
親 族 語嚢 に 見 ら れ る 待 遇意識

現代日中両語 の 対照研究 か ら

陳 露

は じ め に

人間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 行動 は様々 で あり､ 言語的なもの
､ そ れ に 付随 し て 現わ れ る

もの
､ そ して ､ 非言語的な もの な どが共存 して い る こ とが多 い

｡ 言語面 か ら見れ ば ､ 話 し

手 と聞き手 ､ そ して 伝達 内容さ え 揃え ば ､
コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が 可能 に な るが ､ 人 と人 と

の 複雑な 関係が必 ず絡 ん で い る ため ､ そ れ を無視して コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン を行 な う こ と ば

不可能 で あろ う o 話 し手 と聞き手､ 話 し手 ( ま た は相手) と 話題 の 人物と い っ た ､ 人間関

係 に よ る な ん らか の 影響 が ､ 当然見 られ る こ と が想像さ れる ｡ ま た ､ 伝え られ る 話題 や ､

そ の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン が行 な わ れる 周囲 の 状況 に つ い て の 配慮 も､ 人間の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を 大きく 左右する こ と と思わ れ る o 従 っ て 話 し手 が ､ そ れ らを 自分 に 対 して 上下 ､

尊卑 ､ 対 等 な ど､ そ の 位 置関係 の い ずれ に見 なすか ､ つ まり どの よ うな待遇意識が 働 い て

い る か が言 語形式 を決定する もの で あ ると言 えよ う｡

社会 で の 人 間関係 の 処置法､ 把握法 に よ っ て待遇表現 の形 式 は異 な る ｡ 言語 環境､ 言語

構造 ､ 人間 の 社会的関係と い っ た言語 の 文化的背景 の 相遠 か ら､ 言語表現 の 違 い が生 ま れ

る と考え ら れ る ｡

そ の 待遇 意識が 文化的背景 の 異 な っ た 日中両語 に お い て ､ どの ように 現 われ ､ ま た そ れ

は い か な る形 で 言語形式に 影響 して い るか を ､ 親族語嚢に 視点を当て ､ 現代 日 中両語 の 対

照研究を通 して 考察 して み た い ｡

鴻族語嚢を含 め た呼称形式 は､ 集団の 中の 人間関係 を象徴し､ 人 々 の 対人意識を 反映す

る もの で あ り ､ ある 文化様式を規定する要素の 中で ､ 最 も重要 な もの の -

つ で ある と思 わ

れる o そ れ に 対する著書 や論文 に は､ 鈴木孝夫氏 ､ 日 向茂男氏 ､ 輿水優氏､ 木村英樹氏 ､l

蘇徳昌氏 ､ 董将星氏 ､ 彰国躍民 ら の もの が挙 げられ る ｡ こ れら の 文献 中に ､ 日 中両語 を比

較 して 呼称 の 問題 を論じ たもの がある が ､ 話 し手と 聞き手､ 話題人物間 で の 社会的関係 を

示す ｢ 同志 ､ 大 -

､ 小 -

､ 老 -

､ さん ､ ち ゃ ん+ 等の 形態素や ｢ 家庭 ､ 職場+ 等使用さ れ

る場面を取り上 げた種類と用法 ､ その 相違を考察する も の が多か っ た 0

本稿で は ､ 待遇意識の 視点か ら現代 日中両語 の 槻族語嚢を取 り上 げ､ そ の 体系 ､ 実態 を

明らか に した い
o 親族語嚢の 仕組みが どの よう に な っ て いゃか､ そ の仕組み を支配 して い

る意識は ど の ような もの で ある か を､ 日中両語 の 戟族語嚢体系 の 中で ､ そ れ らを対照さ せ

な が ら､ 具 体的に 考察し て み る こ と に する ｡

研究方法 と して は ､ 待遇意識が親族語嚢に どう反 映さ れ るか に焦点をあて ､ 親族語嚢の

体系 の 成立 を支配 して い る そ の 意識を､ 文化的社会 的背景 に 関連 させなが ら､ 先行研究 を

もと に 内省法を加え て 考察する ｡ さ ら に客観性を求 める た め に ､

･

報族関 係体系表 の 作成及

び用例 は､ 中国語 ､ 日本語 それ ぞ れ に お い て 若干名 の 方々 に確認 した もの を使周する ｡
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第 一 音 : 現代日 中丙語 の 言語表現 と待遇意識

