログ、 

https://ameblo.jp/bokuben/entry-10877401344.html） 

   c.経産省は産業競争力を重視し、文科省は大学の関心を重視する。

そういったメリハリをつけた基本を作り、分野にどうリソースを

配分するか、時間軸をどう定めるか、ヒットをねらうかホームラ

ンをねらうかのテーマ選定、リーダーの選定を最適にするべき。 

       (http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001620/index27.html) 

   d.我々Lenovoも同じ考え方でビジネスを進めたい。すべての製品で

ホームランを狙うのではなく、イチロー選手のように、シングル

ヒットだったり、2塁打だったり……と、ゲームを先へと進め

る、そうしたイチロー選手のバッティングスタイルのようであり

たいのです。 

(https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/422719.html) 

      e.一発大儲けのホームランを狙ったものではなく、単打をコツコツ

と積み重ねていく投資手法の解説です。 

（http://www.1advantage.info/method/book.html） 

   f.衆院で賛成して参院で否決することなどできるはずもない。二度

も空振り三振を喫して、参院での一体改革法案採決での反対や採

決前の内閣不信任案提出の構えを見せて、逆転満塁ホームランを

狙うというのには無理がある。 

       （https://gendai.ismedia.jp/articles/-/33063） 

 

 例（17）のように、「ホームランを狙う」における「ホームラン」は起業、

試験、研究開発、製品開発などの分野で目標を設定する際に比喩的に使われ

る。また、「大きな目標を立て、一気に得点を取ることを目指す」という意味

を表す。 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180907-00022869-forbes-bus_all&p=2
https://ameblo.jp/bokuben/entry-10877401344.html
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001620/index27.html
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/422719.html
http://www.1advantage.info/method/book.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/33063
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次に、“全壘打”と共起する語を見る。COCT 書面語語料庫 2017というコ

ーパスを用い、“全壘打”と共起する頻度が高い動詞は “擊出”、“打出”、

“揮出”の順であることが分かった。これらのコロケーションで、スポーツ

用語としても比喩的意味でも用いられる。次に、“全壘打”の比喩的意味を見

る。 

 

（18）a.元大證券再傳捷報！今(27)日勇奪《今周刊》第十屆財富管理銀行 

暨證劵評鑑「最佳財富管理證券獎」、「最佳數位創新獎」、「最佳專 

業獎」等大獎，一舉擊出漂亮的滿貫全壘打。 

             (http://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/1060728/notice105_0728.htm) 

b.人生想要成功，不能抱持賭徒心態，光夢想著中一把大樂透，擊出

逆轉勝的全壘打。         (https://zen1976.com/post-1320031685/) 

 c.電訊業獨立分析師卡根在報告中指出，這樁收購案讓 SBC打出一支               

          全壘打，馬上取得在搶手的企業對企業電子商務市場不可或缺的專 

          業技能。          (2000-02-24/經濟日報/33版/國際產業) 

d.林明宏表示，艾格瑪行銷範圍包括國內、歐美、日本、印度及中國   

          大陸等，今年內銷及外銷美國及北美通路揮出全壘打，達成率

100%。           (2006-12-12/經濟日報/E1版/自動化工業周刊) 

      e.有信心在首都選舉市長與議員揮出全壘打。   (民報、2018.09.30         

http://www.peoplenews.tw/news/6f794d4f-f4bc-4792-99b8-1c848f77bd1a) 

 

 （18a）は証券会社が見事受賞されたこと、（18b）は宝くじが当たるという

夢を持つ、つまり逆転ホームランを打つことばかり期待していること、

（18c）は SBCという会社にとって、良い成果が出ていること、（18d）は会社

の輸出と輸入が順調に進み、経営効率が百パーセントに達すること、（18e）

は選挙について候補の全員当選を目指すことを表す。“全壘打”は野球で得点

に繋がる安打であるため、チームに大きな貢献ができる。そのため、（18）の

“全壘打”のように、「良い結果になる」の意味を表すのである。 

 一方、“紅不讓”も“擊出”、“揮出”という動詞と共起する。次の例を見

る。 

 

（19）a.年底選戰前，扎實擊出的一顆逆風高飛的政治「紅不讓」。 

(Newtalk、2018.07.22、https://newtalk.tw/citizen/view/55460) 

http://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/1060728/notice105_0728.htm
https://zen1976.com/post-1320031685/
http://www.peoplenews.tw/news/6f794d4f-f4bc-4792-99b8-1c848f77bd1a
https://newtalk.tw/citizen/view/55460
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b.本書也能協助你攀上事業顛峰，並且提供面對新挑戰時所需的各種 

技巧，幫助你在職場生涯中，擊出漂亮的紅不讓。 

(https://www.books.com.tw/products/0010053876) 

c.台塑四寶首季業績揮出紅不讓，四寶稅後純益合計 389.29億元，較 

去年同期成長 1.06倍。   (2007-05-03/經濟日報/C1版/證券產業) 

 

 （19a）の“擊出…政治紅不讓”は選挙の前に、良いイメージを有権者に与

えること、（19b）の“擊出漂亮的紅不讓”は職場において困難を乗り越える

こと、（19c）の“業績揮出紅不讓”は台塑の四つの子会社は売上が良く、利

益が増えることを意味する。このように、“紅不讓”は企業や政治家が良い結

果や満足できる成果を出すという意味を表す。 

 次に、“全壘打”と名詞との共起を見る。 

 

（20）a.候用警分局長甄試 北縣全壘打  

台灣省各縣市警察局候用分局長第四期甄試已經在日前完成，台北 

縣警察局這次有三人參加甄試，結果全部錄取。        

(2002-11-26/聯合報/18版/台北縣新聞) 

       b.除了台北縣外，雲林以北的立委席次，都被國民黨拿下。總計全台

25縣市，國民黨 15個縣市全壘打！（中略）台南縣三選區全壘

打，葉宜津、黃偉哲還有李俊毅，順利當選。 

（TVBS、2008.01.13、https://news.tvbs.com.tw/politics/157336） 

 

（20a）の“北縣全壘打”は、台北警察署に所属している三人が国家試験に 

合格して、署長候補となるという意味を表す。ここの“全壘打”は参加した

三人が全部合格したことを表す。（20b）の“15個縣市全壘打”、“三選區全壘

打”について、“全壘打”いわゆる「ホームラン」は、打者は一塁、二塁、三

塁、本塁の順にベースを踏んで進み、ベースの踏み忘れも生じなくて本塁へ

到達して得点することを表すため、不合格者が一人もいないことを表すのに

用いられる。“全壘打”の比喩的意味は基本的に「成功する」や「良い結果に

なる」という結果に着目する。（20）の“全壘打”は「メンバーが全員ある目

標に向かって努力する」というプロセスで結果として「もの」化したのであ

り、「存在のメタファー」によるものと考えられる。つまり、成功するという

結果のみならず、メンバー全員の努力した過程にも焦点を当てることができ

https://www.books.com.tw/products/0010053876
https://news.tvbs.com.tw/politics/157336
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る。このように、例（20）の“全壘打”はその結果状態を表すのではなく、

行為の過程に着目することが明らかになった。“紅不讓”と違って、“全壘

打”は比喩的に使われる場合、基本的には行為の結果に焦点を当てるが、行

為の過程に焦点を当てるものもあることが分かった。 

次に、“紅不讓”と名詞との共起を見る。 

 

（21）a.生技股紅不讓，成交量向上衝。 (2013-09-05/聯合晚報/B8版/櫃買市場) 

b.高價餐飲業績紅不讓，包括王品、瓦城都繳出不俗的成績單。 

(2012-10-30/聯合晚報/B2版/股市焦點) 

c.進入盛產的番路柿子買氣紅不讓。 (https://www.taiwanhot.net/?p=646475) 

d.納智捷（LUXGEN）人氣紅不讓， 9月在台銷售創高。 

(2010-10-08/聯合報/C8版/消費) 

e.五月天人氣紅不讓。         (2013-08-12/聯合報/C1版/影視．消費) 

 

（21a）“生技股紅不讓”は、バイオテクノロジー関連の株価が上がったこ

と、（21b）“業績紅不讓”は高級レストランの売り上げが良いこと、（21c）

“柿子買氣紅不讓”は柿の売り上げが良いこと、（21d）“納智捷人氣紅不讓”

のように、納智捷という自動車会社は人気が集まること、（21e）“五月天人氣

紅不讓”のように、五月天というバンドは高い人気が集まるという意味を表

す。このように、“紅不讓”の比喩的意味はモノの場合でもヒトの場合でも用

いられ、幅広く使われることが分かる。 

上記の例のように、中国語（台湾華語）の“紅不讓”は、「評価が良い」、

「注目度が高い」、「人々の好意や関心の集まり」という意味もある。それ

は、中国語（台湾華語）において“紅”は「大人気、有名」という意味があ

ることと関連していると考えられる。“紅”に関するイメージについて、郭晨

然（2014）では、「怒る時や興奮する時、激しく表現すること」10、「喜ばしい

こと」、「美しい様子」と指摘されている。また、その中の「喜ばしいこと」

については、「人気があることや順調に発展すること、栄えること」11、「利

益」12や「おめでたいこと」13という意味を表すと指摘している。そのため、

                                                       
10「情熱や興奮な状態など激しい表現」を意味する。例えば、“面紅耳赤”（顔や耳が赤くな

ること）。郭晨然（2014：126）が述べている。 
11 例えば、“一炮而紅”（短い時間で人気になること）、“網紅”（ネット上の有名人）。 
12 例えば、“分紅”（利益を分けること）。郭晨然（2014：126）が述べている。 
13 例えば、“紅包”（お年玉）。郭晨然（2014：126）が述べている。 

https://www.taiwanhot.net/?p=646475


DOI:10.6814/NCCU201900962

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

26 
 

“揮出”、“擊出”、“打出”という動詞がなくても、“紅不讓”を提示すれば、

「売り上げが良いこと」や「人気が高いこと」が連想される。 

4.2.1節で述べてきたことをまとめてみると、次のようになる。 

 語構成から見れば、日本語の「ホームラン」は「逆転」、「サヨナラ」、「満

塁」、「場外」を含む複合語や「王」、「級」が付いた派生語の比喩的表現が見

られる。中国語の“全壘打”は“滿貫”を含む複合語や“級”が付いた派生

語の比喩的表現が見られる。また、“紅不讓”が合成語の形で比喩的意味を表

す例が見当たらない。 

 コーパスから得たコロケーションの情報から見ると、「ホームラン」は「打

つ」、「放つ」、「狙う」という動詞と共起する頻度が高い。そのうち、「ホーム

ランを狙う」の方が比喩的意味が多く見られる。それに対して、“全壘打”と

共起する動詞は“擊出”、“打出”、“揮出”が多い。そのうち、“擊出全壘打”

の比喩的表現が多く見られる。 

 比喩的意味から考えれば、「ホームラン」が比喩的に使われる場合、行為の

結果に着目する。一方、“全壘打”が比喩的に使われる場合、基本的には行為

の結果に焦点を当てるが、そのうち、例（20）のように、行為の過程に焦点

を当てるものもある。また、“紅不讓”が比喩的に用いられると、行為の結果

のみに焦点を当て、“紅”という色彩語彙の持つイメージに基づいて、「人気

がある」といった更なる拡張義が見られる。 

最後に、「ホームラン」、“全壘打”、“ 紅不讓”の比喩的意味がどのような

トピックで用いられるかを表 4-2-1-2にまとめた。 

 

表 4-2-1-2「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”の比喩的意味が用いられる

トピック 

スポーツ

用語 

共起関

係 

用例 トピック 

「ホーム

ラン」 

複合語 「逆転満塁ホームラ

ン」、「場外ホームラ

ン」、「サヨナラホーム

ラン」 

〔社会（政治）〕、〔生活

（家庭）〕、〔哲学（心

理）〕、〔文学〕、〔芸術

（音楽）〕 

派生語 「ホームラン級」、「ホ

ームラン王」 

〔生活（食べ物）〕、〔生

活（消費）〕、〔芸術（ド

ラマ）〕 
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動詞と

の共起 

「ホームランを打つ」、

「ホームランを放つ」、 

「ホームランを狙う」 

〔社会（政治）〕、〔社会

（経済）〕、〔社会（教

育）〕 

“全壘

打” 

複合語 “滿貫全壘打” 〔政治（内政）〕 

派生語 “全壘打級” 〔生活（消費）〕、〔科学

（物理）〕 

動詞と

の共起 

“擊出全壘打”、“打

出全壘打”、“揮出全

壘打” 

〔社会（政治）〕、〔社会

（経済）〕、〔哲学（心

理）〕 

名詞と

の共起 

“北縣全壘打”、“選

區全壘打” 

〔社会（内政）〕、〔社会

（政治）〕 

“紅不

讓” 

動詞と

の共起 

“擊出紅不讓”、“打

出紅不讓”、“揮出紅

不讓” 

