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『日本アジア研究』第 20号（2023年 3月） 
 

「～ておくれ」の意味・機能とその関連表現に

ついて 
 

                             井上直美 
 
 「～ておくれ」という表現は，通時的変遷を経て，現代日本語において日常

的な会話にはほとんど用いられなくなっている．しかし，全く使わないという

わけではない．本稿は，現代日本語の「～ておくれ」の意味・機能と，その関

連表現である「～とくれ」や「～ておくんなさい」の使用実態を明らかにする

ことを目的とする．まず，書き言葉コーパスのデータを用いて，その特徴を示

し，縮約化した「～とくれ」との傾向の違いや，1文字違いの行為指示表現で
ある「～てくれ」と「～ておくれ」ではどういった違いがあるのかについて論

じる．そして，「～ておくれ」は，現代において役割語的な行為指示表現とし

て用いられるだけでなく，書き言葉において当為や願望を表す表現として広く

用いられていることを示す． 
 
キーワード：～ておくれ，級外項目，行為指示表現 
 
 

１．はじめに 
 
 日本語学習者が既存の教材類で学習を進めていった場合，上級レベルに達し

たとしても未習になりやすい文法項目が存在する．それは，『日本語能力試験

出題基準〔改訂版〕』（2002）に記載のない，いわゆる「級外項目」である．現
行の日本語能力試験1の出題基準は非公開になったものの，旧試験の出題基準

は，漢字・語彙・文法（機能語）のリストとして，今も教材類作成やレベル判

定に活用されている．また，このリストに未記載の文法項目は，日本語教育機

関や教材類で取り上げられにくい． 
 日本語能力試験 N1（あるいは旧試験の 1級）取得済みの日本語学習者を対
象としたアンケート調査を行った劉（2015）によると，そういったレベルに達
した日本語学習者が気になる文法項目には，調べたくても調べられない「未習

タイプ」の表現が挙げられている．日本語母語話者教師たちが，知らなくても

困らない，些細なこと，説明は不要，として片づけてしまう点，あるいはそも

そも気付いていない細かい点にモヤモヤ感を抱くという．このような，上級よ

りもさらに上を目指す日本語学習者の「気になる」，「知りたい」というニーズ

 
 いのうえなおみ，埼玉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程 
1 2010年より新試験が施行されている． 
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に応えるため，本稿では「級外項目」の 1つである「～ておくれ」を取り上げ
る． 
 本稿の考察対象である「～ておくれ」とは，動詞等のテ形に接頭辞「お」，

そして「くれる」の連用形が後接したものである．以下に用例2を示す．（1）は
歌謡曲の歌詞，（2）は童謡の歌詞，（3）は創作物に登場する人物のセリフとし
て用いられたものである． 
 

 （1）島唄よ 風に乗り 届けておくれ 私の涙  

                    （『島唄』作詞作曲：宮沢和史）  

 （2）てるてる坊主 てる坊主 明日 天気にしておくれ  

         （『てるてるぼうず』作詞：浅原鏡村／作曲：中山晋平） 

 （3）（『白雪姫』お妃様のセリフ3） 

    「あの子を森へ連れ出しておくれ。もう、顔も見たくないんだか   

    ら。そして殺して、その証拠に肺ときもを持ってきておくれ。」 

                      （『グリム童話 2』p.103） 

 

 （1）～（3）のような表現は，学習者向けの文型辞典類に詳しく説明されて
いない．日本語学習者の体験談によれば，「～ておくれ」という表現に遭遇し

た際，既知情報から類推した結果，「～ておくれ」を「遅れ」や「～ておく」

の一部として処理し十分な理解ができないままになったり，上級レベルに達し

ていても，1文字違いの「～てくれ」との違いは何なのかといった疑問が生じ
たりする可能性があるという4． 
 そこで，本稿はさらなる上達を目指す日本語学習者向けの資料作成を視野に，

コーパスを用いた探索型アプローチで，級外項目である「～ておくれ」の使用

実態，および意味・機能を詳細に記述する． 

 本稿の構成は以下のとおりである．2節で先行研究を概観し本稿の立場を示
す．3節で調査方法，4節で調査結果を示す．5節で用例を観察し，「～ておく
れ」と「～てくれ」との違いについて分析する．6節でまとめと今後の課題に
ついて述べる． 

 

２．先行研究と本稿の立場 
 
 2節では，現代日本語の「～ておくれ」に関する記述を確認し，本稿の立場
を述べる． 
 

 
2 本稿の用例には括弧で出典を示す．コーパス（BCCWJ）の用例の場合には，サンプル 

 IDと開始番号を付した．なお，下線や波線は筆者によるものである． 
3 北京語言大学の孫佳音先生より学習者視点で第一に想起する例として『白雪姫』 
 （お妃様のセリフ）をご教示いただいた． 
4 劉志偉先生，李兮然氏，徐乃馨氏からの直話による． 
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 ２．１ 現代日本語の「～ておくれ」に関する記述 
 本稿に深く関わるものとして森（2018）を概観する．森（2018）は通時的な
研究であるが，現代日本語の「～ておくれ」についても詳細な分析が見られる．

特に重要な部分を 3つに分けて見ていく． 
 1つ目は，日本語母語話者が「～ておくれ」からイメージするキャラクター
像についての分析である．森（2018）は，国際交流基金の web教材『アニメ・
マンガの日本語』で，「～ておくれ」がおじいさんの役割語5として，「依頼する

ときに使う，優しい言い方」と説明されていることを示し，「～ておくれ」の

話者は，おじいさんだとは限らないのではないかと疑問を呈している．そして，

「～ておくれ」からイメージするキャラクター像についてアンケート調査を行

い，日本語母語話者（大学生）がイメージする人物像は多様であることを指摘

している．その調査結果によれば，他の役割語（～じゃ，～わ）と比較した場

合，役割語度が低いこと，つまり，文末の「じゃ」であれば一般的に男性の老

年層の話者を想起するが，「～ておくれ」に関しては，老年層に偏りは見られ

るものの，男女差はそれほどの違いがないと述べている．また，「～ておくれ」

からは，優しい，昔話（昔の人），時代劇，物語，魔女，田舎など，時代や地

域，性格に関する様々な要素が想起されることが示されている（森 2018：256）． 
 2つ目は，現代小説の会話文における，「～ておくれ」を用いる人物の特徴に
ついての分析である．以下の 5つの特徴を挙げている． 
 
  a．老年男性 
  b．中年以上の女性 
  c．田舎の人物 
  d．江戸時代の人物 
  e．平安時代・戦国時代の人物    （森 2018：262，項目名のみ抜粋） 
 
