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は　じ　め　に

　ドイツ語はドイツ連邦共和国とオーストリアの全域、またスイスのほぼ 3分の 2、そしてルクセンブルク・

リヒテンシュタインで公用語として用いられている言語（母語人口は約一億人強）です。大きく見れば、インド・

ヨーロッパ語族の 1言語で、英語とともにそのうちのゲルマン語派に属します。

　ドイツ語は英語とともにゲルマン語派のうちでも西ゲルマン語に属し、きわめて近い姉妹関係にあり、基本

的な語彙を比べるとそれがよくわかります。

（英）house ─ （独）Haus

　このように、元々はほとんど同じような言語でしたが、現在の北ドイツとデンマーク境にいたアングル族と

ザクセン族が５世紀に現在のイギリスに移住し、その地でノルマン・コンクエスト以降にフランス語から大き
な影響を受けてでき上がったのが英語です（Anglo-Saxonとか Englishという言葉はこの古い部族の名に由来

します）。一方、大陸にとどまった西ゲルマン語群のうち、南に進出した部族の言葉（現在の標準ドイツ語の原形）

は、時とともに以下のような子音の変化を蒙って、古い子音をよく残す英語や北部部族の言語（スウェーデン語・

ノルウェー語など）との違いが大きくなりました。しかし、この子音の対応関係を念頭に置くと、一見無関係

な語彙も、実際にはかなり似ていることがわかります。

　 1) 語頭音・重音 p → pf  （英）plant ─ （独）Pflanze

　 2) それ以外　　  p → ff, f  （英）deep ─ （独）tief

　 3) 語頭音・重音 t → z  （英）tell   ─ （独）zählen

　 4) それ以外  t → ss  （英）eat ─ （独）essen

　 5) 語頭音・重音　 k → kch → k （英）come ─ （独）kommen

　 6) それ以外  k → ch   （英）make ─ （独）machen

　 7) 語頭音  d → t  （英）day ─ （独）Tag

  

　ドイツは中央ヨーロッパの西部に位置しており、およそ 8,300万人が暮らしています。ドイツといえばサッ
カーやビール、ソーセージ、パンなどが思い浮かぶでしょうか？ ドイツもドイツ語もあまりなじみがないと

感じる人もいるかもしれません。実は、よく使われる外来語の中にはドイツ語由来のものもあります。例えば

「リュックサック」は「Rucksack」、「ゲシュタルト崩壊」の「ゲシュタルト」は「Gestalt」です。「レント
ゲン」は X線を発見したドイツ人物理学者の Röntgenに由来します。レントゲンはノーベル物理学賞を受賞

しましたが、彼のほかにもドイツは様々な分野で著名な人物を輩出しています。物理学者のアインシュタイン、

天文学者のケプラー、哲学者のカント、ニーチェ、詩人のゲーテ、童話で有名なグリム兄弟、そして音楽家のバッ

ハやベートーヴェンもドイツ出身です。



Das Alphabet
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LEKTION 1

LEKTION

1

ドイツを知るために、次の映像を見てみましょう。
ここではドイツの諸都市が紹介されています。まずは、ドイツの都市名をドイツ語圏略地図で確認し、知っている
ドイツの街をあげてみましょう。

はじめに

　ドイツは、16の州から成り立つ連邦共和国（Bundesrepublik）です。その中でもドイツ最大の人口（Bevölkerung）

を誇る州が、ドイツの北西部に位置し、ベルギーやオランダと隣接しているノルトライン・ヴェストファーレン州

（Nordrhein-Westfalen：NRW）です。その人口は1,806万人（全ドイツ人口8,242万人の22 ）で、旧東ドイツ全

域の人口（1,400万人）よりも多く、その州都（Hauptstadt）はデュッセルドルフ（Düsseldorf）です。ここはドイ

ツの中で日本人が最も多く生活している街であり、約6,000人もの日本人が住んでいます。ちなみに、デュッセルドル

フの人口は64万人ですから、6,000人といえばデュッセルドルフの人口の約1％を占めることになります。

　デュッセルドルフでは、驚きの光景を目の当たりにするかもしれません。その理由は、大きな通りの至る所に日本語

で書かれた看板が見えるからです。この風景はドイツの他の都市では味わえないと思います。さらに、毎年多くの人で

賑わうJapan-Tagという日独交流イベントが開催され、そこでは様々な日本文化が紹介されます。

ドイツでは州毎に個性が見られます。例えば、ドイツの中央に位置するヘッセン州（Hessen）のフランクフルト

（Frankfurt am Main）は、空の交通の中心地であり、さらに金融の中心地でもあることから、経済の要となっています。

また、日本と違って人口は首都圏に集中しておらず、地方に分散しています。そのことは、大企業の本社が大都市だけ

でなく、地方に置かれていることから推測できます。このように都市によって異なる特徴が見られるドイツをさらに調

べてみましょう。その際、ドイツ語圏略地図に記載されている都市の中から1つ選び、政治、経済、文化などの視点か

ら調べてみましょう。

課　題

Bundesland

ドイツの諸都市

https://text.asahipress.com/free/german/4Jahreszeiten/video/field_02_city.html

Einführng
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2 ドイツの都市名をディクテーションしてみましょう。