( -

) 待遇意識 と表現 の 言語形式

社会生活 の 中で ､ 我々 は円滑な コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の た め に 話 し手 は聞き手 へ の 心 配り

を大切 に して い る o 我 々 が 言語 を使 っ て 対話 を行 なう場合 ､ 無意識的 に そ の 人 と の 位 置関

係を判 断 して 言葉遣 い を選 ぶ o
っ ま り ､ 相手の こ とを どう称 す べ きか ､ どう待遇す べ きか

は､ 対人関係を考慮 した上 で の 表現の しか た を 決定 する ｡

表 現 の 様式を大 きく左右 する待遇度 を決 め る要素と し て ､ 年齢､ 性別 ､ 地位 ､ 階層 ､ 場

所 な どに おけ る ｢ 目上 ･ 日下+ ､ ｢ 内 ･ 外+ ､ ｢ 親 ･ 疎+ ､ ｢ 尊 ･ 卑+ な ど様 々 な尺度が 挙 げ ら

れ る o それ ぞ れ の 尺度 で 測 られ た相手 と の ｢ 距 離+ で ､ 待遇度 を決 め る も の で ある と 考え

られ る ｡

異文化社会 の 問に おい て は､ 文化の 背景 の 相違か ら待遇 意識 の 差異 が 生 じた結果 ､

の 表現形 式の違 い が生 ま れ る と思 われ る ｡

書 誌
Eコ ロE )

日本語 に お い て は､ 対 聞き手意識 は相手 を どの 程度 の 関係 と して 待遇 する か と い う点 が

最 も畢要 な 問題 と な る た め に ､ 語嚢選択 や表現形式 の 選択 に 強く影響 し て い
,

る ○ 話 し手 と

聞き手 と の 位置づ け､ 使う べ き敬意表現 の レ ベ ル の判 断､ 年齢､ 社会的地位 ､ 内外､ 頼疎

関係 ､ 公的場所 と 私的場所 な ど に 対応する 表現法 に よ り言語形式 が左右 さ れ る ｡
こ の よ う

に 対聞 き手意識と 日本語 の 独特な文構成 の もと で ､ 日本語 の 待遇表現体系 の 成立が 可能 に

な っ た の で あ る と言え よう ｡

中国語 に お い て は特に ､ 現代中国 ( 1 9 4 9 年以降) に お い て 身分の 上下 ､ 尊卑関 係 か

ら平等 的連帯関係 へ と い う､

-
人 間の 社 会的関係 の 変化が 言語表現 に も影響 を与 え ､ 敬語 の

破壊 に ま で 及 ん だ と言 わ れ て い た o しか し現代 中国語 の言語形式 に は､ 対等意識が 強く働

き なが らも ､ 尊卑意識が ま っ たく反映さ れ て い な い と い う わ けで はな い
｡

( ニ) 現代日中両語 の 言語形式 と待遇意識

日本語 の 待遇 意識は､ 形式 の 整 っ た敬語 に 表わさ れて い る ○ 待遇表 熟 こ は尊卑表現 を 中
JLりこ

､ 尊敬表現 ､ 対等表 乳 軽卑表 乳 疎遠 表現 ､ 親愛表現 な ど の 種類に 分 けられ る ｡ 待
遇意識 は名前や 名称 な どの 指示対象と他者尊敬 や 自己謙譲等 ､ 待遇的意 味を決めれ ば ､ 言