 これらの特徴は，通時的に確認できる位相や，方言資料で見られる周圏分布

から知りえる使用実態を反映したものであることがデータで示されている．こ

のうちの e．については，本来は江戸時代に多く用いられた「～ておくれ」が
『源氏物語』の現代語版などで使用されている点から，使用実態とのズレがあ

るとも指摘している．また，明治期以降の翻訳文学作品で多く見られることに

ついては，「～てくれ」と比べて，上品なイメージがあり，翻訳世界のような

非現実の世界を喚起するのに選ばれやすかったのではないかとの見解が示さ

れている． 
 3つ目は，現代日本語における「～ておくれ」の位置づけに関する記述であ
る．「～ておくれ」という表現は，特定のキャラクターとは結び付きにくいも

のの，小説会話文で上記 a．～e．のように，人物の造形や作品世界の形成に用
いられていることを踏まえ，森（2018）は，「～ておくれ」が現代日本語の話
し言葉としてはほとんど用いられないバーチャルな言葉になっていると述べ

 
5 役割語とは「特定のキャラクターと結びついた，特徴ある言葉遣いのこと」（金水 2003）  

 で，「そうじゃ」（博士），「ごめん遊ばせ，よろしくってよ」（お嬢様）などの言葉遣  

 いが紹介されている． 
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ている．人物を特定する程度が低い（役割語度が低い）理由については，「～

ておくれ」は敬語を付与した丁寧な依頼表現で，地域的にも位相の上でも広く

使われてきたこと，依頼表現自体が多様で，1つの表現がある特定のイメージ
とは強く結びつかなかったことが挙げられている． 
  
 ２．２ 残された課題と本稿の立場 
 このように，森（2018）は，なぜ「～ておくれ」が役割語度の低い表現とし
て形成されてきたのかという観点から論じたものである．アンケート調査に加

え，通時的な変遷や方言資料を踏まえ，多角的に考察されており，イメージさ

れる話者像について重要な知見が示されている． 
 本稿は，これらを踏まえた上で，現代日本語の「～ておくれ」について，森

（2018）で行われていない数量的な調査を行うことで，その特徴をより詳細に
明らかにしたい．それと同時に「～とくれ」や「～ておくんなさい」といった

関連表現の使用実態も調査し，日本語学習者および日本語教師の参考となるデ

ータを提示することを目指す． 
 特に，掘り下げたい部分は以下のとおりである．本稿（3）で示した『白雪
姫』での「～ておくれ」は，森（2018）で説明される人物の造形や作品世界の
形成のために用いられるタイプに該当する．しかし，（1），（2）の歌詞に見ら
れる用例は，それとは異なるように思われる．広く「役割語」と称される「～

じゃ」（博士），「～ってよ」（お嬢様）などと比べて，特定のキャラクターとの

結び付きの弱い「～ておくれ」の「バーチャルさ」とは一体何なのだろうか．

なお考察の余地があると考えられる． 
また，「～ておくれ」は，これまで主に通時的研究において，行為指示表現6

の 1つとして分析が進められてきた．近代小説や下層武士の日記，洒落本，滑
稽本，人情本等のセリフ部分を資料とした多数の研究が見られる（工藤 1979，
陳 2006，山本 2010，山田 2015，森 2018など）．どういった行為指示表現が衰
退し，新たな表現にとってかわられたのか，またそれはいつ頃なのか，誰がど

んな場面で誰に対して用いたのか，なぜそのような変化が起きたのかといった

変遷や位相について分析されている．しかし，現代日本語の「～ておくれ」は，

対人的なコミュニケーションの場ではなく，冒頭に示した歌の歌詞などで目に

することが多いように感じられる．これまでに，そういった書き言葉の中で用

いられる「～ておくれ」に関する分析はなされておらず，十分ではないようで

ある．そのため，本稿では，特に書き言葉に注目し，創作物の登場人物のセリ

フとして役割語的に現れるものはもちろん，それ以外についても観察すること

により，「～ておくれ」の全体像を明らかにしていく． 
 

３．研究方法 
 

 
6 「行為指示型表現」（柏崎 1993），「行為指示表現」（熊取谷 1995），「行為指示型発話  
 行為」（姫野 1997）などと称される表現の類で，聞き手に何らかの行為を促すことを 
 指示する表現とされる． 
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 現代日本語の書き言葉における「～ておくれ」および，その関連表現の使用

実態を観察するため，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（以下，BCCWJ）を
用いて，広く用例を収集し，探索型アプローチでその特徴を捉え，意味・機能

を記述する．その際，表現を 3系統に分けて調査する．①「～ておくれ」系，
②「～とくれ」系，③「～ておくんなさい」系の 3つである．②は①の「～て
おくれ」が縮約化したタイプ，③は「～ておくれ」の「れ」が撥音化し「なさ

い」類が後接したタイプである．用例検索には検索アプリケーション『中納言』

を用いた．抽出方法と考察対象は以下のとおりである． 

 

  ①「～ておくれ」系の用例 【考察対象 254例】（296抽出） 

      短単位検索：1）キー「指定しない」 
            2）キーから 1語：語彙素「て」 
            3）キーから 2語：語彙素「御」 
            4）キーから 3語：語彙素「呉れる」   
      目視で③「～ておくんなさい」系および考察対象外を除外7  

  ②「～とくれ」系の用例 【考察対象 88例】（177抽出） 
      文字列検索：「とくれ」目視で対象外を除外 
  ③「～ておくんなさい」系8の用例 【考察対象 49例】（296抽出） 
      短単位検索：1）キー「指定しない」 
            2）キーから 1語：語彙素「て」 
            3）キーから 2語：語彙素「御」 
            4）キーから 3語：語彙素「呉れる」   
      目視で①「～ておくれ」系および考察対象外を除外  

 

