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ABSTRAK 

 

Dimas Arvian Julyanda. 2022. Ekranasi komik Hadashi no Gen (1973) ke dalam animasi 
Hadashi no Gen (1983) (kajian sastra bandingan). Skripsi, Pendidikan Bahasa Jepang UNJ, 
Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tiga bentuk perubahan ekranasi dalam teori 
Eneste yang terjadi pada ekranisasi komik Hadashi no Gen (1973) ke dalam animasi Hadashi 
no Gen (1983). Penelitian ini menggunakan objek berupa komik Hadashi no Gen (1973) karya 
Keiji Nakazawa dan animasi Hadashi no Gen (1983) karya Mori Masaki yang dikaji dengan 
kajian sastra bandingan. Peneliti menggunakan metode simak-catat untuk mengumpulkan data 
dari objek penelitian yang ada, kemudian penulis menginterpretasikannya dengan teknik 
deskriptif analisis dan menganalisa dengan teori tiga perubahan ekranasi Eneste. Selanjutnya, 
berdasarkan hasil analisis ditemukan berbagai implikasi dari ketiga teori dalam ekranisasi yang 
dilakukan Mori Masaki terhadap karya Keiji Nakazawa. Pengurangan, penambahan dan variasi 
adegan dengan berbagai teknik ekranasinya dilakukan Mori untuk memperoleh rangkaian plot 
dan pesan cerita sesuai yang Mori ingin sampaikan. Selain itu Mori juga memanfaatkan ketiga 
perubahan ekranasi ini untuk menghindari berbagai pelanggaran kode etik dan kon troversi 
lainnya dalam proses ekranisasinya. Kemudian dalam analisisnya, peneliti juga menemukan 
bahwa terdapat perbedaan pesan yang ingin disampaikan Mori dan Keiji dalam masing-
masiing karyanya. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa banyak unsur dalam kedua 
karya tersebut yang mengambil refrensi dari fakta dan realita. 

Kata Kunci: Ekranasi; Adaptasi Sastra; Eneste; Sastra Bandingan; Hadashi no Gen
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概要 

A. はじめに 

  イデアを表現する必要に応じて 、文学作家は文学に革新と創造を続ま

す。フレーズから文章に至るまで、さまざまなメディアに応用できる。 それ

らの一つは白い画面 (フィルム) のメディアにある。 白い画面では、二つの

元に基づいて文学作品を作成できる。 独創的なアイデアまたは適応。 白い

画面の適応自体は、基本的なメディア能力によって制限されている作品で物

語を生き生きとさせるために、多くの文学作家によって必要とされている。 

  文学作品を白い画面に適応させることをエクラニゼション

（Ecranisation）と呼ぶ。 エクラニゼションは、白い画面のメディアで文学作

品を視覚化または具現化して、より生き生きと観客に簡単で受け入れられる

プロセスである。 

  そのプロセスで、文学作品のエクラにぜションにはフィルムでさまざ

まな変更が発生する。これは、様々な生産制限、適格レベル、想像力とアダ

プターの作成、およびその他には様々な原因によるものである。 

  大まかに言えば、エネステは発生するさまざまな変化を、減算、加

算、減算の 3 種類の拡張変化に分類される。 この分類には、シーン、キャラ

クター、設定、異なる方法で提示できる 2 つの作品の道徳的メッセージへの

視点など、ストーリーの本質的な要素のさまざまな変更が含まれる。 クリエ

イティブな変更を行う際のサポートとして、さまざまなフィルム技法を使用

することもできる。 

  人気とそれが伝えるキャンペーンで成功しているエクラニゼション作

品として、映画「はだしのげん」も確かにそのエクラン化の中でさまざまな

エクラニゼションの変化を経験している。 コミックが適格性の限界に達して

いる中、研究者は、アダプターとしてのモリが、全国テレビや大画面で放映

できる波動の幻のドラマチックな雰囲気をどのように維持しているかに興味

を持っている。 

  そして、漫画「はだしのゲン」（昭和 48）からアニメ「はだしのゲ

ン」（昭和 58）への拡大に伴うさまざまなエクラン変化を分析することが研
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究者にとって急務となっている。 

 