〔社会（政治）〕、〔社会

（経営）〕 

名詞と

の共起 

“業績紅不讓”、“買

氣紅不讓”、“人氣紅

不讓” 

〔社会（経営）〕、〔生活

（消費）〕、〔生活（人

物）〕 

 

表 4-2-1-2に示されたように、「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”が比喩

的に使われる場合、全て〔社会（政治）〕、〔社会（経済）〕というトピックで

用いられることが分かった。また、「ホームラン」と“全壘打”が同様に〔生

活（消費）〕、〔哲学（心理）〕というトピックで比喩的意味が使われる。そし

て、以下のようにそれぞれ異なるトピックで比喩的意味が使われる。「ホーム

ラン」は〔生活（家庭）〕、〔芸術（音楽）〕、〔生活（食べ物）〕、〔芸術（ドラ

マ）〕、〔社会（教育）〕、〔文学〕というトピックで用いられる。“全壘打”は

〔科学〕、〔社会（内政）〕、〔科学（物理）〕というトピックで使われる。“紅不

讓” は〔生活（人物）〕というトピックで用いられる。 

 

4.2.2「空振り」、“揮棒落空” 

 国語辞典における「空振り」の意味記述と筆者が“揮棒落空”の事例に基

づいて考えた意味解釈を表 4-2-2-1にまとめる。 

 

 



DOI:10.6814/NCCU201900962

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

28 
 

表 4-2-2-1「空振り」、“揮棒落空”の意味記述 

 

                                                       
14“揮棒落空”の意味記述は辞書に記載されていないので、筆者が野球用語としての意味で

使われる事例に基づいてまとめた。 

 
日本語 中国語（台湾華語） 

用語 空振り 揮棒落空 

スポーツ

用語とし

ての意味 

 野球で、打者の振った

バットが球に当たらな

いこと。（広辞苑） 

 振ったバット・ラケッ

ト・クラブなどにボー

ルが当たらないこと。

（振るったパンチ・こ

ぶしなどが相手に当た

らないこと） （明鏡

国語辞典） 

 （野球で）打者の振っ

たバットがボールに当

たらないこと。からぶ

り。（ボクシングで、た

たくつもりで振った腕

が相手に当たらなかっ

たことも指す。）   

（新明解） 

野球で、打者がバットを振った

が、ボールに当たらないこと。14 

 

 

比喩的 

意味 

 企てが不成功に終わる

こと。（広辞苑） 

 企図したことが失敗に

終わること。 （明鏡

国語辞典） 

 せっかくの意図が不成

功に終わる意に用いら

れる。 （新明解） 

- 
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 「空振り」は、野球で「振ったバットが球に当たらないこと」という意味

を表す。また、ボクシングで「たたくつもりで振った腕が相手に当たらなか

ったこと」の意味も持つ。 

NINJAL-LWP for TWC を用いて「空振り」やその共起表現の意味を考察し

た結果を以下に述べる。「空振り」が単独で用いられる場合、スポーツ用語と

しても比喩的意味でも使われる。まず、複合語の形で比喩的に使われる「空

振り三振」を見る。 

 

（22）a.ある秋の夜の出来事、大型台風が近づいてきた。A村長は「夜の

事だし、避難指示は出さない、出して何もなかったら、恥をか

く」と思い避難指示は回避。B村長は「何事も起こらなくても、

住民やマスコミに叩かれても避難指示はだす」辞表を懐にいれ避

難指示を出した。結果は、台風は大きく予定進路をそれ何事もな

かったのである。 

    野球の三振に例えるなら A村長は、「見送り三振」、B村長は「空

振り三振」となるのではないでしょうか。 

「仕事」も「人生」も「恋愛」も同じ三振するなら「空振り三 

振」したい。何事の前向きに、積極的に進めたいものであると 

思う。「見送り三振」より「空振り三振」を。 

(ブログ、http://www.kyoto-rakuichirakuza.com/) 

      b.携帯電話端末を特定の通信会社でしか使えないように制限してい

る「SIM ロック」について、原口一博・総務相は四月初め、「ユー

ザーのために解除を」と威勢良く打ち上げた。ところが、通信事

業者が異論を唱え、端末メーカーは反発、利用者も関心を示さな

いという「空振り三振」を喫し、とたんにトーンダウン。  

                    (http://www.elneos.co.jp/1005sc1.html) 

 

（22a）の「空振り三振」は、避難指示を行うかどうかに関するニュースを

用いて、仕事、人生、恋愛などの場面で、失敗することを恐れず、何事でも

積極的に進めるべきことを比喩する。「見送り三振より空振り三振を」という

文から、何事も試してみなくて終わるより、試してみて終わったほうが良い

という意味を表すことが分かる。（22b）の「空振り三振」は総務相は「SIM

ロック」についての対策を行ったが、効果が上がらなかったという意味を表

す。 

http://www.kyoto-rakuichirakuza.com/
http://www.elneos.co.jp/1005sc1.html
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次に、中国語（台湾華語）の“揮棒落空”が“三振”と共起する例を見

る。 

 

（23）九局下半，揮棒落空，三振出局 （タイトル） 

會好奇麻里怎麼想的，但是下了球場的我，只能拿下頭盔。因為這場

愛情比賽，我已經輸了。有人說還可以是朋友，「當然」我會這麼回

應。然後就像 msn 或是臉書的名單，歸納在朋友卻不會講講話？那

麼，更何況是語言不同的兩個人呢？與其這樣，不如用力的揮棒，把

一切的雜念摒棄…。我是真心的，所以會好好服輸。 

(https://hill1024.wordpress.com/2012/01/13/%E4%B9%9D%E5%B1%80%E4%B8%8B%E5%8D%8A%EF%BC%8C%E6%

8F%AE%E6%A3%92%E8%90%BD%E7%A9%BA%EF%BC%8C%E4%B8%89%E6%8C%AF%E5%87%BA%E5%B1%80/) 

 

（23）の“揮棒落空，三振出局”は恋愛のことを野球の試合に例え、相手

と付き合う可能性が低いことを知っているのに、自分の気持ちを素直に伝え

て、良い結果に達成しなかったことを表す。 

このように、日本語でも中国語でも「空振り」（“揮棒落空”）は「三振」と

共起する場合、「空振り三振」は重ねた努力が徒労に終わるという意味を表

す。これは、「空振り」を重ねた結果が三振にされることにつながると考えら

れる。 

 次に、共起表現について見る。NINJAL-LWP for TWC では、「空振りに終わ

る」の使用頻度が最も高い。「空振りに終わる」の比喩的意味は二つに分けら

れる。一つは「努力したが徒労に終わる（不成功に終わる）こと」である。

もう一つは、「予想や期待が外れること」である。次の例を見る。 

 

（24）a.参議院選挙でも憲法改正を争点に据えようとしたが、その意図は

空振りに終わり、最後は惨めな退陣に終わった。 

(https://lex.juris.hokudai.ac.jp/csdemocracy/ronkou/yamaguchi070928.html) 

       b.中国共産党の中央対外連絡部の宋濤（そう とう）部長が 20日、

北朝鮮訪問を終えたが当初期待されていた金正恩委員長との会談

は実現せず、空振りに終わった。  (ニッポン放送ニュース、2017.11.23 

http://www.1242.com/lf/articles/81043/?cat=politics_economy&pg=asa) 

    c.内定を獲得するために、自分が頑張ること、やるべきことを理解

しましょう。常に努力をしているつもりでも、目標が定まってい

https://hill1024.wordpress.com/2012/01/13/%E4%B9%9D%E5%B1%80%E4%B8%8B%E5%8D%8A%EF%BC%8C%E6%8F%AE%E6%A3%92%E8%90%BD%E7%A9%BA%EF%BC%8C%E4%B8%89%E6%8C%AF%E5%87%BA%E5%B1%80/
https://hill1024.wordpress.com/2012/01/13/%E4%B9%9D%E5%B1%80%E4%B8%8B%E5%8D%8A%EF%BC%8C%E6%8F%AE%E6%A3%92%E8%90%BD%E7%A9%BA%EF%BC%8C%E4%B8%89%E6%8C%AF%E5%87%BA%E5%B1%80/
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/csdemocracy/ronkou/yamaguchi070928.html
http://www.1242.com/lf/articles/81043/?cat=politics_economy&pg=asa
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なければ、何をしても空振りに終わってしまいます。   

（https://daini2.co.jp/wp/article-2482-author-uzuz12/） 

d.結果的に、東京都心では雪は降ったものの、積雪には至らず、大 

    雪予報は空振りに終わりました。  （yahooニュース、2015.02.13 

https://news.yahoo.co.jp/byline/katayamayukiko/20150213-00043008/） 

    e.広島市は 29日の土砂災害の検証部会に、被災地の住民約１千人 

を対象にしたアンケート結果を提出。自治体が出す避難勧告・指 

示について、81％の人が避難勧告の「空振り」を容認している 

ことがわかった。（中略）「空振りに終わってもよいから、できる 

だけ積極的に」が全体の 81％。   

（https://www.sankei.com/west/news/141030/wst1410300011-n1.html） 

       f.今年はドル高・円安期待が空振りに終わる可能性がある。 

(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20181204/se1/00m/020/061000c) 

     

（24a）、（24b）、（24c）は選挙、会談、就職活動の場面で、「努力したが、

企図したことが徒労に終わる」という意味を表す。（24d）、（24e）では降雪予

報や避難勧告が出ていたが、予想が外れるという意味で用いられる。（24f）

は期待が外れるという意味を表す。このように、ある行為や活動を行い、努

力をしたが徒労に終わる場面、また、ある情報や知らせが予想された（期待

された）ことと異なる場面で、「空振りに終わる」が比喩的に使われる。 

「空振りに終わる」の他に、「空振り」がスル動詞として使われる「空振り

する」、「空振りをする」の表現も見られる。 

 

（25）a.テレビ業界だけじゃなくて、いろんな業界において、空振りをす

る覚悟って大事なんだ。（https://www.manetama.jp/report/tsuchiya-toshio-2/2/） 

b.リスク・アセスメントというのをやって空振りするかもしれな

い。    （志方俊之・田原総一朗著、『日本の針路』、徳間書店、1996） 

    c.昨年は開花情報をいまいち掴めず何回も空振りした挙句、桜にあ

りつけなかった。          

（ブログ、http://shitada.blog-niigata.net/shitada/2018/04/post-354c.html） 

 

これらの比喩的意味も同じように二つに分けられる。（25a）、（25b）におけ

る「空振り」は「努力したが徒労に終わる（不成功に終わる）」という意味を

https://daini2.co.jp/wp/article-2482-author-uzuz12/
https://news.yahoo.co.jp/byline/katayamayukiko/20150213-00043008/
https://www.sankei.com/west/news/141030/wst1410300011-n1.html
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20181204/se1/00m/020/061000c
https://www.manetama.jp/report/tsuchiya-toshio-2/2/
http://shitada.blog-niigata.net/shitada/2018/04/post-354c.html
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表す。（25c）における「空振り」は「予想や期待が外れる」という比喩的意

味を表す。用例の多くが前者の意味を表す。辞書の記述15や用例から考える

と、前者は基本的な意味で、後者はその意味の派生義であると考えられる。 

では、なぜ、「努力したが、徒労に終わる（不成功に終わる）」という意味

から「予想や期待が外れること」という意味が派生されるのだろうか。 

「努力したが徒労に終わる」という意味はすでに発生したこと、あるいは

まだ起こっていないが恐らくこのような結果になることを表現する時に用い

られる。元の意味に含まれる「バットを振る」という動作が「努力する」こ

とに喩えられると考えられる。「予想する」、「期待する」という意味はこの動

作を表す意味がなくなり、実際に動作を行わない場合でも用いられるように

なったことから派生されるものと考えられる。このように、「努力したが、徒

労に終わる（不成功に終わる）」という具体的意味から「予想や期待が外れる

こと」という意味が拡張される。 

これに対し、中国語（台湾華語）の“揮棒落空”は、「努力したが、徒労に

終わる」という意味のみ表す。また、“揮棒落空”は“總有揮棒落空…”、“結

果…揮棒落空”、“還是…揮棒落空”などの形で用いられる。次の例を見る。 

 

（26）a.「人生總有揮棒落空的時候，這球過了沒關係，等下個好球再大力 

          揮出人生全壘打。」             （自由時報、2018.09.09、  

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2545857） 

      b.期待強棒出擊的國民黨，團結若只是講講，恐怕最後還是，揮棒落

空的 1場敗仗。              (中時電子報、2015.05.26、   

https://www.chinatimes.com/tube/20150526003587-261402?chdtv) 

        c.阿斯特捷利康一直希望能用慢性肺阻塞二合一吸入劑(結合兩種藥

物)的臨床三期數據來擊敗對手葛蘭素，結果揮棒落空:兩項指標皆

未達標。  (http://www.genetinfo.com/investment/featured/item/19068.html) 