① 

 ②

 ③

1 ドイツ語のスペリングに慣れましょう。

Übungen

1 次のドイツ語の単語を子音に気をつけながら発音しましょう。

Bach Baumkuchen Dachshund Märchen Tschechien

Volkswagen Leibniz Hamburg Doppelgänger Panzerfaust

Waltz Landsknecht These Edelweiß

2 次のドイツ語の単語を母音に気をつけながら発音しましょう。

Autobahn Röntgen Einstein Gelände

Deutschland Präparat Hysterie Hütte

05

04

03

11

❶❶

❸❸

❷❷
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07

06

08

3 月の名前を覚えましょう。

4 季節の名前を覚えましょう。

der Frühling　　春 der Sommer　　夏

der Herbst　　秋 der Winter　　冬

5 曜日の名前を覚えましょう。

Januar 1月

Mai 5月

September 9月

Februar 2月

Juni 6月

Oktober 10月

März 3月

Juli 7月

November 11月

April 4月

August 8月

Dezember 12月

Montag 月曜日 Dienstag 火曜日 Mittwoch 水曜日 Donnerstag 木曜日

Freitag 金曜日 Samstag 土曜日 Sonntag 日曜日
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ドイツ語には他の言語に一言では翻訳できない単語が多くあると言われています。

次の単語の意味を調べてみましょう。

1   Fernweh  2   Schadenfreude  3   Wanderlust

　ドイツが統一され、一つの国民国家として成立したのは明治維新よりも後の、1871年のことでした。それまで現在

のドイツに相当する地域にはプロイセン王国やバイエルン王国のような異なる国がありました。そのため、現在でもド

イツ各地には文化的な差異が見られ、特に北部と南部ではかなりの違いが見られます。ある国のイメージとして外国人

が抱くものはしばしばその国全体に当てはまるものではなく、一つの地域のステレオタイプであることもあります。例

えば、我々日本人がイタリアについて抱くイメージはナポリなどの南部についてのものであることが多いですが、ドイ

ツについてはどうでしょうか？ ドイツといったらどのようなものが思いつくでしょうか？ ソーセージ？ ジャガイモ？

ビール？ レーダーホーゼン？ ディアンドル？

　実はビールのイメージが強いドイツにも、南部と西部のようにワインが優勢な地域もあります。また、レーダーホー

ゼンやディアンドルはバイエルンのような南部の衣装です。

応用問題

Kolumne コラム

5
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LEKTION

2

ドイツを知るために、次のホームページを活用してみましょう。

ここではドイツの伝統行事・イベントが紹介されています。

キリスト教の春の祝祭、イースター（復活祭）について調べてみましょう。

はじめに

　イースター（復活祭）とは、イエスが十字架で磔刑に処され、死後３日目に蘇ったことを祝う日のことです。『子なる

神であるキリストが、死して蘇り、罪と死からの救いを確証し、やがて終末の日に主を信じる者がすべて蘇るという希

望を確かなものとする』というのがイースター（復活祭）の趣旨になります。この祝祭の日の、暦上の月日は毎年変わ

ります。というのは、『春分の後の第一の満月後の日曜日』と定められているからです。そして、ドイツではイースター

はクリスマスと同様にとても重要な祝祭であり、盛大にお祝いします。

課　題

　みなさんはイースターの時期になると、卵やウサギで装飾された商業施設やテーマパーク、卵やウサギをモチーフに

したチョコレートなどの商品がお店に陳列されているのを見かけたことがあるかと思います。しかし、そもそもイース

ターで卵とウサギが関連付けられているのはなぜでしょうか。その理由を調べてみましょう。

Ostern

イースター（復活祭）

https://text.asahipress.com/free/german/4Jahreszeiten/video/mov_01_culture_02_food-cul.html

Einführng
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1 Rollenspiel : ペアになって会話練習をしましょう。

1  どこに住んでいるかを尋ねてみましょう。（目上の人、あるいはフォーマルな場面）

A : Wo wohnen Sie, Herr Schmidt?

どこに住んでいるのですか、シュミットさん？

B : Ich wohne in Köln.

私はケルンに住んでいます。

2  専門科目を尋ねてみましょう（相手が親しい人の場合）

A : Studierst du Geschichte?

B : Ja, ich studiere Geschichte.

B : Studierst du Biologie?

A : Nein, ich studiere Medizin.