B. 問題提供。 

 中沢啓治の「はだしのゲン」（昭和 48）のコミックから真崎守の「は

だしのゲン」（昭和 58）のアニメーションへのエクラにぜション過程で発生

する、エネステ理論（足し算、引き算、変化）による拡張変化の結果はどう

になるか？ 

 

C. 研究法  

 研究者は、データ収集のためにリスニングとメモを取る技術の方法を

使用する。 研究者は、漫画「はだしのゲン」（昭和 48）とアニメ映画「は

だしのゲン」（昭和 58）を主要なデータとしてメモしました。 

 その後、研究者はデータ分析法、すなわち記述的分析も使用した。 こ

の場合、著者は、二つの研究対象についてのメモ取り手法から得られたデー

タを記述し、その後、分析の基礎として比較文学理論を用いた記述的分析手

法を使用してそれを解釈する。二つの研究対象のエクラにぜション過程で発

生する三種類の変化結果で分析結果を取得する。 

 

D. 研究結果と分析  

 テーブル 4.2 分析 

No 研究結果 漫画に申し込み アニメに申し込み 

一 使用するエクラネ
ーション技術は： 
a. シーンの削除 
 
 
 
b. キャラクターの
削減 
 
 
c. シーンの追加 
 
 
 

 
 
1. カミカゼ訓練キャンプ  
2. 夏江を助けるシーン 
3. 栄子が虐められるシーン 
 
b. 夏江、浩二、昭、 栄子の
先生方、花田、大堂少佐と大
河原。 
 
c. - 
 
 
 

 
 
a. - 
 
 
 
b. - 
 
 
 
c. 新たな競合があるプロッ
ト: 飢餓と貧困のプロット、
ゲンとシンジが魚を盗むシー
ン、と元が進次に誓った約束



 

vi 

 

 
d. 競合のバリエー
ション 
 
 
 
 
e. 背景のバリエー
ション 
 
 
 
f. シーンの簡略化 
 
 
 
 
 
 
 
g. 最新のフィルム
技術 

 
d. 爆撃前： 
虐めと差別 
爆撃後： 
エバの街に引っ越そうとして
いるシーン 
 
e. 漫画で元とリュウタが仕事
を探して、政二さんを手伝う
シーンは、エバの街で行われ
る。 
 
f. 漫画では火事のシーンが傷
をはっきりと描写しており、
元が彼の家族が火に食われて
いるのをはっきり見られた。 
 
 
 
 
g. - 
 

を果たすシーン、 
d. 爆撃前： 
飢餓と貧困 
爆撃後： 
友子が死んだシーン 
 
 
e. アニメで元とリュウタが仕
事を探して、政二さんを手伝
うシーンは、広島の街で行わ
れる。 
 
f. 漫画と違って、アニメでは
そのシーンが同じ雰囲気が感
じたが、シーンが簡略化でよ
り軽く描かれている。彼の家
族死のシーンが画面全体を覆
い、シーンを閉じる火で簡略
化されている。 
 
g. 最新のフィルム技術は広島
市を飛び回るアメリカの飛行
機のシーンと広島への原爆投
下のシーンで使われている。 

二 「はだしのゲン」
で使われた戦争の
事実： 
a. 被爆者の苦難と
悲しみ 
 
 
 
 
 
b. 政府の宣伝宣伝
と非国民の差別。 
 
c. 戦争のせいで苦
難 
 
 
d. カミカゼ死の部
隊 
 
e. 広島の空に脅迫
をするアメリカの
飛行機 
 

 
 
 
a. 漫画で：火事のシーン、 立
ち退くのシーン、 夏江を助け
るシーン、 保健所のシーン、 
元が米を貰えるために子ども
たちを騙すシーン、そして、
エバの様々なシーンである。 
  
b. 爆撃前の主な競合。 
 
 
c.  – 
 
 
d. カミカゼのトレーニングキ
ャンプ。 
 
e. 漫画のオープニングシーン
としてバンカーに避難するシ
ーン。 
 
f. 広島の爆撃シーンは白黒で
描かれており、あまり効果を

 
 
 
a.アニメで：火事のシーン、 
立ち退くのシーン、米を探す
シーン、元とリュたが政二さ
んに働けるシーン、と友子が
死んだシーン。 
 
 
b. - 
 
 
c. 爆撃前の主な競合。 
 
 
d. - 
 
 
e.  アニメのオープニングシ
ーンとしてバンカーに避難す
るシーン。 
 
f. 広島の爆撃シーンは、アニ
メーションでスローモーショ
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f. 広島市を壊滅させ
た爆撃の悲劇 