  

（26a）は人生はきっと頑張っても失敗することがあること、（26b）は団結

しないと不成功に終わること、（26c）製薬工場は実験データで競争相手を潰

そうとしたが、不成功に終わることを表す。（26）のように、“揮棒落空”は

「努力したが、徒労に終わる（不成功に終わる）」という意味を表し、「空振

                                                       
15 「企てが不成功に終わること」（広辞苑） 

「企図したことが失敗に終わること」（明鏡国語辞典） 

「せっかくの意図が不成功に終わる意に用いられる」（新明解） 

https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2545857
https://www.chinatimes.com/tube/20150526003587-261402?chdtv
http://www.genetinfo.com/investment/featured/item/19068.html
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り」が持つ派生義（「予想や期待が外れる」という意味）を持っていないこと

が分かる。 

意味だけでなく、「空振り」と“揮棒落空”の品詞のカテゴリーも異なる。

「空振り」は動詞「振る」の連用形が補語成分「空」を伴って、転成名詞化

している。NV 型複合名詞であるため、「空振りに終わる」、「空振りになる」

などの用法を持ち、また、「空振りする」のように、サ変動詞としても機能し

ている。これに対し、“揮棒落空”の“揮棒”という動目構造に結果補語の

“落空”が付いて、名詞として使われる。朱德熙（1995）によれば、“揮棒”

という動目構造、動詞と目的語の間の意味関係は目的語が動作の拠り所とな

る道具であるものである。16このように、「空振り」は“揮棒落空”と比べ

て、意味も品詞カテゴリーも広いことが分かる。これは“揮棒落空”に

“棒”という道具が語彙的表現として明示されるため、その意味の派生が制

限されるのである。それを補う形で、中国語（台湾華語）には“揮棒落空”

のほかに、“揮空棒”やボクシング用語である“揮空拳”、テニス用語（また

は卓球用語、バドミントン用語）である“揮空拍”、ゴルフ用語である“揮桿

落空”などの表現もある。そのうち、特に“揮空拳”は“揮棒落空”と同じ

ように比喩的に用いられる。 

4.2.2節で述べてきたものをまとめてみると、次のようになる。 

 まず、合成語の形から見れば、「空振り」は「空振り三振」という複合語が

最も多く見られるが、中国語（台湾華語）で、それに対応するのは“揮棒落

空，三振出局”という表現になる。 

また、コーパスから得たコロケーションの情報から見ると、「空振り」は

「空振りに終わる」が最も多く見られ、他にも「空振りになる」、「空振りを

する」という共起表現があるが、中国語（台湾華語）は、“結果…揮棒落

空”、“還是…揮棒落空”のように、副詞との共起が目立つ。 

文法について、「空振り」は NV 型複合名詞で、「空振りに終わる」、「空振

りをする」、「空振りになる」などの用法を持ち、また、「空振りする」のよう

                                                       
16 朱德熙（1995）によれば、動語（動詞）と目的語の間の意味関係は、次のようなものが挙

げられる。①目的語が受動者であるもの（例えば、“擦玻璃”「ガラスを拭く」、“吃蘋果”「リ

ンゴを食べる」）。②目的語が動作者であるもの（例えば、“來客人了”「客が来る」、“住人”

「人が住む」）。③目的語が動作の拠り所となる道具であるもの（例えば、“洗冷水”「冷水で

洗う」、“抽煙斗”「パイプで（タバコを）吸う」）。④目的語が動作の生み出す結果であるもの

（例えば、“蓋房子”「家を建てる」、“寫信”「手紙を書く」）。⑤目的語が移動先であるもの

（例えば、“上廣州”「広州へ向かう」、“進醫院”「病院に入る」）。⑥目的語が動作の持続時間

を示すもの（例えば、“住三天”「三日間泊まる」、“等一會兒”「しばらく待つ」）。 
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にサ変動詞としても使われる。これに対し、“揮棒落空”は“揮棒”という動

目構造に結果補語の“落空”が付いて名詞として用いられる。 

 比喩的意味については、「空振り」が二つに分類される。一つは「努力した

が徒労に終わる（不成功に終わる）こと」である。もう一つは「予想や期待

が外れること」である。また、前者の意味から後者の意味が派生されると考

えられる。それは、元の意味に含まれる「バットを振る」という動作が「努

力する」ことに喩えられ、そして、「予想する」、「期待する」という意味はこ

の動作を表す意味がなくなり、実際に動作を行わない場合でも用いられるよ

うになったことから派生されるものと考えられる。「努力したが、徒労に終わ

る（不成功に終わる）」という具体的意味から「予想や期待が外れること」と

いう意味が拡張される。“揮棒落空”が、「努力したが徒労に終わる（不成功

に終わる）」という意味のみ表す。それは、“棒”という道具が語彙的表現と

して明示されるため、その意味の派生が制限されるのである。 

最後に、「空振り」と“揮棒落空”が比喩的に用いられるトピックを表 4-

2-2-2にまとめた。 

 

表 4-2-2-2「空振り」、“揮棒落空”の比喩的意味が用いられるトピック 

スポーツ用

語 

共起関係 用例 トピック 

「空振り」 複合語 「空振り三振」 〔社会（内政）〕、〔社会（政

治）〕 

動詞との

共起 

「空振りに終わる」、「空

振りをする」、「空振りに

なる」 

〔科学（天気）〕、〔社会（内

政）〕、〔社会（経済）〕、〔社会

（政治）〕、〔哲学（心理）〕、

〔社会（社会現象）〕 

自動詞と

して 

「空振りする」 

 

〔社会（マスコミ）〕、〔社会

（内政）〕、〔科学（生物）〕 

“揮棒落

空” 

“三振”

との共起 

“揮棒落空，三振出局” 〔哲学（心理）〕 

副詞との

共起 

“結果…揮棒落空”、“還

是…揮棒落空”など 

〔社会（経済）〕、〔哲学（心

理）〕、〔社会（政治）〕、〔社会

（マーケティング）〕、〔芸術

（ドラマ）〕、〔科学（医学）〕 



DOI:10.6814/NCCU201900962

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

35 
 

表 4-2-2-2のように、「空振り」、“揮棒落空”が比喩的に用いられる場合、

両方とも〔社会（政治）〕、〔社会（経済）〕、〔哲学（心理）〕というトピックで

使われることが分かる。また、以下のようにそれぞれ異なるトピックで比喩

的意味が使われる。「空振り」は〔社会（内政）〕、〔科学（天気）〕、〔社会（社

会現象）〕、〔社会（マスコミ）〕、〔科学（生物）〕というトピックで用いられ

る。“揮棒落空”は〔社会（マーケティング）〕、〔芸術（ドラマ）〕、〔科学（医

学）〕というトピックで用いられる。 

 

4.2.3「マラソン」、“馬拉松” 

 辞書における「マラソン」、“馬拉松”の意味記述を表 4-2-3-1にまとめ

る。 

 

表 4-2-3-1「マラソン」、“馬拉松”の意味記述 

 日本語 中国語（台湾華語） 

用語 マラソン 馬拉松 

スポーツ用語

としての意味 

（marathon race, marathon=

もと、ギリシャの地名） 

 42.195キロメートルを

走る競走。 

（新明解） 

長距離競走。 

「マラソン」の語源は以下の物語

に基づく。ギリシャのアテナの東

側にあるマラトン（Marathon）

で、紀元前 490 年、ギリシャとペ

ルシアと戦い、ギリシャのアテネ

軍が勝利し、一人の兵士が戦場で

あるマラトンからアテネまでの約

35キロの距離を走り、勝利を報告

して死んだという物語に由来す

る。17 

(教育部重編國語辭典修訂本) 

比喩的意味 長い時間や年月継続してや

ることが必要な仕事。 

（新明解） 

長く続ける根性や時間が必要

であることの比喩である。18 

 (教育部重編國語辭典修訂本) 

                                                       
17 原文：“一種長距離賽跑項目。馬拉松（Marathon）位於希臘雅典東部三十五公里處，為馬

拉松賽跑的起源地。西元前四百九十年，希臘與波斯交戰，希臘人斐德匹第斯為傳達希臘捷

報，自馬拉松跑赴雅典，力竭而死，日後特舉行長途賽跑以為紀念。簡稱為「馬拉松」。” 
18 原文：“比喻需要持續長久的耐力或時間。”  
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「マラソン」は、陸上競技の一つであり、「42.195キロメートルを走る競

走」、「長距離競走」である。 

「マラソン」が単独で用いられる場合、スポーツ用語としても比喩的意味

でも使われる。「マラソン」が複合語として使われる場合は、4.2.1節で見た

「ホームラン」とは異なり、複合語の主要部にも修飾部にも来ることができ

る。つまり、「Ｘ＋マラソン」や「マラソン＋Ｙ」という表現が見られるとい

うことである。まず、「マラソン」が複合語の主要部になる語、例えば、「読

書マラソン」、「禁煙マラソン」を見る。 

 

（27）a.「大学 4年間で本を 100冊読もう！」を合言葉に大学生協では読

書マラソンを進めています。         

（https://www.univcoop.or.jp/fresh/book/marathon.html） 

    b.奈良県に在住または在勤の方は、奈良県が実施する「奈良県イン

ターネット禁煙マラソン」に参加できます。 

           （http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1403834072453/index.html） 

 

複合語の修飾部となっている「Ｘ」には、「読書」、「禁煙」のほかに、「ヒ

アリング」、「漢字」、「勉強」、「映画」などのものがある。「ヒアリングマラソ

ン」は、一年間で 1000時間のヒアリング練習19、「漢字マラソン」は漢字能力

検定の対策として毎日学習すること20、「勉強マラソン」は長時間勉強に集中

すること、「映画マラソン」は長時間連続で映画鑑賞をすることという意味を

表す。以上のように、「Ｘ＋マラソン」における「マラソン」は「長時間連続

的に～という動作をすること、終わるまで長くかかること」という意味を表

す。 

竝木（2009a）によれば、「マラソン」というような単純語（普通名詞）の

前に他の単語が複合した場合、例えば、「読書マラソン」における「マラソ

ン」は「長時間にわたって続けること」という解釈である。また、他にも、

                                                       
19「ヒアリングマラソンは、優れた英語教材としてランキング 1 位に選ばれました。」

（https://ec.alc.co.jp/listening/hm/） 
20「この漢字マラソンは 1学期に２～３回の頻度ですが、定期テストにも漢字マラソンで出

題された範囲からの出題があります。」
（https://www.kanken.or.jp/kanken/groupcase/juniorhighschool/kanto/detail_jhs_kanto_53.html） 

https://www.univcoop.or.jp/fresh/book/marathon.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1403834072453/index.html
https://ec.alc.co.jp/listening/hm/
https://www.kanken.or.jp/kanken/groupcase/juniorhighschool/kanto/detail_jhs_kanto_53.html
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「～ソムリエ」21、「～富士」22などの例が取り上げられている。さらに、固

有名詞である「甲子園」にも以上のような現象も見られるとしている。「俳句

甲子園」、「パソコン甲子園」、「アニメ甲子園」などのような複合語は、高校

生を中心に行われる俳句やパソコンやアニメなどの競技会をさすように使わ

れる。このように、普通名詞や固有名詞の前に他の単語が付くと、複合語全

体が主要部の下位語にならない場合がある。それらの語は「～に似たもの」、

「いわば～のようなもの」という意味で用いられると指摘している。 

次に、「マラソン」が複合語の修飾部に来るものを見る。 

 

（28）a.4時間に及ぶマラソン会議後に発表した声明で、経済状況は「政 

    府は国家のビジョンを提示し、進むべき方向に揺ぎなく導いてい 

かなければならない。 

（http://www.toyo-keizai.co.jp/news/general/2003/post_2114.php） 

      b.171回から 180回までのロビーコンサート出演者が集う、マラソ

ンコンサート。」         （https://f-mirai.jp/archives/46881） 

      c.TPP への加盟交渉では、全ての既加盟国が様々な段階で拒否権を

発動できる。新規加盟は極めて困難、あるいは、マラソン交渉に

なろう。      

（https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/PolicyBrief/Ajiken/065.html） 

 

例（28）の「マラソン会議」、「マラソンコンサート」、「マラソン交渉」の

ように、「マラソン＋Ｙ」における「マラソン」は「マラソンのような」、つ

まり、「長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで長くかかるこ

と」という意味を表す。 

このように、「Ｘ＋マラソン」や「マラソン＋Ｙ」における「マラソン」

は、いずれも「長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで長くか

かること」という意味を表す。 

 続いて、中国語（台湾華語）における“馬拉松”の複合語を見る。日本語

の「マラソン」と同じように、“馬拉松”は複合語として用いられる場合、複

                                                       
21例えば、「野菜ソムリエ」、「温泉ソムリエ」などである。「ソムリエ」は「野菜」、「温泉」

というような単語と結合すると、ワインの専門家という意味から、「野菜」、「温泉」に関する

専門家という意味になっている（竝木 2009a：159）。 
22例えば、「津軽富士」、「岩手富士」などである。「～富士」は「形が富士山に似ている別の

山」という意味を表す（竝木 2009b：146）。 

http://www.toyo-keizai.co.jp/news/general/2003/post_2114.php
https://f-mirai.jp/archives/46881
https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/PolicyBrief/Ajiken/065.html
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合語の主要部にも修飾部にも来ることがある。つまり、“Ｘ＋馬拉松”や“馬