 それと同時に，考察対象となった用例について，BCCWJの小説会話文に付
与された発話者情報9（性別／年齢層／発話者名）も調査する． 
 なお，『日常会話コーパス』で「～ておくれ」を検索したところ，1例しかヒ
ットしなかった．森（2018）で指摘されているように，本稿でも現代日本語の
日常会話において「～ておくれ」はほとんど使われなくなっているものとみな

して議論を進めていく10． 
 

 
7 除外したのは次のような行為指示型ではない「ておくれ」1例である． 
    それから，血液のことに関しましておくれをとっていると申されましたけれど 
    も，（略）                    （OM31_00001，604010） 
8 「～ておくんなまし」4例，および「～ておくんねえ」4 例が，「て／置く／の／だ」 
 のように形態素情報が登録されていることが分かったため，文字列検索で抽出し，③ 
 の 41例に合算した． 
9 小説会話文のサンプルに人手により話者情報をタグ付けしたものである．中納言で 
 は，話者名・性別・年代のみが検索可能である．詳しくは山崎ほか（2022）を参照さ 
 れたい． 
10 森（2018）は，その理由として，語形成上は「お＋連用形」だが，「お＋命令形」の 
 ように見えるため，使用が避けられ新しい依頼表現にとってかわられたという過程 
 が想定されると述べている． 
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４．調査結果 
 
 4節では BCCWJから抽出したデータに基づき，結果を示す．  
 
 ４．１ 系統別出現数 
 「～ておくれ」がどのような形で出現するのか，後接する部分に注目した調

査の結果が表 1である． 
 まず，3系統に分けて見た場合に，「～ておくれ」，「～とくれ」，「～ておくん
なさい」の順で出現頻度が高い．「～ておくんなさい」系は江戸期において 3
系統の中で最もていねい度が高いとされる（工藤 1979）が，明治後期に完全に
姿を消した，あるいは衰退の傾向が見られる（工藤 1979，陳 2006，山田 2015）
表現である．このように「～ておくんなさい」系は，衰退する時期が早く，残

存する度合いが，3系統の中で一番低いと考えられる． 
 特徴的な点としては，「～とくれ」系に近畿地方の方言11「～やす」が後接し

た「～とくれやす」が 18例と比較的多く出現していることである．また，時
折メディアなどで耳にする「～ておくんなまし12」という表現は BCCWJ の用
例では 4例のみであった．  
 

表１ 後接形式別出現数（BCCWJ） 

～ておくれ系 ～とくれ系 ～ておくんなさい系 

～ておくれ 187 ～とくれ 53 ～ておくんなさい 28 
～ておくれよ 51 ～とくれやす 18 ～ておくんなさいよ 4 
～ておくれな 4 ～とくれよ 8 ～ておくんなせえ 4 
～ておくれや 3 ～とくれな 3 ～ておくんねえ 4 
～ておくれよぉ 1 ～とくれやすや 1 ～ておくんなまし 4 
～ておくれね 1 ～とくれやっしゃ 1 ～ておくんなさいな 1 
～ておくれよね 1 ～とくれやさへん 1 ～ておくんなさいなぁ 1 
～ておくれっ 1 ～とくれへんか 1 ～ておくんなせい 1 
～ておくれやすか 1 ～とくれっ 1 ～ておくんなせえまし 1 
～ておくれかい 1 ～とくれやア 1 ～ておくんない 1 
～ておくれかの 1 － － － － 
～ておくれかのう 1 － － － － 
～ておくれでないよ 1 － － － － 

合計 254 合計 88 合計 49 

 
 ４．２ 前接語の特徴 
 表 2は，それぞれの形式の前接語の出現頻度について調査した結果である．
頻度の高い順に上位のものを並べて示す． 

 
11 『関西弁事典』によれば，「～やす」は標準語の「～です」，「～ます」に該当する（p.428）． 

12 お笑い芸人ぺこぱが「～ておくんなまし～！」という表現をネタとして用いている 
 ようである．また，有名芸能人（二宮和也氏）が Twitterにて「～ておくんなまし」 
 を使っている例も見られた．  
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 まず，表の左に示した「～ておくれ」系を見ていく．「～ておくれ」は話し 
手にとって望ましい事態を成立させるための依頼表現として用いられる傾向

が読み取れる．例えば「歌っておくれ」「教えておくれ」などが指摘できる．

また「～（さ）せておくれ」が 2番目に多い．内訳を確認すると，聞き手への
依頼を表す「聞かせておくれ」（4例）のようなタイプのほかに，「（花を）咲か
せておくれ」（2 例）のような神頼み的な表現として用いられていることが特
徴である． 
  

表２ 前接語別出現数（BCCWJ） 

～ておくれ系 ～とくれ系 ～ておくんなさい系 

前接語 出現数 前接語 出現数 前接語 出現数 

する 30 する 16 する 5 
（さ）せる 16 待つ 6 てやる 4 

Vない 15 やめる 6 ている 4  
てくる 8 聞く 4 待つ 3 
ていく 7 やる 4 てみる 3 
てやる 7 行く 4 Vない 3 
教える 7 言う 3 やる 2 
言う 6 手伝う 3  ひっかける 2 
歌う 5 （さ）せる 3 なさる（なすって） 2 
やめる 5 － － たすける 2 
伝える 5 － － － － 

 
 次に「～とくれ」を見ていく．「待っとくれ」や「やめとくれ」が上位に見

られ，最多の「する」の内訳に複数出現しているものとして，「静かにしとく

れ」（3例），「堪忍しとくれ」（3例），「いい加減にしとくれ」（2例）が挙げら
れる．このことから，「～とくれ」は，上の者が下の者を諭したり注意したり

するような場面で，聞き手の行為を阻止しようとする際に用いられやすい傾向

が読み取れる．なお「堪忍」を用いて許しを求める言い方（謝罪）は，近畿地

方に多い表現である．標準語では，堪忍よりも勘弁を用いるのが一般的だと考

えられることから，近畿方言との関連も示唆される． 

 最後に「～ておくんなさい」を見ていく．「～ておくんなさい」で特徴的な

のは「なすっておくんなさい」が 2例見られることである．「なすって」は「な
さる」連用形の促音便だが，時代劇を想起させる表現である． 
  
 ４．３ 小説会話文での発話者の属性 
 4.3節では，役割語的な使用に注目するため，BCCWJの小説会話文にタグ付
けされたデータを用いて，話者の属性について調査する． 
 