使用していません。 
 

ン技法やその他の撮影技法を
使用して、非常に劇的に描か
れています。 

 

「はだしのゲン」コミックエクラネーション（昭和 48）から「はだしのゲン

アニメーション（昭和 58）までの分析結果に基づいて、以下の結論が導き出

された。 

1.  エネステのエクラニゼションのミつの変化理論をコミック「はだしのゲ

ン」（昭和 58）からアニメーション「はだしのゲン」（昭和 58）への「は

だしのゲン」の含意。 

 真崎守は、彼のエクラネーションで、エネステのミつ変化理論をさま

ざまな一連のアニメーションプロットに適用する。減算、加算、減算はすべ

てモリがさまざまなテクニックで利用し、モリが望むものに応じて一連のプ

ロットとストーリーメッセージを取得する。これらのさまざまなエクラネー

ション技術には、シーンの削除、キャラクターの削減、シーンの追加、対立

のバリエーション、背景のバリエーション、シーンの簡略化、広島の真ん中

に爆弾が投下されたときの恐ろしい雰囲気を表現するための最新のフィルム

技術の使用が含まれる。 

  モリはまた、エネステの理論におけるミつのエクラネーション変更を

利用して、倫理規定のさまざまな違反や、ケイジのプロットを適応させると

きに発生する可能性のあるその他のさまざまな問題を回避する。 

 

2. 各作品における道徳的メッセージの違い  

  コンテキスト的から見ると、ケイジは漫画で「広島の人々は被爆者に

残酷であり、日本社会は被爆者に差別的であり、政府は戦争に非常に夢中で

す」と彼が提起するさまざまな社会的葛藤はプロットで伝えたいようであ

る。モリ自身がアニメーションで、戦争の結果として広島の人々がどのよう

に苦しみと悲しみを経験したかを、爆撃の前後に生き残ろうとするなかざわ

家の闘争に焦点を当てた一連の計画で示したいようでした。 
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3. 事実と現実からの参照を取る 

 被爆者の証言とジャーナルを参考にして、彼らは二つの作品物語の対

立を親密に感じさせ、聴衆から共感を引き出しする。 また、反戦・反核兵器

キャンペーン運動として、被爆者の実情を反映した作品であり、キャンペー

ンのメッセージとの関連性がある。 

E. 終わりに 

 この研究では、エクラネーションのミつの変化に関するエネステの理

論が、コミック「はだしのゲン」（昭和４８）からアニメーション「はだし

のゲン」（昭和５８）への拡張に適用されていると結論付けることができ

る。 これらの変更に伴い、モリマサキと彼のチームは、アニメ化された「は

だしのゲン」（昭和５８）にさまざまなストーリー要素を追加、削減、変更

して、伝達されるメッセージに合わせ、それを表示する資格がある。 

  さまざまなエクラネーション技術や映画技術を駆使して、より生き生

きとした観客に近い「はだしのげん」の作品を上映している。「はだしのゲ

ン」（昭和５８）のアニメストーリーで、観客の共感を呼び、メッセージを

伝えやすくするため。 特に、反戦・核兵器使用のメッセージは、広島の人々

や日本政府によって今も健在である。



 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

  Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta ridho-Nya 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Ekranasi Komik Hadashi no Gen 
(1973) ke dalam Animasi Hadashi no Gen (1983) (Kajian Sastra Bandingan)". 

 
  Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
dan masih terdapat banyak sekali data yang dapat digali dari tema Ekranasi ini. Hal itu 

disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam mengeksplor, 
mengolah dan juga menginterpretasikan berbagai data yang ada. Namun, peneliti telah 

berusaha keras untuk menyelesaikan penelitian dengan tema baru di jurusan 
pendidikan bahasa Jepang UNJ ini dengan segenap bantuan yang diberikan berbagai 
pihak kepada peneliti.  

 
  Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas 

peran dan dukungan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, 
bimbingan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu diantaranya: 
 

1. Ibu Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni  
  Universitas Negeri Jakarta. 

2. Ibu Dr. Nur Saadah Fitri Asih, M. Pd. selaku Ketua Program Studi  
  Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta yang telah  
  memberikan dukungan dan kelancaran kepengurusan pemberkasan peneliti. 