拉松＋Ｙ”という表現が見られる。まず、“馬拉松＋Ｙ”の複合語を見る。 

 

（29）a.公路總局今天下午先後針對遊覽車、小客車租賃業召開 5小時會 

議，遊覽車業者宣布抗議取消，公總與租賃業者馬拉松會議直到晚 

間 10時…。         (http://www.hitoradio.com/newweb/23353hotnews) 

b.盧廣仲 開馬拉松演唱會 一票到底省很大（タイトル） 

 （中略）早上 10點就開唱，唱到中午 12點先放粉絲吃飯，下午 2

點粉絲可進場免費看電影，晚上 7點半他又一路唱到 10點。 

（蘋果日報、2010.12.11、 

https://tw.entertainment.appledaily.com/daily/20101211/33028396/） 

c.華航空服員罷工在新任董事長何煖軒先行退讓，承諾暫停桃園報

到，勞資雙方正式進行馬拉松談判…。                  

（ETtoday 新聞雲、2016.06.24  

 https://www.ettoday.net/news/20160624/722880.htm#ixzz5hBlnWHK3） 

d.心臟致命重症命危 30小時馬拉松手術救回（タイトル） 

(中時電子報、2018.03.14、 

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180314004638-260418) 

e.高中國文課綱 9小時馬拉松審查 4案均未過半。 

(工商時報、2017.09.10、 

https://m.ctee.com.tw/livenews/ch/20170910003253-260405) 

 

 “馬拉松會議”（長時間の会議）、“馬拉松演唱會”（数時間に及んだコンサ

ート）の他に、“馬拉松談判”（長時間の交渉）、“馬拉松手術”（長時間に及

ぶ手術）、“馬拉松審查”（長時間の審査）などの表現も見られる。このよう

に、“馬拉松＋Ｙ”における“馬拉松”が「長時間連続的に～という動作をす

ること、終わるまで長くかかること」という意味を表す。また、“馬拉松”の

後に“式”が付いたものによる複合語もある。例えば、“馬拉松式會議”、

“馬拉松式手術”、“ 馬拉松式審查”などである。 

 次に、“Ｘ＋馬拉松”という複合語、つまり、“馬拉松”が主要部になる例

を見る。 

 

（30）a.這戲院怕你忘了前面所有彩蛋，辦了 31小時的漫威英雄電影馬拉 

http://www.hitoradio.com/newweb/23353hotnews
https://tw.entertainment.appledaily.com/daily/20101211/33028396/
https://www.ettoday.net/news/20160624/722880.htm#ixzz5hBlnWHK3
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180314004638-260418
https://m.ctee.com.tw/livenews/ch/20170910003253-260405
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松。       （2018.03.16、http://www.fhm.com.tw/article?id=25136）    

b. 12小時演唱會馬拉松…。 

(TVBS、2015.02.14、https://news.tvbs.com.tw/life/567339)                                                                

 

（30a）の“電影馬拉松”は複数の映画を連続的に視聴すること、（30b）の

“演唱會馬拉松”は数時間に及んだコンサートという意味を表す。他に、“閱

讀馬拉松”、“手術馬拉松”、“程式設計馬拉松”、“創作馬拉松”、“面試馬拉

松”、“愛情馬拉松”、“會議馬拉松”という表現もある。このように、“Ｘ＋馬

拉松”における“馬拉松”も「長時間連続的に～という動作をすること、終

わるまで長くかかること」という意味を表す。 

以上のことから、「マラソン」と“馬拉松”は、比喩的に用いられる場合、

「長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで長くかかること」と

いう意味を表し、この意味は、元の意味に含まれる「距離の長さ」、「時間の

長さ」から派生されたものと考えられる。 

では、なぜ 4.2.1節での「ホームラン」とは異なり、「マラソン」と“馬拉

松”は両方とも複合語の主要部にも修飾部にもなることがあるのだろうか。 

「Ｘ＋マラソン」の場合、修飾部である「Ｘ」が「マラソン」の比喩的意

味と直接結合すると考えられる。したがって、「Ｘ＋マラソン」は対応するス

ポーツ用語の意味を持たないし、複合語も多い。つまり、この場合、「マラソ

ン」は修飾部と「長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで長く

かかること」という比喩的意味のもとで結合するのである。 

「マラソン＋Ｙ」の場合は、「マラソン」の属性が抽出され、主要部を修飾

すると考えられる。この場合も「マラソン」は「長時間連続的に～という動

作をすること、終わるまで長くかかること」という抽象化した意味で後項の

名詞と結合する。 

このように、「マラソン」は「長時間連続的に～という動作をすること、終

わるまで長くかかること」という拡張された意味を持ち、その拡張された意

味のもとで語と結合するので、複合語の主要部にも修飾部にも来ることがで

きる。また、意味が抽象化したため、結合できる語も「ホームラン」より多

いのである。 

また、「Ｘ＋マラソン」と「マラソン＋Ｙ」、“Ｘ＋馬拉松”と“馬拉松＋

Ｙ”の比喩的意味について、同様に「終わるまで長くかかること」という意

味を持つが、異なることもある。「Ｘ＋マラソン」と“Ｘ＋馬拉松”という表

http://www.fhm.com.tw/article?id=25136
https://news.tvbs.com.tw/life/567339
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現は「複数のことが連続的に発生する」の意味を表す。一方、「マラソン＋

Ｙ」と“馬拉松＋Ｙ”という表現は「あることが終わるまで持続する」の意

味を表す。例えば、「会議マラソン」と“會議馬拉松”は「複数の会議を連続

で開催する」を意味する。「コンサートマラソン」と“演唱會馬拉松”は「連

日で（あるいは、ある期間に）複数のコンサートを開く」という意味を表

す。それに対し、「マラソン会議」と“馬拉松會議”は「その会議が終わるま

で数時間かかる」を意味する。「マラソンコンサート」と“馬拉松演唱會”は

「そのコンサートが終わるまで数時間かかる」という意味を表す。 

「距離の長さ」と「時間の長さ」について、小野寺（2018）では、「空間概

念と時間概念はそもそも不可分な形で融合しており、そこから空間的意味を

喪失したところに時間表現があるという主張がなされている」と指摘してい

る。「マラソン」の拡張的な意味は「距離の長さ」という空間概念から「時間

の長さ」という時間概念へ写像された時間メタファーによるものと考えられ

る。 

続いて、動詞との共起表現を見る。NINJAL-LWP for TWC では、「マラソ

ン」と共起する頻度の高い動詞は「走る」、「する」である。 

 

（31）a.ゴールのないマラソンを走ることはできません。かならず目標を

設定するようにします。 

（http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/Q0678.html） 

   b.我が日本は今後、北東アジアから、中央アジア・コーカサス、ト

ルコ、それから中・東欧にバルト諸国までぐるっと延びる「自由

と繁栄の弧」において、まさしく終わりのないマラソンを走り始

めた民主主義各国の、伴走ランナーを務めてまいります。 

      （https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_1130.html） 

   c.走りきったその瞬間にやっと目隠しがとれ、あなたは「結婚」か

「別れ」のどちらかのゴールに立っています。 

残酷ですか？わからない結末に向かって苦しいマラソンをするな 

んて。             （https://ima-omiai.com/2491） 

 

 これに対し、中国語（台湾華語）の場合、COCT 書面語語料庫 2017では

“馬拉松”と共起する使用頻度が最も高い動詞は“跑”である。 

 

http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/Q0678.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/18/easo_1130.html
https://ima-omiai.com/2491
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（32）a.生命的馬拉松如果要跑得輕鬆，也要遠離罪惡感。 

(COCT)（穆景南、『別傻了女人』、遠流、2003） 

b.教育是一場馬拉松的競賽，跑馬拉松贏在起跑點重要嗎？ 

(COCT)（陳文德、『用新教孩子』、遠流、1999） 

      c.家長少一點指揮、孩子多一點寧靜，孩子就能健康平安跑完人生的

馬拉松。 

                       (https://life.edu.tw/homepage/discuss/t-5-  

293.php?board_no=B000000169&seri_no=244&pageth=30) 

 

 （32）における“馬拉松”は（31）における「マラソン」と同様に「長時

間連続的に～という動作をすること、終わるまで長くかかること」という比

喩的意味を表す。 

4.2.3節で述べてきたものをまとめてみると、次のようになる。 

まず、共起表現について、複合語の形から見れば、「マラソン」は主要部に

も修飾部にも来ることがあり、前者には「読書マラソン」、「映画マラソン」

などの表現があり、後者には「マラソンコンサート」、「マラソン会議」など

の例がある。この点は、4.2.1節で見た「ホームラン」と異なる点である。

これは、「マラソン」の意味が抽象化し、その抽象化された意味のもとで、他

の語と結合したからである。これに対し、例えば、「場外ホームラン」の比喩

的意味は複合語全体から派生されたものである。 

また、コーパスから得たコロケーションの情報から見ると、「マラソン」は

「走る」、「する」という動詞との共起頻度が高い。それに対して、“馬拉松”

は“跑”という動詞との共起頻度が高い。 

比喩的意味については、「マラソン」と“馬拉松”が同様に、「長時間連続

的に～という動作をすること、終わるまで長くかかること」という意味を表

す。それは、「マラソン」と“馬拉松”の元の意味に含まれる「距離の長

さ」、「時間の長さ」が受け継がれ、「長時間連続的に～という動作をするこ

と、終わるまで長くかかること」を表すようになると考えられる。また、「Ｘ

＋マラソン」と「マラソン＋Ｙ」、“Ｘ＋馬拉松”と“馬拉松＋Ｙ”は、同様

に「終わるまで長くかかること」という意味を持つが、異なるところもあ

る。それは、「Ｘ＋マラソン」と“Ｘ＋馬拉松”という表現は「複数のことが

連続的に発生する」の意味を表す。一方、「マラソン＋Ｙ」と“馬拉松＋Ｙ”

という表現は「あることが終わるまで持続する」という意味を表す。「マラソ

https://life.edu.tw/homepage/discuss/t-5-%20%20293.php?board_no=B000000169&seri_no=244&pageth=30
https://life.edu.tw/homepage/discuss/t-5-%20%20293.php?board_no=B000000169&seri_no=244&pageth=30
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ン」の拡張的な意味は「距離の長さ」という空間概念から「時間の長さ」と

いう時間概念へ写像された時間メタファーによるものと考えられる。 

最後に、「マラソン」と“馬拉松”が比喩的に用いられるトピックを表 4-

2-3-2にまとめた。 

 

表 4-2-3-2「マラソン」、“馬拉松”の比喩的意味が用いられるトピック 

スポーツ用

語 

共起関係 用例 トピック 

「マラソ

ン」 

複合語 主要部として： 

「読書マラソン」、「禁煙マラソ

ン」、「ヒアリングマラソン」、

「漢字マラソン」、「勉強マラソ

ン」、「映画マラソン」など 

〔社会（教育）〕、〔生活

（医療・保健）〕、〔芸術

（ドラマ）〕 

修飾部として： 

「マラソン会議」、「マラソンコ

ンサート」、「マラソン交渉」な

ど 

〔芸術（音楽）〕、〔社会

（経済）〕 

動詞との

共起 

「マラソンを走る」、「マラソン

をする」 

〔社会（経営）〕、〔社会

（国際関係）〕、〔生活（家

庭）〕 

“馬拉松” 複合語 主要部として： 

“電影馬拉松”、“演唱會馬拉

松”、“閱讀馬拉松”、“手術馬拉

松”、“程式設計馬拉松”“創作

馬拉松”、“面試馬拉松”、“愛情

馬拉松”、“會議馬拉松”など 

〔芸術（ドラマ）〕、〔芸術

（音楽）〕、〔社会（教

育）〕、〔生活（医療・保

健）〕、〔科学（工学）〕、

〔哲学（心理）〕 

修飾部として： 

“馬拉松會議”、“馬拉松演唱

會”、“馬拉松談判”、“馬拉松

手術”、“ 馬拉松審查”など 

〔芸術（音楽）〕、〔生活

（医療・保健）〕、〔社会

（教育）〕、〔社会（交

通）〕 

動詞との

共起 

“跑馬拉松” 〔哲学（心理）〕、〔社会

（教育）〕、〔生活（家

庭）〕 
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表 4-2-3-2のように、「マラソン」、“馬拉松”が比喩的に使用される場合、