表３ 小説会話文のタグが付与された用例数と割合（BCCWJ） 

形式 ～ておくれ ～とくれ ～ておくんなさい 

小説会話文 
タグ付き用例数 

96 
(37.8％) 

45 
(51.1％) 

23 
(46.9％) 

BCCWJ出現総数 254 
(100%) 

88 
(100%) 

49 
(100%) 
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 まず，表 3 に小説会話文のタグが付された用例数とその割合を形式別に示
す．なお，山崎ほか（2022）によれば，BCCWJに採録されたすべての小説会
話文にタグ付けが行われているわけではないが， 2845サンプルに発話者情報
が付加されているため，一定の傾向が読み取れると考えられる． 
 表 3から「～とくれ」系や「～ておくんなさい」系の用例は，小説会話文と
しての割合が 5割程度と，比較的高い割合であることがわかる．小説会話文の
割合が高いということは，創作物のセリフなどにおいて，キャラクター性を際

立たせるための使用，つまり，役割語としての使用の割合が高い可能性がある．

また，「～ておくれ」は，3者のうち，最も小説会話文の割合が低いことがわか
る．以下では，表現形式ごとに，タグ付けされた発話者属性を示す． 
 
 ４．３．１ 「～ておくれ」の発話者属性 
 表 4は，「～ておくれ」の発話者属性を集計したものである．「～ておくれ」
においては，表 4のように男女差はほとんど見られない．年代に関しては成年
層の話者が最も多く，老年層の女性の話者も比較的多くみられる．なお，同一

作品中，同じ人物が何度も発話することがあるため，延べ数ではなく異なり数

を集計した． 
 

表４ 「～ておくれ」系発話者別情報（異なり数） 

 若年層 成年層 老年層 合計 
男 7 28 2 37(51.4%) 
女 3 22 10 35(48.6%) 
合計 10(13.9%) 50(69.4%) 12(16.7%) 72(100%) 

 
 次に，「～ておくれ」が使用された作品の中で，作品中に「～ておくれ」が

複数回使用されたものを列挙する．各作品情報については紀伊國屋書店のウェ

ブサイト13の内容説明欄を参照し，江戸時代以前を舞台とする作品に★，翻訳

作品に▲，童話に●印をつけた．無印はその他（近現代や近未来を舞台とする

作品）である． 
 
  【「～ておくれ」が複数回使用された作品情報】 
    ●『おばあさんとあかいいす』（5例，おばあさん） 
    ★『古典落語』（3例，亭主） 
   ●▲『ふしぎなオルガン』（3例，ハイノ［2例］，王さま［1例］） 
     『忘れられた人びと』（3例，保子） 
   ★▲『西遊記』（3例，大奥さま［2例］，三蔵［1例］） 
     『殺ったのは誰だ？！』（3例，康代） 
 

 
13 https://www.kinokuniya.co.jp/（2022年 10月 14日最終閲覧） 
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 各印は無印も含め 2作品ずつとなっており，様々なタイプの作品で「～てお
くれ」が用いられていることがわかる． 
  
 ４．３．２ 「～とくれ」系の発話者属性 
 表 5は，「～とくれ」の発話者属性を集計したものである．「～とくれ」では，
女性の使用が若干多い．年齢層で最も多いのは成年層であるが，老年層の女性

の話者も比較的多いようである． 
 

表５ 「～とくれ」系発話者別情報（異なり数） 

 若年層 成年層 老年層 不明 合計 
男 1 7 2 1 11(42.3%) 
女 2 7 5 0 14(53.9%) 
不明 0 1 0 0 1( 3.9%) 
合計 3(11.5%) 15(57.7%) 7(26.9%) 1(3.9%) 26(100%)14 

  
 次に，「～とくれ」が複数回使用された作品名を示す． 
  
  【「～とくれ」が複数回使用された作品情報】 

  ●『おばあさんとあかいいす』（12例，おばあさん） 
   『D-聖魔遍歴』（3例，‘蝮’婆さん） 
  ▲『互いの友』（3例，ウェッグ） 
  ★『鈴河岸物語』（2例，おつね［1例］，斉藤剣次郎［1例］） 
  ★『闇十手』（2例，お徳） 
  ★『花咲ける上方武士道』（2例，お悠［1例］，百済ノ門兵衛［1例］） 
  ★『肥後の石工』（2例，里） 
  ★『お庭番吹雪算長』（2例，おうの） 
  ★『惜別の海』（2例，岩吉［1例］，重兵衛［1例］） 
  ●『あぶくアキラのあわの旅』（2例，オフクロネズミ） 

 
作品名や話者名から，江戸時代以前を舞台とする作品が多いことがわかる．

また，童話も複数見られ，おばあさんや，オフクロネズミといった成年～老年

の女性が話者となっている．『おばあさんとあかいいす』については，1作品で
12回も使用されているのだが，この場合，「～とくれ」は役割語的に用いられ
ていると見ることができる．また，おもしろいことに，同作品では「～ておく

れ」も 5例使用されている（4.3.1節参照）．そこで，この絵本の現物を確認し
たところ，このおばあさんは怒りっぽい人物で，次の（4）ように，怒ってい
る場面では「～とくれ！」を使って命令的な指示をし，夢の中で機嫌のよい様

 
14 各項目の割合は小数点第二位を四捨五入したものであるため，それぞれの割合を合  
 計した場合には 100％にならない場合がある．表 8も同様である． 
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子を描いた（5）では依頼表現として「～ておくれ」を用いていた．同一人物
が両者を使い分けていることも興味深い点である．  
 
  （4）「ふん、こどもなんてだいきらいさ。とっととかえっとくれ！」 
     おばあさんがどなりました。 

                 （『おばあさんとあかいいす』p.8） 
  （5）「まっておくれ！そんなにかけたらころんでしまう」おばあさんはい 
     きをはずませながら、はしりました。とってもたのしそう。 

（『おばあさんとあかいいす』pp.44-45） 
 

 ４．３．３ 「～ておくんなさい」系の発話者属性 
 表 6は，「～ておくんなさい」の発話者属性を集計したものである．「～てお
くんなさい」では成年層の男性の用例が多く出現していることがわかる． 
 