Übungen

専攻科目 （Fächer）

Deutsch ドイツ語 Französisch フランス語 Englisch 英語

Japanisch 日本語 Chinesisch 中国語  Sprachwissenschaft 言語学

Philosophie 哲学 Kunst 芸術    Geschichte 歴史

Mathematik 数学 Physik 物理学    Chemie 化学

Biologie 生物学  Technik 工学    Agrarwissenschaft 農学

Medizin 医学  Pharmazie 薬学   Jura 法学

Wirtschaftwissenschaft 経済学

09

10

11

どこに住んでいるか尋ねる（相手が親しい人の場合）
■ Wo wohnst du? 　　どこに住んでいるの？
■ Ich wohne in ... 　　…に住んでいます。

フンボルト大学（ベルリン）

ルートヴィヒ・マクシミリアン大学（ミュンヘン）
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3 数字を言ってみましょう。

1  自分の電話番号を言ってみましょう。
2  電話番号を尋ねてみましょう。

2 数字の読み方を覚えましょう。
14

国籍（Nationalität）

日本人
ドイツ人
オーストリア人
フランス人
イギリス人
アメリカ人
ロシア人
インド人
イタリア人
中国人

男性

Japaner
Deutscher
Österreicher
Französe
Engländer
Amerikaner
Russe
Inder
Italiener
Chinese

女性

Japanerin
Deutsche
Österreicherin
Französin
Engländerin
Amerikanerin
Russin
Inderin
Italienerin
Chinesin

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun 

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

12

13

3  国籍を尋ねてみましょう。（相手が親しい人の場合）

A : Bist du Schweizer?

B : Ja, ich bin Schweizer.

国籍を尋ねて答える（相手が親しい人の場合）

■Bist du ...? 君は…人？

■Ja, ich bin ... はい、私は…人です。

■Nein, ich bin ... いいえ、私は…人です。

国籍を尋ねて答える（相手が親しい人の場合）

■Wie ist deine Telefonnummer/ Handynummer?

  － Meine Telefonnummer ist ...
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次の文を翻訳し、その意味や背景を調べてみましょう。

Stadtluft macht frei.

キーワード 　神聖ローマ帝国、帝国都市、領邦国家、Stadtluft（都市の風）

　ハーメルンの笛吹き男、あるいはネズミ捕り男（Rattenfänger von Hameln）について聞いたことはあるでしょうか？

これは童話で有名なグリム兄弟（Brüder Grimm）の『伝説集（Deutsche Sage）』も伝えている奇妙な話です。

1284年 6月 26日にハーメルンという街で 130人の子供達が失踪したという、どうやら事実らしき話に様々な尾ひ

れがついてできた伝説のようです。それによるとネズミに悩まされていたハーメルンの街に色とりどりの服を着た男が

現れ、ネズミ退治を買って出るのです。住民は報酬を約束します。男が笛を吹くと町中のネズミが集まり、男がそれを

引き連れて川に入って溺死させます。しかし、住民が報酬の約束を反故にしたため、怒った男は今度は町中の子供を引

き連れ処刑場のあたりで忽然と姿を消してしまうのです。

　この話はある程度事実に基づいていると考えられており、これまで様々な説が立てられてきました。少年十字軍、東

方植民、近隣勢力との戦争で若者が死んだためなどです。しかし、初めから子供達が失踪したこととネズミが関連して

いたわけではなく、最も古い記録では単に子供が失踪したことが伝えられているのみです。

応用問題

Kolumne コラム

夏に開催される市民劇

ハーメルンで見られる
ネズミをモチーフにし
た飾り
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LEKTION

3

ドイツを知るために、次のホームページを活用してみましょう。

ここではドイツのアウトバーンについて紹介されています。

はじめに

　日本の高速道路では多くの区間が制限速度（Geschwindigkeitsbegrenzung）100kmとなっていますが、ドイツの

高速道路アウトバーン（Autobahn）では、速度が無制限であることから100km以上の速度で走っている車が多く見受

けられます。とはいえ、制限速度を設けている区間もあり、その割合は近年増えてきています。また、近年の交通量増

加に伴う混雑により、昔ほど速度は出せないようです。そして、アウトバーンは原則として無料ですが、その分自動車

税や燃料税に課税されており、これらの税金がアウトバーンの維持費に充てられています。アウトバーンには、サービ

スエリアやパーキングエリアも随所に設置されており、快適な長距離走行ができます。ちなみに、サービスエリアのト

イレは日本と違って有料ですが、その代わりに使用後はサービスエリア内での食事や買い物に使えるチケットがもらえ

ます。

課　題

　日本で見られる自動車は様々ですが、みなさんはベンツ（Mercedes-Benz）、BMW（Bayerische Motoren 

Werke）、アウディ（Audi）、ポルシェ（Porsche）、フォルクスヴァーゲン（Volkswagen）などの自動車メーカーの

名前を一度は耳にしたことがあると思います。実は、上記の自動車メーカーはすべてドイツ車です。ドイツ車は世界的

に有名なものばかりであることからわかるように、ドイツでは自動車産業が重要な役

割を担っています。

　さて、世界トップクラスのシェア数を誇るドイツの自動車メーカーですが、自動車

産業の始まりは一体どのようなものであり、その後どのように発展し、今日自動車大

国と呼ばれるようになったのでしょうか。調べてみましょう。

Auto

自動車大国ドイツ

https://text.asahipress.com/free/german/4Jahreszeiten/video/mov_11_traffic_03_Autobahn.html

Einführng