両方とも〔社会（教育）〕、〔生活（医療・保健）〕、〔芸術（ドラマ）〕、〔芸術

（音楽）〕、〔生活（家庭）〕というトピックで使われることが分かった。ま

た、以下のようにそれぞれ異なるトピックで比喩的意味が使われる。「マラソ

ン」は〔社会（政治）〕、〔社会（災害）〕、〔社会（経済）〕、〔社会（経営）〕、

〔社会（国際関係）〕というトピックで使われる。“馬拉松”は〔科学（工

学）〕、〔哲学（心理）〕、〔社会（交通）〕というトピックで使用される。 

 

4.2.4「バトン」、“棒子” 

国語辞典における「バトン」、“棒子”の意味記述を表 4-2-4-1にまとめ

る。 

 

表 4-2-4-1「バトン」、“棒子”の意味記述 

 

 

「バトン」はリレー競走で「走者が持って走り、次の走者に渡す筒状の

棒」という意味を表す。 

 まず、「バトン」が複合語の形で比喩的に使われる「バトンタッチ」を見

る。 

  

                                                       
23原文：“粗短的棍子。” 
24原文：“比喻某種職責。” 

 
日本語 中国語（台湾華語） 

用語 バトン 棒子 

スポー

ツ用語

として

の意味 

リレー競走で走者が持って走

り、次の走者に渡す筒状の

棒。（広辞苑） 

 

 太くて短い棒。23 

 

(教育部重編國語辭典修訂本) 

比喩的

意味 

- ある職責を比喩する。24 

(教育部重編國語辭典修訂本) 
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（33）a.「バトンタッチについて、……ようやく次の方に「新直木賞作

家」のバトンを手渡せるのかと思えば、残る数時間がもどかしく

てならない。（中略）バトンタッチまでいよいよあと数時間。」 

（BCCWJ）（浅田次郎 著、『勇気凛凛ルリの色-満天の星』、講談社、2001） 

b.何としてももう一度政権交代して、そして次の世代にバトンタッ

チしたい。              （朝日新聞、2018.12.12、 

https://www.asahi.com/articles/ASLDD6KVMLDDUTFK02D.html） 

c.次期中期経営計画策定の目途もつき、この機会に新社長にバトン

タッチすることにした。    （https://www.yakuji.co.jp/entry52.html） 

d.先ほど渋谷のＮＨＫ放送センターにて、恒例の大河ドラマ主演バ

トンタッチ式典が行われました。 

(https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/141425.html) 

    e.そして最後のキハ 181系特急として活躍を続け、2010（平成 22）

年 11月 7日より、新規に開発されたキハ 189系へバトンタッチし

た。 

       （http://www.railstation.net/duke/ressha/ltdexp_hamakaze.html） 

        f.幸せのバトンタッチ。    （https://hanamizuki-seikon.com/4159/） 

 

 （33a）は次の受賞者にその名誉を引き継ぐこと、（33b）は政権を交代し、

次の世代に引き継ぐこと、（33c）は社長が後継者（新社長）に事業を引き継

ぐこと、（33d）は次の主演者に仕事を引き継ぐこと、（33e）特急列車が旧形

のものから新型車両にかわること、（33f）は婚活で成功する人が独身の友人

に幸せを引き継ぐことという意味を表す。このように、（33a）、（33b）、

（33c）、（33d）における「バトンタッチ」の比喩的意味は「後任者（次の

人）に仕事や地位などを引き継ぐ」である。（33e）は擬人化されるメタファ

ーによるものと考えられる。（33f）は抽象的モノを引き継ぐという意味を表

す。（33）における「バトンタッチ」は「後任者（次の人）に（抽象的/具体

的な）モノを引き継ぐ」という意味を表す。一方、次の例のように、「（具体

的な）モノを手渡す」という比喩的意味を表すものもある。 

  

（34）先生の様には行かないが、無事ガイドの石原さんにマイクをバトン 

タッチ。  （BCCWJ）(長田君雄 著、『中年ツアコン奮戦す』、東洋出版、2002) 

 

https://www.asahi.com/articles/ASLDD6KVMLDDUTFK02D.html
https://www.yakuji.co.jp/entry52.html
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/141425.html
http://www.railstation.net/duke/ressha/ltdexp_hamakaze.html
https://hanamizuki-seikon.com/4159/
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以上のように、「バトンタッチ」の比喩的意味は「後任者（次の人）に（抽

象的/具体的な）モノを引き継ぐ」、「（具体的な）モノを手渡す」である。 

次に、「バトンパス」が比喩的に用いられる例を見る。 

 

（35）a.経営資源を後継者に承継することが必要です。 

後継者へのバトンパスをうまく繋ぎ、スムーズに事業承継を進め

ていくため、会社の将来を考え、今から出来ることを少しづつ始

めていきましょう。     （https://www.sanjo-kogyokai.or.jp/） 

    b.折り紙の文化を次世代にバトンパス 

（https://blog.goo.ne.jp/yaotsudoi/e/360a7d1dd3f560c689054f1e85eab081） 

    c.東日本大震災の体験や教訓を次世代へつなごうという「次世代へ

のバトンパス・ミレニアル世代で考える震災遺構」… 

                （https://mainichi.jp/articles/20181014/ddl/k03/040/105000c） 

 

（35a）は後継者に経営を引き継ぐこと、（35b）は折り紙の文化を次の世代

に引き継いでいくこと、（35c）は次世代に震災の体験や教訓を引き継ぐこと

という意味を表す。このように、（35a）、（35b）、（35c）の「バトンパス」の

比喩的意味は「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継ぐ」で

ある。一方、次の例のように、「（具体的な）モノを手渡す」という比喩的意

味を表すものもある。 

 

（36）私、人前で話すの苦手なんでパッと挨拶の言葉なんて浮かんでこな 

いんですよね。なのでさりげなく新郎にマイクをバトンパス。 

（ブログ、https://ameblo.jp/happy-wedding-2015/entry-12163204044.html） 

 

以上のことから、「バトンタッチ」と「バトンパス」は、比喩的に用いられ

る場合、「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継ぐ」と「（具

体的な）モノを手渡す」という意味を表す。 

このように、「バトンタッチ」と「バトンパス」は「バトンを渡す」と

「（具体的な）モノを手渡す」という動作を行うのであり、「モノを引き継

ぐ」に対応する。また、「次の走者」は「後任者（次の人）」に対応する。そ

して、「バトン」は「仕事」、「地位」、「マイク」、「幸せ」などの具体的なモノ

や抽象的なモノに意味が拡張している。そのうち、具体的概念から抽象的概

https://www.sanjo-kogyokai.or.jp/
https://blog.goo.ne.jp/yaotsudoi/e/360a7d1dd3f560c689054f1e85eab081
https://mainichi.jp/articles/20181014/ddl/k03/040/105000c
https://ameblo.jp/happy-wedding-2015/entry-12163204044.html
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念への意味拡張は「構造のメタファー」によるものと考えられる。 

次に、中国語（台湾華語）の“交棒”、“接棒”を見る。“交棒”、“接棒”は

4.2.2節の“揮棒”と同様に動目構造25である。次の例を見る。 

 

（37）a.機械產業在近十幾年來的演變過程中，重要性逐漸交棒給高科技產

業。          (聯合知識庫、2001-06-06/經濟日報/32版/自動化工業) 

      b.丟捧花時間，下個幸福交棒給誰?     （http://venusclubs.com/） 

   c.基隆市議員韓良圻不尋求連任，將交棒給兒子韓世昱。                       

（自由時報、2018.10.04、 

https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2570446） 

    d.他們定期更替座位，讓每一個樂團成員輪流坐上首席座位，領導樂

團一段時間，再交棒給下一位團員。                   (COCT) 

 

（37a）は産業の重要性が機械産業からハイテク産業に変わること、（37b）

は幸せを引き継ぐこと、（37c）は議員の政治地盤を次の世代に引き継ぐこ

と、（37d）はオーケストラの首席を次の人に引き継ぐことという意味を表

す。このように、（37a）、（37b）、（37c）、（37d）の“交棒”の比喩的意味は、

「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継ぐ」である。一方、

次の例のように、「（具体的な）モノを手渡す」という比喩的意味を表すもの

もある。 

 

（38）秘書長將麥克風交棒給此場的主講師。 

（http://lightoflovetaiwan.org/page/about/index.aspx?kind=1121） 

 

続いて、“接棒”が比喩的に使用された例を見る。 

 

（39）a.旗艦機皇釋出告一段落，中階平價機種接棒齊發。 

 (聯合知識庫、2014-04-09/Upaper/13版/消費) 

    b.張校長特別感謝新北市以創新前瞻政策領先群倫，更期許新任校長

                                                       
25鳥井（2001）によれば、「前の語素が述語動詞で、後の語素がその目的語という関係で結合

した合成語」である。鳥井（2001）は「述目式合成語」と呼ぶ。丁聲樹等（1961）、張靜

（1980）は「動賓式」と呼び、胡裕樹（1979）は「支配式」、黃伯榮（1980）、朱德熙

（1982）は「述賓式」と称する。 
 

http://venusclubs.com/
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2570446
http://lightoflovetaiwan.org/page/about/index.aspx?kind=1121
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成為優質卓越教育夥伴的接棒人。 

（https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3223210） 

      c.去年轉播的中視有優先續播權，但金馬獎仍希望邀大牌港星、日星 

經驗豐富的 TVBS，今年能有意願再度接棒轉播。           

(聯合知識庫、2002-06-04/聯合報/27版/發燒星樂園) 

     d.電影業者表示，在「不能說的秘密」之後，另一部重量級的華語電

影「天堂口」將在明天接棒。           

（聯合知識庫、2007-08-16/聯合晚報/14版/影藝） 

      e.新北市議員選戰，這回有不少政二代接棒。 

          （民視新聞、2018.11.26、https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2018B26S02M1） 

     f.市場經濟，企業家精神若不能接棒，政府引導的高成長絕對不能帶

來進一步繁榮。               (2008-06-10/聯合報/B5版/財富管理通) 

   g.科技股退位 另尋強勢股接棒 （タイトル） 

                       （https://msfg.tw/msfg/） 

       

（39a）は引き続き新機種が登場すること、（39b）は後任者に受け継ぐこ

と、(39c)はセレモニーの中継を受け継ぐこと、（39d）は引き続き新作映画を

公開すること、（39e）は政治地盤が親から子に受け継がれること、（39f）は

引き続き企業家精神を発揮すること、（39g）は引き続き強い株を狙うことと

いう意味を表す。このように、（39）における“接棒”の比喩的意味は「後任

者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを受け継ぐ」である。一方、次の例

のように、「（具体的な）モノを手渡す」という比喩的意味を表すものもあ

る。 

 

（40）勉強唱了一句之後，就趕緊將麥克風接棒給樂手老師 

（https://www.teepr.com/） 

 

以上のことから、“交棒”と“接棒”は視点がらみの反義語であるため、前

者は「引き継ぐ」で、後者は「受け継ぐ」の意味を表す。“交棒”は比喩的に

用いられる場合、「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継

ぐ」と「（具体的な）モノを手渡す」という意味を表す。“接棒”は、比喩的

に用いられる場合、「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを受け継

ぐ」と「（具体的な）モノを手渡す」という意味を表す。 

また、“交棒”と“接棒”は「バトンを渡す」、「バトンを受ける」と「（具

https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3223210
https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2018B26S02M1
https://msfg.tw/msfg/
https://www.teepr.com/796979/jillhsiao/%E5%91%A8%E6%9D%B0%E5%80%AB%E6%BC%94%E5%94%B1%E6%9C%83%E7%88%BA%E7%88%BA%E9%BB%9E%E6%AD%8C/
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体的な）モノを手渡す」はある動作を行うのであり、「モノを引き継ぐ」、「モ

ノを受け継ぐ」に対応する。そして、“棒”（「バトン」）という具体的なモノ

から「幸福」、「仕事」、「強い株」、「マイク」などの具体的なモノや抽象的な

モノに拡張する。さらに、“先後兩個人”（「前後の二人」）は「走者と次の走

者」に対応すると考えられる。そのうち、具体的概念から抽象的概念への拡

張は「構造のメタファー」に基づくものである。このように、「バトン」、“棒

子”はメタファーに基づいて具体的で分かりやすい概念から抽象的な概念へ

意味が拡張すると考えられる。 

次に、動詞との共起表現を見る。NINJAL-LWP for TWC では、「バトンを渡

す」の使用頻度が最も高く、そして「バトンを受け取る」、「バトンをつな

ぐ」、「バトンを受ける」、「バトンを受け継ぐ」、「バトンを引き継ぐ」の順で

あった。以下では、「バトンを渡す」が比喩的に使われる例を見る。 

 