表６ 「～ておくんなさい」系発話者別情報（異なり数） 

 若年層 成年層 老年層 合計 
男 0 18 1 19(90.5%) 
女 0 2 0 2(9.5%) 
合計 0(0.0%) 20(95.2%) 1(4.8%) 21(100%) 

 
  【「～ておくんなさい」が複数回使用された作品情報】 
   ★▲『金瓶梅』（3例，武松） 
    ★『坂東侠客陣』（2例，龍造［1例］，千波の霧太［1例］） 
    ★『北斎の娘』（2例，重四郎［1例］，宗次［1例］） 
 
 次に作品情報を見ていく．「～ておくんなさい」が複数回用いられた上記 3
作品は，いずれも江戸時代以前を舞台とする作品であることがわかる．発話者

が男性に偏った理由として，江戸を舞台とした作品では物語の中心に男性が描

かれることが多いことや，「～ておくんなさい」が昔の男性の日常的な話し言

葉として，役割語的に用いられやすい可能性が考えられる． 
 
 ４．４ 本節のまとめ 
まず，「～とくれ」系は，一部の絵本を除くと江戸時代以前を舞台とする作

品に多く用いられ，舞台となっている時代の日常的な話し言葉として，時代演

出のために用いられることが多い．「～とくれ」は通時的には「～ておくれ」

に遅れて，明治期に入り出現した（森 2018）とされているので，やはり時代演
出のための使用だと考えられる．また，絵本においては成年～老年の女性の役

割語としての使用が目立ち，特に，怒っている場面での命令的指示表現として

使い分けられていることも特筆すべき点である．「～とくれやす」に関しては，

関西方言との関連が示唆された． 
次に，「～ておくんなさい」系も，江戸時代以前を舞台とする作品に多く用

いられている．先行研究では，江戸後期から明治期へと衰退の方向ではあるが
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「～ておくんなさい」は男性にも女性にも使用されており，明治期には年配の

女性に使用が偏るという指摘もある（山田 2015，2017）．本調査では男性の割
合が高い結果となったが，時代演出のために用いる際には，当時の使用実態と

は異なり，男性語として用いられやすい可能性も考えられる． 
上記の 2系統に対し「～ておくれ」の場合，江戸時代以前を舞台とする作品
に偏らず，現代の作品や，翻訳作品，童話でも多くの使用が見られた．老年層

の女性話者が比較的多いのも特徴である． 
以上のように，小説会話文の場合，3系統いずれも作品の時代演出のために
多く用いられており，その場合，森（2018）でも指摘されていたように，必ず
しも当時の使用実態を反映したものとは言えないことが改めて確認できた．ま

た，「～ておくれ」や「～とくれ」では，老年層の女性の役割語的にも多く使

用されていることが示唆された． 
次節では，「～ておくれ」がセリフ以外でどのように用いられているかを中

心に「～てくれ」との比較をしながら用例を観察する． 
 

５．分析 「～ておくれ」と「～てくれ」の比較 
 

5節では，「～ておくれ」と「～てくれ」との比較分析を行う． 
 

 ５．１ BCCWJにおける出現頻度の比較 
 表 7は，BCCWJにおける「～てくれ」の出現数（推定）である． 
 

表７ BCCWJにおける出現頻度 

形式 出現数 

～ておくれ系 254 
～てくれ系 7178(推定 6000以上) 

  
 検索方法は，以下のとおりである．まず，『中納言』を用いて，短単位検索

で，キー「指定しない」，キーから 1語「語彙素：て」，キーから 2語「語彙素：
呉れる」＋「活用形：大分類：命令形」と入力し，7178例を抽出した．次に，
Excel のランダム関数を用いてそのうち 1000 例を取り出し 1 例ずつ目視で用
例を確認した．その結果，1000例中 938例が行為指示型の「～てくれ」であっ
た15．このことから，「～てくれ」の総数を概算すると 6000例以上になること
が見込まれる．数値の上で「～ておくれ」系の表現と「～てくれ」の出現頻度

には極めて大きな差があることが指摘できる．以下では，ここで抽出した「～

てくれ」938例を用いて，「～ておくれ」との比較を行っていく． 

 
15 この数値（7178例）は，次に示すような「～てくれる」の連用中止形である「～て  
 くれ」も混在した数値となっているため，目視で確認した． 
   一見芸術家肌の女主人は家の内部を案内してくれ，二階へ通じる手すりや玄関  
   のドアの内部はマンスフィールドの時代のままであると話してくれた． 
        （『写真と文によるマンスフィールド雑記録』LBd9_00105，46240） 
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 ５．２ 小説会話文における話者属性の比較 
 5.1 節で示した「～てくれ」938 例のうち，小説会話文のタグ付けがされて
いたものは 232例であった．その話者属性について，表 8に示す． 
 4 節で示した「～ておくれ」の調査結果である表 4 と比較すると，「～てく
れ」は，成年層の男性の割合が圧倒的であり，非常に特徴的である．そして，

会話文とは言っても，聞き手に対して行為指示するのではなく，「彼が…てく

れと言ったんだ」のような引用で用いられやすく，特に女性による発話は，2
例16以外は引用である． 
  

表８ 小説会話文における「～てくれ」の発話者情報（異なり数） 

 若年層 成年層 老年層 不明 合計 
男 17 184 10 1 212(91.4%) 
女 2 11 2 0 15(6.5%) 
不明 0 1 1 3 5(2.2%) 
合計 19(8.2%) 196(84.5%) 13(5.6%) 4(1.7％) 232(100%) 

 
 次に，「～てくれ」の作品情報について，3 例ずつ使用された最上位の 3 作
品を示す．  
 
  【「～てくれ」が複数回使用された作品情報：最上位 3例のみ】  
    『ジールス国脱出記』（3例，男［2例］，私［1例］） 
    『爆裂スパーク刑事』（3例，三四郎［2例］小坂警部［1例］ 
    『霞町物語』（3例，鴇田［3例］） 
 