語構造 の 中で 記号化さ れ た特定 の 形態 を使用 し て 表現 さ れ る o そ の 特定 の 形式 に は､ 井 出

祥子 氏 ､ 彰国躍氏 (199 4) が ま と
■
あた よう に ､ 尊敬語 ､ 謙譲語 と 丁 寧語 が あ り ､ 尊 敬語 に

は①語 嚢形 態に基 づく ｢ お っ し ゃ
､
る+ ､ ｢ 召 し上 が る+ な ど､ ②接頭語や 接尾語 が っ く ｢ お

～

､ ご -

､

- さ ま ､
- さ ん+ な ど､ ③文法構造 に 基づく ｢ お - に なる+ ､ ｢ - ら れる+ な ど

の 形式 ､ 謙譲語 に は①語嚢形態 に 基 づく ｢ 参 る+ ､ ｢ 存 じ る+ な ど ､ ②文 法構造 に 基 づ く

｢ お - す る+ な ど の 形式､ 丁寧語 に は ｢ で す+ ､ ｢ ま す+ ､ ｢ で ござ い ま す+ の よ う な 形式 を
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持っ て い る ｡
こ の よう に 尊敬語 と謙譲語が ､ 表環素材間の 人間関係を､ 丁寧語が 話し手と

聞き手 と の 人 間関係 を表現する よう に ､ 人間関係 は特定の 言語形式に よ っ て 記号化さ れ ､

表萌 さ れ る ｡

中国語 の 場合 は日本語 の よう に ､ 特定 の 形態をも っ て 待遇的 な機能 を果 たす こ とが で き

な い ｡ 文法 的に より ､ 語 嚢的に 表 わ され る も の が 多 い ｡ こ れ に 関 して は輿水優氏 ( 19 7 7 ) ､

木村英樹氏 (19 8 7) に 詳 し い 指摘 がある ｡ ①語童形態 に基 づ く もの ､ 例 え ば 対者 尊敬 の 動

詞 ｢ 光臨+ ､ ｢ 賜教+ や 自己謙遜 の 動詞 ｢ 拝訪+ な ど､ ②接辞的な要素 が付加 し た もの ､ 例

え ば､ 限 ら れ た 一

部 の 動詞 に ｢ 賞 -

､ 拝 -

､ 奉 -

､ 敢 - + な ど､ 名詞 に ｢ 尊 ､ 貴､ 高 ､ 上 ､

大 ､ 敵､ 卑､ 賎+ な どが っ い た タイ プがあ るが ､ こ れ ら の 表現 は､ 敬語使用の コ ン テ ク ス

ト を離 れ れ ば ､ 敬語と して の 機能的意味を失 っ て しま う ｡ ③人称 ､ 呼称等 ｡ しか し親族 呼

称 の 場合 は､ ｢ お兄さ ん+ の よう に 日本語の 親族呼称 が なん らか の 敬 語 の 敬称 形 式 で あ る

の に 対し て ､ 中国語の そ れ は､ 敬語 で ある こ と の 特定 の 形態的 な記号 を もたな い
｡ ④社 交

用語 ､ お ざなり の 挨拶語 な どが あ る ｡ 現代 中国語の もう 一

つ の 敬語 的特徴 と言 え ば ､ そ れ

は呼称 の 問題が 待遇表現 の 中に 大 き な比重 を 占めて い る こ と で ある ｡ 現代 中国語で は ､ 人

の 呼 び方を除き ､ 言語 的 に敬意 を表わすもの に 乏 し い と言え よう ｡

( 三) 待遇意識 と親族語 憂と の 関わり

す で に 述 べ た よ う に ､ 相手 に 対する 待遇度 の 現わ れ方 は､ 呼称 の 問題 に 深く関 わ っ て い

る ｡ 中国語 の 場合 ､ 敬意表現 な ど対人意識が多く 呼称 に 反映さ れ る の は事実で あ る ｡ 日本

語 の 場合 も､ 柏手を どう称す るか はそ の 人 に 対 して 使 用さ れ る ､ 言語形式 を決 め る もの で

ある か ら ､. 決し て 無視 さ れ て は な らな い
｡