（41）a.「次の方に市長職のバトンを渡すことが、望ましいと判断した」 

       （https://www.sankei.com/smp/region/news/141129/rgn1411290024-s.html） 

      b.そのような状況の中でビジネスコーチとして、中小企業の経営者 

から後継者に経営のバトンを渡すための準備をテーマとしたコー

チングを依頼されることが増えてきています。           

（https://www.businesscoach.co.jp/column/clm96.html） 

    c.本プロジェクト GROWTH（Global Relay of Observatories  

Watching Transients Happen）は、米国、アジア、ヨーロッパを結ん

で地球の北半球を一巡りするように位置する天体望遠鏡のネット

ワークを結成し、地球の自転に合わせて観測のバトンを渡してい

くことによって、一箇所では夜が明けるために不可能な長時間連

続天体観測を実現します。    

（https://www.titech.ac.jp/news/2015/032483.html） 

     

(41a)は、市長職を後任者に引き継ぐこと、（41b）は後任者に事業を承継す

ること、（41c）は天体観測のことを国から国へと続いていくことという意味

を表す。このように、「バトンを渡す」の比喩的意味は「後任者（次の人）に

（抽象的/具体的な）モノを引き継ぐ」である。 

「バトンを渡す」の他に、「バトンを渡す」、「バトンを受け取る」、「バトン

をつなぐ」、「バトンを受ける」、「バトンを受け継ぐ」、「バトンを引き継ぐ」

https://www.sankei.com/smp/region/news/141129/rgn1411290024-s.html
https://www.businesscoach.co.jp/column/clm96.html
https://www.titech.ac.jp/news/2015/032483.html
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などの表現も見られる。以下の例を見る。 

 

（42）a.本番組で 7年間パーソナリティを務めた EXILE の MAKIDAI から

バトンを受け取る形となったが、「MAKIDAI さんのイメージを受

け継ぎつつ僕の色を今後出していけたら」と意気込みを語った。 

（https://dogatch.jp/news/ntv/53220/detail/） 

   b.12年のバトンをつなぐ、高校生への森林環境教育 （タイトル） 

    （http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/square/kakutidayori/2018/180614.html） 

      c. 5つの部門でバトンをつなぎながら、 ひとつひとつの製品をつく

っていきます。…営業部から仕事のバトンを受け取るのが総務部

です。…総務部のバトンは設計部へと渡ります。…設計部のバト

ンを受けるのが製造部です。        

（http://www.soutetsu.jp/categories_athlete/athlete/） 

   d.戦争被害者や被爆者の方々が高齢になられており、私たちが平和

のバトンを受け継ぐ責任があることを感じています。 

         （https://school.shinkamigoto.net/chuosho.php?itemid=3050） 

   e.河津桜もだんだん見頃を過ぎてきた。春のバトンを引き継ぐはず

のソメイヨシノの開花が待ち遠しい。 

（http://chibita.blog.tsuge.jp/archives/2011-03-29.html） 

 

（42a）は番組の司会者が新たな後継者に受け継ぐこと、（42b）は高等学校

の 1年生が森林環境教育等の活動を行うという行為を受け継いでいくこと、

（42c）は仕事を受け継ぐこと、（42d）は平和を受け継ぐこと、（42e）は春に

咲く花としてソメイヨシノが引き継ぐことという意味を表す。また、（42e）

は擬人化されるメタファーに基づくものと考えられる。 

このように、「バトンを渡す」、「バトンを受け取る」、「バトンをつなぐ」、

「バトンを受ける」、「バトンを受け継ぐ」、「バトンを引き継ぐ」における

「バトン」の比喩的意味は「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを

受け継ぐ」である。 

一方、中国語（台湾華語）において、“棒”と共起する動詞は“接”、“交”

のほかに、“傳”がある。例えば、次のような“把棒子傳給～”という表現が

ある。 

 

https://dogatch.jp/news/ntv/53220/detail/
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/square/kakutidayori/2018/180614.html
http://www.soutetsu.jp/categories_athlete/athlete/
https://school.shinkamigoto.net/chuosho.php?itemid=3050
http://chibita.blog.tsuge.jp/archives/2011-03-29.html
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（43）a.聯電執行長顏博文退休後，也把棒子傳給資深副總王石和簡山傑，

一起出任共同總經理。         （天下雜誌、2018.12.14、 

https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5093290） 

      b.年輕時，我以為人生只是一個人的衝刺比賽，不要回頭一直跑向終

點就對了。隨著年紀增長，身體變化，慢慢發現其實是場接力賽，

要懂得找到適合自己的步伐，除了要學會把棒子傳給家人，更要懂

得接棒，因為我們無法一個人獨撐整場人生比賽。   

（商業週刊、2014.08.31、   

https://www.businessweekly.com.tw/article.aspx?id=9110&type=Blog&p=4） 

 

（43a）は後継者に役職を引き継ぐことを意味する。（43b）は人生というの

は一人の短距離走ではなくてリレーであり、家族に責任を分担してもらうと

いう意味を表す。このように、“把棒子傳給～”という表現も「後任者（次の

人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継ぐ」という意味を表す。 

4.2.4節で述べてきたものをまとめてみると、次のようになる。 

まず、共起表現について、合成語の形から見れば、「バトン」には「バトン

タッチ」、「バトンパス」という複合語の比喩的表現が多く見られる。中国語

（台湾華語）の場合は、“交棒”、“接棒”という複合語で比喩的表現になる。 

また、コーパスから得たコロケーションの情報から見ると、「バトン」は

「渡す」という動詞との共起頻度が最も高い。そして、「受け取る」、「つな

ぐ」、「受ける」、「受け継ぐ」、「引き継ぐ」という動詞との共起も見られる。

それに対して、“棒”は“交”、“接”の他に、“傳”という動詞との共起も見

られる。 

比喩的意味については、「バトン」（「バトンタッチ」、「バトンパス」、「バト

ンを渡す」）でも“棒”（“交棒”）でも「後任者（次の人）に（抽象的/具体的

な）モノを引き継ぐ」と「（具体的な）モノを手渡す」という意味を表す。

“交棒”と“接棒”は視点がらみの反義語であるため、前者は「引き継ぐ」

で、後者は「受け継ぐ」を意味する。そのため、“接棒”の比喩的意味は「後

任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを受け継ぐ」と「（具体的な）モ

ノを手渡す」である。 

最後に、「バトン」と“棒子”が比喩的に用いられるトピックを表 4-2-4-2 

にまとめた。 

 

https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5093290
https://www.businessweekly.com.tw/article.aspx?id=9110&type=Blog&p=4
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表 4-2-4-2 「バトン」、“棒子”の比喩的意味が用いられるトピック 

スポーツ用語 共起関係 用例 トピック 

「バトン」 複合語 「バトンタッチ」、

「バトンパス」 

〔文学〕、〔社会（政

治）〕、〔社会（交

通）〕、〔社会（経

営）〕、〔芸術（ドラ

マ）〕、〔生活（家

庭）〕、〔芸術（美

術）〕、〔社会（災

害）〕 

動詞との

共起 

「バトンを渡す」 

「バトンを受け取

る」、「バトンをつな

ぐ」、「バトンを受け

る」、「バトンを受け

継ぐ」、「バトンを引

き継ぐ」 

 

〔社会（政治）〕、

〔社会（経営）〕、

〔科学（天文）〕、

〔社会（マスコ

ミ）〕、〔社会（教

育）〕、〔社会（軍

事）〕、〔生活（旅

行）〕 

“棒子” 複合語 “接棒”、“交棒” 〔社会（経済）〕、

〔生活（家庭）〕、

〔社会（政治）〕、

〔芸術（音楽）〕、 

〔社会（マーケティ

ング）〕、〔社会（教

育）〕、〔社会（マス

コミ）〕、〔芸術（ド

ラマ）〕、〔社会（経

営）〕、〔社会（財

政）〕 

動詞との

共起 

“把棒子傳給～” 〔社会（経営）〕 

 

表 4-2-4-2のように、「バトン」と“棒子”が比喩的に使用される場合、両 
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方とも〔生活（家庭）〕、〔社会（政治）〕、〔社会（教育）〕、〔社会（マスコ

ミ）〕、〔芸術（ドラマ）〕、〔社会（経営）〕というトピックで使われることが分

かった。また、以下のようにそれぞれ異なるトピックで比喩的意味が使われ

る。「バトン」は〔文学〕、〔社会（交通）〕、〔芸術（美術）〕、〔社会（災害）〕、

〔科学（天文）〕、〔社会（軍事）〕、〔生活（旅）〕、〔生活（人物）〕というトピ

ックで使われる。“棒子”は〔社会（経済）〕、〔芸術（音楽）〕、〔社会（マーケ

ティング）〕、〔社会（財政）〕というトピックで使われる。 

 

4.2.5「打者」、“-棒” 

国語辞典における「打者」、“-棒”の意味記述を表 4-2-5-1にまとめる。 

 

表 4-2-5-1 「打者」、“-棒”の意味記述 

 

「打者」は野球で「球を打つ人」という意味を表す。 

「打者」は派生語（「強打者」）や複合語（「四番打者」）で比喩的意味を表

す。野球で、「強打者」は打順の中で何番打者を指すのかについてよく議論さ

れているが、「四番」に「強打者」を置くことが多く、「打線の中心となる選

手が打つことの多い 4番打者。」という説27も見られる。台湾においても、“第

                                                       
26原文：“棒球比賽中依序上場的打擊者，或接力賽跑輪番上陣的選手。“ 
27「長嶋茂雄、野村克也、山本浩二、落合博満、清原和博、松井秀喜など日本球界を代表す

る強打者たちが 4番を務めてきた。」（https://baseballking.jp/ns/99458から引用してい

る）。 

 
日本語 中国語（台湾華語） 

用語 打者 -棒 

スポー

ツ用語

として

の意味 

 打者： 

野球で、球を打つ人。（広辞苑） 

 バッター： 

野球で、打者。（広辞苑） 

 

 棒26： 

① 野球で、順番で打撃をする

打者。 

② リレー競走で、順番で走る

選手。 

(教育部重編國語辭典修訂本) 

比喩的

意味 

- - 

https://baseballking.jp/ns/99458
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四棒”（四番打者）に「強打者」とみなすことができる。四番打者は「打撃面

でチームに大きく貢献することができ、長距離砲として期待される打者であ

る。特に一番、二番、三番は出塁して得点することが期待される場合、四番

はホームランを打てば、素晴らしい成績を残すことができ、それも大量得点

を取れる機会」である。28したがって、本節で、「強打者」のほかに、「四番打

者」、「四番バッター」の比喩的意味も考察する。また、本節で中国語（台湾

華語）において「打者」に対応して考察するのは“打者”ではなく、“-棒”

である。それは「強打者」に対応する語、“強打者”がスポーツ用語としての

意味のみあり、比喩的意味で用いられる例が見当たらない、一方、“強棒”は

比喩的に使われる例が多く見られる。 

まず、「打者」は派生語の形で比喩的意味を表す例を見る。 

 

（44）a.近年これほど敵失が勝負を決めた選挙があっただろうか。野球で 

言えば、安倍投手の防御率は悪化していた。相手は準備不足とみ 

て勝手に試合を始める。思わぬ強打者が出てきて素振りをする 

が、打席には入らずじまい。そのうち敵陣で内輪もめが起きる。 

そんな試合を見せられた気がする。 

（聞蔵 II）（朝日新聞、2017.10.23） 

    b.てびち汁、強打者である。（中略）てびちとはいわゆる豚足である

から確かに慣れない人にはグロテスクにも見える。でも騙された

と思って一口噛んでごらん。プニプニでムチムチでコリコリで、

あなたが豚足に持っていたイメージがことりと崩れ落ちること必

定。    （http://www.satonao.com/special/okinawa/shirumono.html） 

 

（44a）は選挙における強い候補者、（44b）はてびち汁という沖縄料理と

して最もおすすめできるものという意味を表す。このように、「強打者」は

「優れた人や物」という比喩的意味を表す。 

続いて、「打者」は複合語の形で比喩的意味を表す例を見る。 

 

 （45）a.郵政民営化や三位一体改革など、大きな課題が待ち受ける新内閣

                                                       
28 原文：“第四棒是全隊的打擊重心，長打能力最好的打擊手，在前三棒都上壘的狀況下，如

果能夠來支適時的全壘打，是第四棒最精彩的演出。是全隊最大的得分源” (葉志仙ら 2003：

207-208)。  

http://www.satonao.com/special/okinawa/shirumono.html
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の顔ぶれや布陣をどう見るか。識者に聞いた。「９回裏、郵政民営