 これらは，いずれも現代小説である．2例ずつ使用された作品を見ても，江
戸時代以前を舞台とする作品での使用が多くないこと，また同じ人物による複

数回使用はされにくく，多くの人物に広く使用されていることも特徴である．  
 
 ５．３ Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログにおける用例の比較 

5.3節では BCCWJのレジスターの中でも，「Yahoo!知恵袋」，「Yahoo!ブログ」
の用例を比較分析する．Yahoo!知恵袋や Yahoo!ブログは，書き手と読み手がウ
ェブ上でやりとりすることが可能な双方向型のコンテンツであり，対人的なコ

ミュニケーションとなる場合もある．また，用いられるのは書き手自身の言葉

なので，小説会話文のセリフとは異なる特徴が見込めるためである． 
まず，表 9 に「Yahoo!知恵袋」，「Yahoo!ブログ」での出現数を示す．なお，
引用で用いられた用例は書き手の行為指示を表さないためここでは除外した．  

BCCWJ のデータを見ると，引用ではない「～てくれ」は Yahoo!知恵袋や
Yahoo!ブログのレジスターにおいて出現率が非常に低く 4％である．命令形を
用いた行為指示表現である「～てくれ」は，高圧的になりやすく，選ばれにく

 
16 1例は，男性を装っている場面での使用，もう 1例は，方言として用いられている． 
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いのであろう．これに対し，「～ておくれ」は総数に対して Yahoo!知恵袋，Yahoo!
ブログで使用される割合が 1割以上見られ，非常に特徴的だと言える． 
 

表９ レジスター「Yahoo!知恵袋」，「Yahoo!ブログ」での出現数と割合 

形式 ～ておくれ ～てくれ 
Yahoo!知恵袋・ 

Yahoo!ブログでの出現数 

30 
(11.8％) 

38  
(4.1％) 

考察対象とした用例数 254 
(100%) 

938 
(100%) 

  
 ５．３．１ 用例観察と分析の枠組み 
 ここでは，「～ておくれ」や「～てくれ」の働きかけの対象が読み手ではな

い場合に注目し，用例を観察する．言い換えれば，形式上は行為指示だが，実

際には読み手への行為指示ではないタイプも分析対象に含めた上で，それらを

区別するということである．表 10に分析の枠組みを示す． 

 
表１０ 行為指示型表現の働きかけの有無と対象による３分類 

分類 働きかけの対象 行為指示の種類 用法 

A 読み手 指示対象への 

現実的な行為指示 

命令・指示 

依頼・勧め 

B1 文脈上の人物 文脈上の人物への 

仮想的な行為指示 

当為・判断 

願望 

B2 文脈上の非情物 文脈上の非情物への 

仮想的な行為指示 
祈願 

 
 これまでの研究においては，分類 A の現実的な行為指示を中心に分析され
てきた．そして，分類 A について，決定権者や受益者の関係性から命令的指
示，恩恵的指示，依頼，勧めといった区分がなされている（姫野 1997，森 2010）．
本稿は「～ておくれ」という表現全般を網羅した調査を行う立場であり，新た

に分類 B1，B2を設定し，行為指示表現の形式を用いていながら，実際にはそ
の指示の受け手が不在となるタイプ（仮想的な行為指示）についても考察する．   
 なお，Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログにおける分類別の出現数は表 11 のとお
りである． 
 

表１１ 分類別出現数 

分類 A B1 B2 
～ておくれ（30） 8 18 4 
～てくれ （38） 11 23 4 

  
 表 11を見ると Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログにおいて，「～ておくれ」も「～
てくれ」も文脈上に登場する人物に対する仮想的な行為指示として用いられる

分類 B1の割合が高いことがわかる．また，両者の分類の分布には，大きな違
いがないと考えられる．以下，「～ておくれ」，「～てくれ」の順に具体的な用

例を見ていく． 
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 ５．３．２ 「～ておくれ」の用例 
 分類 A は，読み手への働きかけのあるタイプで，読み手に対する伝達に用
いる．（6）～（8）の用例を見てみると，波線部に「～から」や「～っけ？」
などが使用されており，あらたまった述べ方ではないことがわかる．ウェブ上

でのやりとりの相手に対し，日常的ではない行為指示表現を選択することによ

って，特有の表現効果を狙っているようである． 
 
 （6）（バイクの慣らし運転の質問に対する回答） 
    まだバイク自体に慣れてないので速度は控えめに。回転数はマニュア    
    ルを見ておくれ。細かく書いてあるから。                    

（『Yahoo!知恵袋』OC06_05547，1790） 
 （7）質問者：ライオンとトラはどちらが強いんですか？  
    回答者：ライオンとトラに聞いておくれ。でも確か，トラは一頭で狩 
               りをして、ライオンは群れで狩りをするんだったっけ？ 

（『Yahoo!知恵袋』OC14_05459，280） 
 （8）背景のベッドの布団が見苦しいの見逃しておくれ。 
                 （『Yahoo!ブログ』OY07_01675，17200） 
 
 筆者の内省では，（6）は，書き手が回答者として偉そうな印象にならないよ
うに，親しみを演出しているように感じられる．（7）や（8）では，真正面か
ら答えを述べたり，真面目に頼み込むのではなく，おどけながら，勧めたり，

許しを請うような表現になっている．いずれも勧めや依頼といった強制力の弱

いソフトな表現である． 
 次に分類 B1 を見ていく．分類 B1 の用例は，仮想的な行為指示である．既
に実現した事態を回想しながら，文脈上の人物に対して仮想的な行為指示を行

っている． 
 
 （9）（本屋でグルメガイドを立ち読みし電話番号を携帯にメモする親子に） 
    おいおい。買ってからにしておくれよ。 

（『Yahoo!ブログ』OY03_03859，1520） 
 
 （9）はルール違反をしている親子の行為を批判する文脈で用いている．こ
の親子に「買ってからにしておくれよ」と伝達することが目的ではなく，当該

事態に対して「買ってからにするべきだ，買ってからにしたほうがいい」とい

う書き手の考え，つまり当為，判断の表現のように機能していると見ることが

できる．「お」の付加された「～ておくれ」は，上品さを包含しており，はっ

きりと言いにくい内容（批判・不満）を，ソフトに遠慮がちに述べる表現とな

る．（10）～（13）も同じタイプのものである．  
 
 （10）★豊ちゃん・・・もう少し、考えておくれよ。★一方、ノリは、こ 
    っちの筋書きどおりに動いてくれた。 

（『Yahoo!ブログ』OY15_09374，140） 
 （11）どっちにしろ、この部長、一人完全に周り見えてない、クウキヨメテ 
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    ナイ、、、誰か指導入れておくれよ、、、 
（『Yahoo!ブログ』OY08_00661，7130） 