3. Ibu Tia Ristiawati, M. Hum. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing  
  akademik yang selalu membimbing peneliti dengan baik, semangat, tenang  

  dan mendengar berbagai keluh kesah peneliti serta selalu memberikan  
  solusi di setiap masalah yang dihadapi peneliti, baik selama perkuliahan  
  maupun dalam penelitian kali ini.  

4. Ibu Dr. Cut Erra Rismorlita, M. Si. selaku dosen pembimbing II yang  
  membimbing peneliti dengan sabar, pengertian, memberi arahan yang baik  

  pada segala kondisi, dan dapat memberikan jalan tengah terhadap suatu  
  masalah dalam penelitian ini.  
5. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa  

  dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan dukungan dan  
  saran, serta ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, baik selama berkuliah  

  maupun dalam penyusunan penelitian ini. 
6. Ibu, Ayah dan adik-adik tercinta yang selalu sabar, memberikan semangat  
  dan doa, serta dukungan kepada peneliti melaksanakan penelitian. 

7. Aurora Dyah dan keluarga yang selalu menjadi support system dan  
  mendukung segala kebutuhan peneliti selama mengerjakan penelitian.  

  Terima kasih karena selalu hadir dikala peneliti ingin berkeluh kesah,  
  memerlukan bantuan, ataupun sekedar bertukar pikiran. 



 

x 

 

8. Adith, Galang, Reza, Oji, Firly, Kak Haries, Irsyad, Alda, Mase, dan Rifqi  

  yang telah menemani peneliti melepas stres, berkeluh kesah dan menjaga  
  kewarasan dalam mengerjakan penelitian di kala pandemi ini.  
9. Caniya, Aziz, Resti, Budiman, Lufi, dan teman-teman lainnya yang selalu  

  berbagi keluh kesah dan membersamai peneliti baik dalam penyusunan  
  maupun pemberkasan hingga peneliti sampai pada titik ini.  

10. Seluruh Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan  
  Seni Universitas Negeri Jakarta, senpai, kouhai, dan khususnya teman-teman  
  angkatan 2016, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya. 

11. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah  
  membantu kelancaran studi dan penelitian ini baik secara langsung maupun  

  tidak langsung. 

  Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, 
dengan niat yang kuat, motivasi, bantuan dan dukungan yang peneliti dapatkan dari 
berbagai pihak membuat skripsi ini dapat terselesaikan dan layak untuk diterbitkan. 

Meskipun begitu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang akan sangat 
membantu untuk kemajuan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini. 

 
         Peneliti 
 

 
         Dimas Arvian Julyanda



 

xi 

 

 

  



 

xii 

 

  

LEMBAR PERNYATAAN 

Skripsi ini diajukan oleh  

Nama   : Dimas Arvian Julyanda 

No. Registrasi  : 2915162895 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Jepang 

Fakultas  : Bahasa dan Seni 

Judul Skripsi  : EKRANASI KOMIK Hadashi no Gen (1973) KE  

    DALAM ANIMASI Hadashi no Gen (1986) 

 

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya 
mengutip dari karya orang, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat. 

 

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya. 

 

 

Jakarta, 15 Februari 2022 

 

 

Dimas Arvian Julyanda 

NIM. 29151628951 

 

 



 

xiii 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

UPT PERPUSTAKAAN 

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220 

Telepon/Faksimili: 021-4894221 
Laman: lib.unj.ac.id 

 
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama :  DIMAS ARVIAN JULYANDA  

NIM :  2915162895 

Fakultas/Prodi       :  Bahasa dan Seni / Pendidikan Bahasa Jepang 
 

Alamat email        :  dimasarvianjulianda@gmail.com 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT 
Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: 

 

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (… ....................................... )

yang berjudul : 

 

 Ekranasi Komik Hadashi no Gen (1973) ke dalam Animasi Hadashi no Gen (1983)  

(Kajian Sastra Bandingan) 

 
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 
berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data 

(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau 
media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang 

bersangkutan. 
 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan 
Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak 
Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

                 Jakarta, 15 Februari 2022 
Penulis 

 

 

(Dimas Arvian Julyanda) 