化という最後の打者をサヨナラ安打で確実にホームインさせるた

めの内閣」。（中略）「強烈な４番打者は見あたらず、各派閥の２番

手、３番手が多い。短打や犠打で手堅く攻める戦法に見える。派

手さはなくなったが、党内の抵抗を抑えるために細かく計算され

ている」           （聞蔵 II）（2004.09.28、朝日新聞） 

b.若者の職業観を育てるため、幼稚園から職場見学をし、学生のイ

ンターンシップ参加に単位を認めるキャリア教育推進法案をまと

めた。（中略）日本は自動車とエレクトロニクスという産業の四番

打者がいた。若者が夢を持てる、将来の産業の四番打者育成が大

切だ。  

                                         （聞蔵 II）（2016.06.18、朝日新聞） 

    c.南高梅は大粒で柔らかく、品質を下げる生理障害が起きにくくて 

          収量も多い。梅業界のエースで４番打者、目下、対抗馬なし。 

                                         （聞蔵 II）（2015.11.27、朝日新聞） 

        d.絢香（あやか）はシングル CD「I believe」を 30万枚売り上げ、

ダウンロードも１３０万回を超え、ワーナーの四番打者を嘱望さ

れる成長株だ。          

                                         （聞蔵 II）（2006.04.15、朝日新聞） 

    e.賞味期限改ざんなどの不祥事で、北海道みやげの定番菓子「白い

恋人」が売り場から消えて２カ月近く。「代打」の菓子たちは生産

量が少なく、「４番打者」退場の穴は埋まっていない。 (みやげ物

業界で「不動の４番打者」とされてきた人気菓子の退場で、新千

歳空港のみやげ物店などでは「ポスト白恋」をめぐる激しい攻防

が始まった。)          （聞蔵 II）（2007.10.07、朝日新聞） 

 

（45a）は最も強い戦法、（45b）は最も強い産業、（45c）は品質が最もいい

梅、（45d）は最も人気のある歌手、（45e）は最も人気のお菓子という意味を

表す。このように、（45）における「四番打者」の比喩的意味は「最も優れた

人や物」である。 

次に、「四番バッター」が比喩的に使われる例を見る。いずれも「最も優れ

た人や物」の意味を表す。 
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（46）a.「国対委員長時代には、当時の小沢代表を「４番バッターだけ

ど、時々三振するから穴埋めする監督（国対委員長）も大変」と

評していた。」           （聞蔵 II）（2011.09.03、朝日新聞） 

    b.教育や社会保障より、地方の裁量の余地が大きい分野だから、こ 

れが税源移譲の４番バッターでした。あの義務教育は９番打者だ

ったのです」――でも、４番打者は空振りでした。  

（聞蔵 II）（2004.11.30、朝日新聞） 

   c.「監督の作品に出演した俳優の中で、誰が４番バッターですか」 

（聞蔵 II）（2014.11.23、朝日新聞） 

   d.「すしは日本食のエースで、４番バッター。」  

（聞蔵 II）（2013.04.04、朝日新聞） 

        e.愛知の産業は、トヨタをはじめとする自動車という最強の４番バ 

ッターに頼りすぎてきました。  （聞蔵 II）（2007.01.28、朝日新聞） 

 

「強打者」に対応する中国語（台湾華語）は“強棒”である。“強棒”は複

合語の形で比喩的に用いられる例が見られる。 

 

 （47）a.………賣座節節上升，都在一千萬港幣左右，雖沒有鄭秀文的風

光，卻也是女星中數一數二的強棒。      (中研院平衡語料庫)                

    b.10檔強棒股 連 3周漲贏大盤  （タイトル）         

(2016.06.06、中時電子報) 

     c.「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」，這檔去年才核備來台銷售

的強棒基金，今年一舉拿下五年期及十年期環球債券基金獎

項……。（http://parent.kimy.com.tw/lifePlan/article.aspx?c=3&t=2&d=d32ac175-12ad-       

4714-bb9b-eb9a09a8cfd5） 

       d.本周最優惠強棒商品為雅詩蘭黛煥采保養 7件組公司貨……。 

                             （http://happyday88.pixnet.net/blog/103）  

   e.蕉農之子強棒出擊，希望突破產業蕉金蕉土的僵局，從品質、加工

與行銷三方面努力，在臺灣香蕉產業擊出勝利全壘打。          

（2017.07.17、農傳媒、  

https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=article&id=842） 

     f.暑假 5部驚悚鬼片強棒接力 怕被音效嚇也有新選擇 （タイトル） 

（https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-60854496） 

http://parent.kimy.com.tw/lifePlan/article.aspx?c=3&t=2&d=d32ac175-12ad-　　　　　　%204714-bb9b-eb9a09a8cfd5
http://parent.kimy.com.tw/lifePlan/article.aspx?c=3&t=2&d=d32ac175-12ad-　　　　　　%204714-bb9b-eb9a09a8cfd5
http://happyday88.pixnet.net/blog/103
https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=article&id=842
https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-60854496
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      g.在台灣擁有忠誠粉絲的日系品牌 Three，不論保養或是彩妝各個都是

強棒主打……。 
                        （https://www.marieclaire.com.tw/beauty/make-up/19279?atcr=50a23a） 

 

（47a）は人気が高い女優、（47b）は優れた株、（47c）は人気の投資ファン

ド、（47d）は今週の一押し商品、（47e）は優れた農家、（47f）は優れた映

画、（47g）は人気のあるスキンケアや化粧品という意味を表す。“強棒”は

「強打者」と同様に「優れた人や物」という比喩的意味を表す。そのうち、

（47e）の“強棒出擊”のように野球用語から転用された表現だけでなく、リ

レー競走の用法から転用された上記の（47f）の“強棒接力”という表現も見

られる。また、“強棒出擊”がよく使われることになったのは 1980年代～

1990年代に人気だったテレビ番組“強棒出擊”であると考えられる。一方、

中国語において“第四棒打者”という表現の比喩的用法が見られない。 

 以上のことから、「強打者」、“強棒”は比喩的に用いられる場合、「優れた

人や物」という意味を表す。それは、元の意味「優れた打者」、「強い打者」

と「優れた人や物」との間、「優秀」、「強い」という特性が類似しているから

である。一方、「四番打者」、「四番バッター」は比喩的意味で使われる場合、

「最も優れた人や物」を意味する。「四番打者」、「四番バッター」は「強打

者」のうち、「打撃面でチームに最も貢献することが期待されている打者」と

見なされるため、「最も優れた人や物」という意味に拡張するのである。 

4.2.4節における“棒”は二つの意味がある。“交給下一棒”の“棒”は選

手、つまり人物である。また、“交棒給～”の“棒”は抽象的なモノや具体的

なモノを指す。一方、本節で言及した“強棒”の“-棒”は選手、つまり人物

のみを指す。 

「打者」と“-棒”は複合語や派生語の形で比喩的意味を表すが、単独で使

われる場合に比喩的用法が見られない。 

4.2.5節で述べてきたものをまとめてみると、次のようになる。 

まず、合成語の形から見れば、日本語の「打者」は「強打者」という派生

語、そして、「四番打者」、「四番バッター」という複合語の比喩的表現が見ら

れる。中国語（台湾華語）の場合、“強棒”という複合語の比喩的表現が見ら

れる。 

中国語（台湾華語）の“-棒”はスポーツとしての意味が「野球で順番で打

撃をする打者」と「リレー競走で順番で走る選手」の二つがあると考えられ

る。比喩的意味で用いられる場合、“強棒出擊”や“強棒接力”という表現が

https://www.marieclaire.com.tw/beauty/make-up/19279?atcr=50a23a
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見られる。一方、日本語においては、「四番打者」や「四番バッター」が比喩

的に使われる例が見られるが、中国語（台湾華語）の“第四棒打者”が比喩

的表現が見当たらない。 

比喩的意味については、「強打者」、“強棒”は「優れた人や物」の意味を表

す。「四番打者」、「四番バッター」は「最も優れた人や物」という意味を表

す。「強打者」、“強棒”は元の意味「優れた打者」、「強い打者」と比喩的意味

「優れた人や物」との間、「優秀」、「強い」という特性が類似している。一

方、「四番打者」、「四番バッター」は比喩的意味で使われる場合、「最も優れ

た人や物」という意味を表す。 

次に、「打者」と“棒”が比喩的に用いられるトピックを表 4-2-5-2にまと 

めた。 

 

表 4-2-5-2 「打者」、“-棒”の比喩的意味が用いられるトピック 

スポーツ用語 共起関

係 

用例 トピック 

「打者」 派生語 「強打者」 〔社会（政治）〕、

〔生活（食べ物）〕 

複合語 「四番打者」、「四番バ

ッター」 

〔社会（政治）〕、

〔社会（経済）〕、

〔生活（食べ物）〕、

〔芸術（音楽）〕、

〔芸術（ドラマ）〕 

“-棒” 複合語 “強棒” 〔芸術（ドラマ）〕、

〔社会（経済）〕、

〔社会（マーケティ

ング）〕 

 

表 4-2-5-2のように、「打者」、“-棒”は比喩的に使用される場合、両方と

も〔社会（経済）〕、〔芸術（ドラマ）〕というトピックで使われることが分か

った。また、以下のようにそれぞれ異なるトピックで比喩的意味が使われ

る。「打者」は〔社会（政治）〕、〔生活（食べ物）〕、〔芸術（音楽）〕というト

ピックで使われる。“強棒”は〔社会（マーケティング）〕というトピックで
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使われる。 

 

4.3おわりに 

 本節ではスポーツ用語が比喩的に用いられる場合、スポーツとしての意味

との関連性や類似性を考察し、比喩的意味が明らかとなった。類似性に基づ

くメタファーの事例が多く、「構造のメタファー」、「存在のメタファー」に基

づく表現が見られる。また、比喩的意味がスポーツの意味から派生されただ

けではなく、“紅不讓”の“紅”のように色彩語彙の持つイメージにも影響が

与えられる。そして、比喩的に使われるトピックについて、〔社会（政治）〕

が最も多いことが分かった。 
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第 5 章 結論 

5.1総合的考察 

 本研究は、日本語の研究対象（「ホームラン」、「空振り」、「マラソン」、「バ

トン」、「打者」）について、NINJAL-LWP for TWC というコーパスツールや

BCCWJ、朝日新聞記事データベース聞蔵 IIというコーパスや Yahoo Japan 検

索エンジンを用い、中国語（台湾華語）の研究対象（“全壘打”と“紅不

讓”、“揮棒落空”、“馬拉松”、“棒子”、“-棒”）について、COCT 書面語語料

庫 2017、聯合知識庫、中央研究院平衡語料庫 4.0というコーパスや Google

検索エンジンを用い、スポーツ用語の比喩的意味をその共起関係やコロケー

ションから考察した。その結果、スポーツ用語が比喩的に用いられる場合の

言語的特徴や比喩的意味が明らかとなった。本研究の考察結果を以下のよう

にまとめる。 

 まず、言語的特徴について、スポーツ用語の共起関係から見れば、スポー

ツ用語が合成語として使われる時に、次の二種類がある。 

 

① 比喩的意味が複合語全体から派生されたものである。 

② スポーツ用語の意味が抽象化し、その抽象化された意味のもとで、他の

語と結合したものである。 

 

一つ目は表 5-1-1のように示す。 

 

表 5-1-1スポーツ用語が合成語として使われる例 

 試合過程 選手 

スポーツ

用語 

「ホームラン」 

“全壘打” 

“紅不讓” 

「空振り」 

“揮棒落空” 

「バトン」 

“棒子” 

「打者」 

“-棒” 

複合語 「逆転ホームラン」 

「場外ホームラン」 

“滿貫全壘打” 

「空振り三

振」 

 

 

「バトンタッチ」 

「バトンパス」 

“接棒” 

“交棒” 

「四番打者」 

「四番バッター」 

“強棒” 

派生語 「ホームラン王」 - - 「強打者」 
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表 5-1-1に示されているように、「逆転」、“滿貫”、「三振」、「タッチ」、「パ

ス」、“接”、“交”、“四番”を含む複合語や「王」、「強」が付いた派生語の形

で用いられ、例えば、「逆転ホームラン」、“滿貫全壘打”、「空振り三振」、「バ

トンタッチ」、「バトンパス」、“接棒”、“交棒”、「四番打者」、「ホームラン

王」、「強打者」というように試合中にある行為や記録、あるいは、選手のこ

とを指すスポーツ用語で比喩表現として使われる。つまり、その比喩的意味

は複合語全体から派生されたものである。 

 

二つ目は表 5-1-2のように示す。 

 

表 5-1-2スポーツ用語が合成語として使われる例 

 競技名 

スポー

ツ用語 

「マラソン」 

“馬拉松” 

複合語 「読書マラソン」 

「マラソン手術」 

 

“電影馬拉松” 

“馬拉松會議” 

派生語 - 

 

 

「マラソン」が複合語として使われる時、主要部にも修飾部にも来ること

がある。要するに、「Ｘ＋マラソン」、「マラソン＋Ｙ」という表現があり、前

者には「読書マラソン」の表現があり、後者には「マラソン手術」の表現が

ある。それは、「マラソン」の意味が抽象化し、その抽象化された意味のもと

で、他の語と結合したのである。 

次に、スポーツ用語が比喩的に使われる場合、他の動詞、名詞や副詞との

共起関係を見る。 
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表 5-1-3 スポーツ用語が動詞、名詞や副詞との共起関係 