 （12）ダケドクヤシイミスジャッジ！可愛い NANAKAは二位の旗へ連れて 
     行かれた。判定は公平にしておくれ！ 

（『Yahoo!ブログ』OY14_23079，2460） 
 （13）（床屋に出かけたダンナが坊主になって帰ってきた） 
    大みそかの恒例行事なんですけど正直初詣で並んで歩くのがヤです  
    （顔）せめてスポーツ刈りくらいにしておくれよダンナ（顔）こわ    
    いよ          （『Yahoo!ブログ』OY15_15983，1110） 

 
 次に示すのは，分類 B1の中でも，当該事態に置かれている人物を応援する
ような文脈で用いられるタイプである．既に実現した事態について批判的に述

べるのではなく，これからのことについて述べているのが特徴である．「お」

の付加された「～ておくれ」は，明治期の知識層女性が身内に対し，待遇的に

は上から下の者に用いていた（陳 2009）という指摘があるのだが，（14）～（15）
はいずれもその指摘との関連を感じさせるように，身近な存在が指示対象にな

っている．（14）は，ダンナに対して「頑張ってほしい」という気持ちを述べ，
見守るような温かい態度が表されている．次の（15）も身内であろう「ボウズ」
に対する願望表現と見ることができる用例である． 
 
 （14）そのうち、2日は私がいるんで、正味 3日。ダンナ、頑張っておく  
    れ！しかも…後半 2日は、こまりなが学校始まるから、1対 1だ！！ 

（『Yahoo!ブログ』OY03_11250，810） 
 （15）ひとしきりばぁばと遊んで、ボウズはご満悦。さ、病み上がりなんだ 
     から、あとはゆっくりしておくれ。 

（『Yahoo!ブログ』OY05_01480，2860） 
  
（16）は，批判的な内容ではあるが，これからのことについて述べてお
り，批判的でもあり応援的でもある中間的な分類 B1の用例である． 

 
 （16）なんでも母親が限界以上にコードを横にひっぱったら、こうなった   
    らしい。差し込めないじゃん！と思ったら、ペンチですぐに戻りま 
    した。次は気をつけておくれ。まあ、よくあることですけどね。 

（『Yahoo!ブログ』OY02_00047，920） 
 

 最後に分類 B2 を見ていく．分類 B2 は，文脈上の非情物に対して，書き手
の希望や祈りを表す．（17）は野菜であるキュウリに対して「立派な実になっ
てほしい」という願いや祈りを表現している． 
 
 （17）（育てているキュウリについて） 
    花がたくさん咲いているのは嬉しいんだけど、咲き過ぎて、実の方に 
    栄養がいってくれるか、ちょっと心配になってしまいました。１本で 
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    いいから、立派な実になっておくれ～ 
（『Yahoo!ブログ』OY05_01121，1430） 

 
 冒頭の（1）や（2）もそれぞれ「島唄」，「てるてるぼうず」に対する仮想
的な行為指示で，話者の願いや祈りを表す分類 B2に該当するものである．
緊迫した雰囲気はなく，叶うならばといった祈りに近い表現となる． 
 
 （18）島唄よ 風に乗り 届けておくれ 私の涙      （（1）再掲）  

 （19）てるてる坊主 てる坊主 明日 天気にしておくれ  （（2）再掲） 
 
 ５．３．３ 「～てくれ」の用例    
 次に「～ておくれ」の比較対象である「～てくれ」について分類ごとに見

ていく．まず分類 Aを示す． 
  
 （20）（Yahoo!知恵袋の質問） 
    パソコンの存在意義を教えてくれ！    
                  （『Yahoo!知恵袋』OY04_04351，3740） 
 （21）漫画と服の量半端ねぇ wwwwwww溜め過ぎたなー；服とかいらん 
     やつ誰か貰ってくれー。一応普通の Tシャツもあるぞ 

 （『Yahoo!ブログ』OY14_52470，740） 
 

 （20）や（21）はくだけた場面での男性的な依頼表現で，読み手に働きかけ
る述べ方になっている．「～てくれ」は，非丁寧な述べ方で粗野な印象，横柄

な印象になりやすい．ただし，うちとけた間柄の男性ではよく用いられるもの

で，（20）や（21）は，読み手に対してフランクな関係であることが演出され
ているように感じられる．           
 次に，分類 B1 を見ていく．分類 B1 は，文脈上の人物に対する働きかけで
あり，仮想的な行為指示である．（22）では，既に実現した事態に対して批判
的な文脈で，「ほどほどにしてほしい，やめてほしい」という呆れや，怒りを

露骨に表明する際に用いられている． 
  
 （22）いったい何のコンプレックスをもっとるんじゃい、このオッサン。 
    被害妄想もほどほどにしてくれよ。 

（『Yahoo!ブログ』OY08_00329，2070） 
 

 次の（23）は，厳しく批判する文脈で，「専念するべきだ」という書き手の
考えが表明され，叱咤激励しているように読める． 
 
 （23）いい歌を残しているだけにこのような問題は本当にやめてほしいもの  
    だ。ファンがっかりだぞ！真狩の観光や経済効果も減っていくだろう。 
    暴力団と関わるのをやめて本業の歌に専念してくれ！ 

（『Yahoo!ブログ』OY04_04351，3740） 
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 最後に B2タイプを見ていく．働きかけの相手が非情物の場合に「～てくれ」
を用いると，「どうしても～てほしい」という切羽詰まった心情が表される．

（24）も（25）も，切実な願いが表されている． 
 
 （24）天災は忘れた頃にやってくる… まさにそんな感じです．実はまだ    
    「余震」が続いています（−＿−；）この状況が長引くと精神的な負  
    担が大きいですね〜 またか（・＿・？） またか？（；＾＿＾A  
        アセアセ・・・ やめてくれ！ヽ（｀д´；）／うがぁ！俺なんか  
        泣きそうになります． 