スポーツ

用語 

「ホームラン」

“全壘打” 

“紅不讓” 

「空振り」 

“揮棒落空” 

「マラソ

ン」 

“馬拉松” 

「バトン」 

“棒子” 

「打者」 

“-棒” 

動詞との

共起 

「ホームランを

打つ」「ホーム

ランを放つ」

「ホームランを

狙う」 

 

“擊出全壘打”

“打出全壘打”

“揮出全壘打” 

 

“擊出紅不讓”

“打出紅不讓”

“揮出紅不讓” 

「空振りに終

わる」「空振り

をする」「空振

りになる」 

 

「マラソン

を走る」

「マラソン

をする」 

 

“跑馬拉

松” 

「バトンを

渡す」 

「バトンを

受け取る」

「バトンを

つなぐ」「バ

トンを受け

る」「バトン

を受け継

ぐ」「バトン

を引き継

ぐ」 

 

“把棒子傳

給～” 

“強棒出

擊”“強棒

接力” 

 

名詞との

共起 

“北縣全壘打” 

“業績紅不讓”

“買氣紅不讓”

“人氣紅不讓” 

- - - - 

副詞との

共起 

- “結果…揮棒

落空”“還

是…揮棒落

空” 

“總有揮棒落

空…” 

- - - 
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 表 5-1-3に示されているように、比喩的に用いられる場合、共起する語は

ほぼ対応することができる。 

 比喩的意味について以下のことが明らかとなった。 

王志慧（2008）によると、スポーツ要素によって七つの概念（時間と空

間、力と速さ、競争と協力、リーダーとフォロワー、緊張と柔和、勝利と失

敗、人物と事物）に分けられると指摘している。つまり、喩えられる対象と

喩える対象の間にある関連性や類似性と考えられる。本研究ではスポーツ用

語が比喩的に用いられる場合、スポーツとしての意味との関連性や類似性を

考察し、比喩的意味が明らかとなった。 

まず、「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”の比喩的意味の異同を表 5-1-4

にまとめた。 

 

表 5-1-4「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”の比喩的意味の異同 

 

表 5-1-4に示しているように、「ホームラン」、“全壘打”、“紅不讓”が比喩

的に使われる場合、いずれも「良い結果になる」、「成功する」という意味を

表す。それは、「打者が各塁を回って本塁に到達して得点を取る」の意味から

派生されると考えられる。しかし、比喩的に使われる場合、「ホームラン」、

“全壘打”、“紅不讓”が基本的には行為の結果に着目するが、そのうち、例

（20）の“全壘打”のように、行為の過程に焦点を当てるものもある。そし

て、「ホームラン」と“全壘打”は「トップレベルの～」の意味を持つ。それ

は、「卓越した能力を持つ打者」の意味と関連していると考えられる。“紅不

讓”は「トップレベルの～」の意味を持っていないが、「人気がある」という

意味がある。それは、“紅”という色彩語彙の持つイメージ（「人気があるこ

とや順調に発展すること、栄えること」、「利益」や「おめでたいこと」）に基

づくものである。 

次に、「空振り」、“揮棒落空”の比喩的意味の異同を表 5-1-5にまとめた。 

 「ホームラン」 “全壘打” “紅不讓” 

比喩的

意味 

同じ 良い結果になる。成功する。 

異なる トップレベルの～。 - 

- - 人気がある。 
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表 5-1-5「空振り」、“揮棒落空”の比喩的意味の異同 

 

表 5-1-5に示しているように、「空振り」、“揮棒落空”が比喩的に使われる

場合、両方とも、「努力したが徒労に終わる（不成功に終わる）こと」という

意味を表す。それは、「努力したが徒労に終わる」という意味はすでに発生し

たこと、あるいは、まだ起こっていないが恐らくこのような結果になること

を表現する時に用いられる。元の意味に含まれる「バットを振る」という動

作が「努力する」ことに喩えられると考えられる。「空振り」がもう一つの意

味を持ち、それは「予想や期待が外れること」である。「予想する」、「期待す

る」という意味はこの動作を表す意味がなくなり、実際に動作を行わない場

合でも用いられるようになったことから派生されるものと考えられる。「努力

したが、徒労に終わる（不成功に終わる）」という具体的意味から「予想や期

待が外れること」という意味が拡張される。そして、“揮棒落空”が、「努力

したが徒労に終わる（不成功に終わる）」という意味のみ表す。それは、

“棒”という道具が語彙的表現として明示されるため、その意味の派生が制

限されると考えられる。 

次に、「マラソン」、“馬拉松”の比喩的意味の異同を表 5-1-6にまとめた。 

 

表 5-1-6「マラソン」、“馬拉松”の比喩的意味の異同 

 

表 5-1-6のように、「マラソン」と“馬拉松”が比喩的に使われる場合、両

 「空振り」 “揮棒落空” 

比喩的

意味 

同じ 努力したが徒労に終わる（不成功に終わる）こと。 

異なる 予想や期待が外れるこ

と。 

- 

 「マラソン」 “馬拉松” 

比喩的

意味 

同じ 長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで

長くかかること。 

異なる - 
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方とも、「長時間連続的に～という動作をすること、終わるまで長くかかるこ

と」という意味を表す。それは、元の意味に含まれる「距離の長さ」、「時間

の長さ」が受け継がれると考えられる。しかし、複合語の形で使われる場

合、以下の違いがある。「Ｘ＋マラソン」と“Ｘ＋馬拉松”という表現は「複

数のことが連続的に発生する」の意味を表す。一方、「マラソン＋Ｙ」と“馬

拉松＋Ｙ”という表現は「あることが終わるまで持続する」の意味を表す。 

次に、「バトン」、“棒子”の比喩的意味の異同を表 5-1-7 にまとめた。 

 

表 5-1-7「バトン」、“棒子”の比喩的意味の異同 

 

表 5-1-7のように、「バトン」（「バトンタッチ」、「バトンパス」、「バトンを

渡す」）でも“棒”（“交棒”）でも「後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）

モノを引き継ぐ」と「（具体的な）モノを手渡す」という意味を表す。“交

棒”と“接棒”は視点がらみの反義語であるため、前者は「引き継ぐ」で、

後者は「受け継ぐ」を意味する。そのため、“接棒”の比喩的意味は「後任者

（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを受け継ぐ」と「（具体的な）モノを

手渡す」である。また、意味上の関連性について、「バトンを渡す」、「バトン

を受ける」と「（具体的な）モノを手渡す」はある動作を行うのであり、「モ

ノを引き継ぐ」、「モノを受け継ぐ」に対応する。そして、“棒”（「バトン」）

という具体的なモノから「幸福」、「仕事」、「強い株」、「マイク」などの具体

的なモノや抽象的なモノに拡張する。さらに、“先後兩個人”（「前後の二

人」）は「走者と次の走者」に対応すると考えられる。そのうち、具体的概念

から抽象的概念への拡張は「構造のメタファー」に基づくものである。「バト

ン」、“棒子”はメタファーに基づいて具体的で分かりやすい概念から抽象的

な概念へ意味が拡張すると考えられる。 

 「バトン」 “棒子” 

比喩的

意味 

同じ 後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを引き継

ぐ。/後任者（次の人）に（抽象的/具体的な）モノを

受け継ぐ。 

（具体的な）モノを手渡す。 

 

異なる - 



DOI:10.6814/NCCU201900962

‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

65 
 

次に、「打者」、“-棒”の比喩的意味の異同を表 5-1-8にまとめた。 

 

表 5-1-8「打者」、“-棒”の比喩的意味の異同 

 

表 5-1-8のように、「打者」（「強打者」）、“-棒”（“強棒”）は「優れた人や

物」の比喩的意味を表す。「打者」がもう一つの意味を持ち、「四番打者」

（「四番バッター」）は「最も優れた人や物」という意味を表す。「強打者」、

“強棒”は元の意味「優れた打者」、「強い打者」と比喩的意味「優れた人や

物」との間、「優秀」、「強い」という特性が類似している。一方、「四番打

者」、「四番バッター」は比喩的意味で使われる場合、「最も優れた人や物」を

意味する。「強打者」と“強棒”が表す「優れた人や物」より「最も～」とい

う意味を持つ。それは「四番打者」、「四番バッター」は「強打者」のうち、

「打撃面でチームに最も貢献することが期待されている打者」と見なすから

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「打者」 “-棒” 

比喩

的意

味 

同じ 優れた人や物。 

異な

る 

最も優れた人や物。 - 
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 最後に、日中両言語においてスポーツ用語が比喩的意味として用いられる

トピックを表 5-1-9にまとめた。 

 

表 5-1-9日中両言語において比喩的意味として用いられるトピック 

スポーツ

用語 

「ホームラン」

“全壘打” 

“紅不讓” 

「空振り」 

“揮棒落空” 

「マラソ

ン」 

“馬拉松” 

「バトン」 

“棒子” 

「打者」 

“-棒” 

同じトピ

ック 

〔社会（政

治）〕、〔社会

（経済）〕 

〔社会（政

治）〕、〔社会

（経済）〕、〔哲

学（心理）〕 

〔社会（教

育）〕、〔生

活（医療・

保健）〕、

〔芸術（ド

ラマ）〕、

〔芸術（音

楽）〕、〔生

活（家

庭）〕 

〔生活（家

庭）〕、〔社会

（政治）〕、

〔社会（教

育）〕、〔社会

（マスコ

ミ）〕、〔芸術

（ドラマ）〕、

〔社会（経

営）〕 

- 

 

 

 

 

 

 表 5-1-9に示しているように、本研究で考察したスポーツ用語が日本語で

も中国語（台湾華語）でも比喩的に使われるトピックについて、〔社会（政

治）〕が最も多い。これはスポーツにおける試合の勝敗、チーム間や選手対選

手の競争などの競技特性は、政治における選挙の勝敗、政党間や政治家の競

争関係などの特性と類似しているからと考えられる。 

 

5.2今後の課題 

本研究はコーパスだけではなく検索エンジンも用い、スポーツ用語の比喩

的表現を収集したが、厳密なサンプリング方法を用いて用例を採集し割合を

出すのがこれからの課題としたい。 

先行研究により、よく比喩的に使用されるスポーツ用語は野球と陸上競技

であるが、日本において長い歴史や伝統を有する相撲は比喩的表現も見られ

る。また、相撲用語の比喩的意味として使われるのはどのように発展される

のかを明らかにしたい。一方、中国語（台湾華語）において、“薪水三級跳”
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の“三級跳”（三段跳び）というスポーツ用語がよく比喩的に使われるが、日

本語の「三段跳び」はこのような表現があるのかについて明らかにしたい。 

また、日本語と中国語における意味拡張の異同を調べた戦慶勝（2003）に

よると、人間は自分の経験に基づいて語の意味に注意を払う傾向があるた

め、日本語と中国語における意味拡張を探求する際に、それぞれの背景知識

の異同を考察する必要があるが今後の課題としたい。 
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張靜（1980）『新編現代漢語』上海教育出版社 

黃伯榮（1980）『現代漢語』甘肅人民出版社 

葉志仙・李明憲・朱峯亮（2003）『棒球聖經』商周出版 

劉麗萍（2009）『臺灣棒球術語翻譯之研究』輔仁大学修士論文 

 

 

辞書： 

北原保雄編（2010）『明鏡国語辞典（第二版）』大修館書店 

新村出編（2008）『広辞苑（第六版）』岩波書店 

山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・山田明雄・上野善道・井島正博・ 

笹原宏之編（2012）『新明解国語辞典（第七版）』三省堂 

教育部國語推行委員會編（2015）『重編國語辭典修訂本』中華民國 104年 

11月臺灣學術網路第五版（http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/index.html） 

 

コーパスツール： 

『NINJAL-LWP for TWC』29：http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/search/ 

                                                       
29 NINJAL-LWP for TWC は、日本語のウェブサイトから収集して構築した約 11億語のコー

パス『筑波ウェブコーパス』(Tsukuba Web Corpus: TWC）を検索するためのツールである。

検索には、国立国語研究所と Lago 言語研究所が共同開発したコーパス検索システム

NINJAL-LWP（NINJAL-LagoWordProfiler）を利用している。 

http://dict.revised.moe.edu.tw/cbdic/index.html
http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/search/
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コーパス： 

『COCT 書面語語料庫 2017』30：https://coct.naer.edu.tw/cqpweb/yl2017/ 

『聯合知識庫』、聯合線上公司 

『中央研究院平衡語料庫 4.0』、中央研究院詞庫小組 

『朝日新聞記事データベース聞蔵 II』、朝日新聞社 

BCCWJ『現代日本語書き言葉均衡コーパス』、国立国語研究所 

 

検索エンジン： 

Yahoo Japan 

Google 

                                                       
30 「國家教育研究院華語文語料庫」(Corpus of Contemporary Taiwanese Mandarin, COCT) 

https://coct.naer.edu.tw/cqpweb/yl2017/