           （『Yahoo!ブログ』OY03_01380，4140） 
 （25）（尿管結石の話題で） 
     1センチ近くある石が自然に出るかどうか。早く出て行ってくれ。                     
                （『Yahoo!ブログ』OY07_02216，1410） 
 
 ５．４ 分析のまとめ 

 これまでの観察を踏まえ，「～ておくれ」の書き言葉における機能をまとめ

る．「～ておくれ」は「～てくれ」と比べて BCCWJでの出現総数に対する Yahoo!
知恵袋，Yahoo!ブログでの出現割合が高い．つまり，セリフ以外の書き言葉，
あるいは「打ちことば17」において，目にする可能性が高い表現だということ

ができる． 
 「お」があるかないかという 1文字違いの両表現を比較した場合，「～てお
くれ」は，「お」＋連用形であり，丁寧さを表す点で依頼や勧めといった強制

力の低い行為指示表現となる．また，日常的に使用されなくなっている表現で

あるという点から，くだけた場面で，特別な効果を狙って用いられる．具体的

には，高圧的にならないようにしたい場合や，真剣さや真面目さを感じさせた

くないような場合に，親しみやおどけなどを演出したりする．また，当為や願

望を表す表現として用いられる場合には，批判や不満を婉曲的に述べたり，見

守るような温かく親愛的な心情を表したりする効果がある． 
 「～てくれ」は，命令形の表現であることから，男性的で粗野な行為指示表

現となる．そのため高圧的な印象になりやすい．ただし，カジュアルな依頼表

現としても男性が多く用いる表現であるため，web上でのやり取り上，男性的
なフランクさを演出したい場合にも用いられているようである．また，当為や

願望を述べる表現として用いられる場合には，はっきりした物言いで，厳しさ

や切実さを感じさせる表現効果がある． 
 これらの特徴は，表 12のようにまとめられる． 
 

 
17 田中（2011）は，インターネットや携帯メイルの普及によって「打ちことば」（2011： 
 8）によるコミュニケーションが日常化したと指摘している．「打ちことば」は，お互 
 いに顔を合わせず，タイムラグのあるコミュニケーションであるため，「自己装い表 
 現」（田中 2011：9）が取り入れやすいという． 
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表１２ 「～ておくれ」と「～てくれ」の機能（Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログ） 

分類 ～ておくれ ～てくれ 

A  
行為指示：くだけた場面 
     古風で丁寧  
  （親しみやおどけの演出） 

行為指示：くだけた場面 
     粗野で高圧的 
  （男性的なフランクさの演出） 

B1  
  当為：ソフト，婉曲 
  願望：見守り・応援 

  当為：厳しい，露骨 
  願望：叱咤激励 

B2   祈願：叶うなら   祈願：どうしても 
 
 今回分析対象とした Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログの書き手の性別は不明であ
るが，このレジスターは，「打ちことば」であることから，自認する性別には

関係なく，自己演出や表現効果の観点から，表現形式が選択されている可能性

もあると考えられる． 
 

６．まとめと今後の課題 
 
 本稿では，「～ておくれ」および関連表現について，BCCWJのデータに基づ
き，その使用実態を示した．それに加え，Yahoo!知恵袋，Yahoo!ブログにおけ
る「～ておくれ」と「～てくれ」を比較考察し，それぞれの特徴について述べ

た．その際，行為指示対象によって用例を 3分類することで，その特徴をより
詳細に示した．両者の特徴は表 12に示したとおりである． 
 以上を踏まえ，本稿は「～ておくれ」が次のような特徴を持つ表現として現

代においても生き残っていると考える． 
 

①主に創作物のセリフなどにおいて役割語的に（キャラクター演出・時代 
 演出に）用いる行為指示表現．また，特別な表現効果を狙って用いる自 
 己演出のための行為指示表現． 

  ②主に書き言葉（打ちことば）で当為や願望，祈願を表す表現． 
 
 「～ておくれ」は，バーチャルな言葉で，再生産されている（森 2018）と説
明される．それは，現代日本語の日常会話でほとんど使われず，役割語的，あ

るいは自己演出のために用いられやすいことだけでなく，行為指示表現の形式

でありながら当為や願望，祈願を表す書き言葉（打ちことば）として高い割合

で用いられることも理由ではないだろうか． 
 日本語学習者は，日常生活の中で，上記①のような用いられ方のほかに，②

に該当する歌詞や「打ちことば」での「～ておくれ」を目にすることが予想さ

れる．全てのレベルで求められる内容ではないが，さらなる上達を目指す日本

語学習者のニーズに応えるためには，これまで，あまり説明されていない②の

ような用いられ方についても，学習者向けの資料に記載し提示する必要がある．

そして，「～てくれ」との比較から，そのニュアンスを示すことは，「何が違う

のか」という疑問の解消につながり有用だろう． 
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 最後に，今後の課題について述べる．本稿は「～ておくれ」およびその関連

表現の使用実態を数量的に示し，「～ておくれ」と，「～てくれ」との比較考察

を行った．考察対象とした用例の文末には，終助詞（「よ」など）が付加され

た場合とそうでない場合があるが，本稿ではそれぞれを区別して言及すること

はできなかった．基本的には，「～ておくれ」等の表現にそれぞれの終助詞の

意味が付加されるものと考えて良さそうだが，聞き手（読み手）に与える印象

については，今後，さらに分析を進める必要がある． 
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The Meaning and Function of -te okure and Related 
Expressions 

                            Naomi Inoue 
 

 The expression -te okure has undergone a diachronic transition 
and has been rarely used in everyday conversation in modern Japanese, 
but this does not mean that it is not being used at all. This paper aims to 
clarify the meaning and function of -te okure and its related expressions 
in modern Japanese, such as -tokure and -te okunnasai. First, this study 
describes its characteristics using data from a corpus of written Japanese 
and discusses the differences between -te okure and -te kure. Afterward, 
it explains how -te okure is not only uttered as a role-oriented “directive 
expression” in contemporary times but is also widely used in written 
language as a “deontic expression” or “desiderative expression.” 
 
 
Keywords: -te okure, items outside JLPT examination standards, 
     directive expression,  
 
 
 
 
 
 