相手 に 言 い 及ん だ り､ 呼びか け たりする場合､ 日本語 で は ､ 人称代名詞 ､ 名前 ､ 朝族呼

称 ､ 地 位名称 ､ 職業名称 な ど様 々 な言い方が考察さ れ る ｡ 呼 び方 の 原則 に つ い て は ､ 鈴木

孝夫氏 は ､ 親族 間で の 呼 び方を 土台 に考察 し た｡ ( 『こ と ば と文化』 岩波書店､ 昭和48 年

『こ と ばと 社会』 中央公論社 ､ 昭和50 年) ｢ 目上 ･ 目下+ と い う基準に そ の 原則を見い だ し､

さ ら に こ の 親族 間で の 呼 び方の 原則が社会的場面 に も拡張 して 当て はめる こ と が で き る と

指摘 し て い る ｡

中国語 の 場 合 は親族名称 の 体系 に上下尊卑 ､ 内外槻疎 意識が は っ きり反映さ れ て お り､

そ の 原則 は 日本語 と 同様 に 社会的場面 に も拡張して ､ さ ら にそ の用法は日本語以上 に広が っ

て い る よう に 見え る ｡ そ こか らまず､ 頼族名称 の 仕組み と ､ 待遇意識とめ 関連 を 明らか に

する必要 が 生まれ て く る ｡ そ れ に つ い て ､ 次章か ら具体的 に 見て い く こ と にす る ｡
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第 二 章｢: 現代 日中雨語 の 親族語義 と待遇意識

(
-

) 定義の 確定 と待遇意識 の 尺度

1 . 親族 ､ 親 族語嚢 ､ 鶴族名称 ､ 親族 呼称

『日本国語大辞典』 に よれ ば ､ 親族 と は ｢ 同
一

の 血縁及 び姻 戚関係 に あ る もの の 総称 ､

額類や縁者+ で あ る o 親族 は血縁､ 婚姻関係 に よる人間 の 組み合 わ せ で あり､ 夫婦 ､ 頼子

を中核と する家族と そ の 戟類を含め て い る こ と が 明 らか に な っ て い る 0

日本の 民法に よれ ば ､ 六親等内の 血族､ 配偶者及 び三 親等内 の 姻族 を親族と い う ｡ 中国

の場合は､ 本人 を基点 に し て ､ 上下 の 四 代を含 めた父 系 の 血族及 びそ の 配偶者 らが構成 す

る も の は近鵜と言 う o こ れ以 外の 傍系及 び子孫 は同族 と言 い
､ 本人 の 玄孫以下 の 傍系 は類

族 と認 め な い o い わゆ る ｢ 四世 同堂+ ､ ｢ 五 世同堂+ は ､ こ の 父系 の 家族制 の 反映 で あ
-
る ｡

親族語嚢と は親族関係 を表 わす語嚢 の 総称 で ある o こ の うち､ 父 ､ 母 ､ お じ な どを言 及

する 時 に 剛 ､ る も の は親族名 称 と言 い
､ 当人に 向か っ て そ の 人 を直接呼 びか ける 時に 伺 い

る も の を親族 呼称 と 呼ぶ ｡

2
. 待遇意識 の 尺度

こ こ で ､ 親族 関係 は 次 の 側面か らみ る こ とが で きる o

一

つ は､ 配偶者以外 の 親族を本 人

の 世代 を基準と し た ､ そ の 前後 関係を ｢ 尊属 ｡ 卑属+ ､ ｢ 目上 ｡ 目下+ と い う意味的概念 で

ある ｡

一

つ は配偶者以外 の 親族 の 系譜 関係 が ､ 直通か 否か に よ る . ｢ 直系 ･ 傍系+ と い う側

面 か ら ｢ 栽 ･ 疎+ ､ ｢ 内 ･ 外+ と い う意味的概念 で ある o 『日本国語 大辞典』 に よ れ ば ､ 目

上 と は ｢ 自分 より地位､ 階級 ､ 年齢な どが上 で ある こ と ､ ま た ､ そ の 人｡ 或 い は ､ 親族 関

係 で 自分 より身分が上 で ある人 o 目下 に対 して い う o+ と解釈 さ れ て い る ｡ 言 い 換 え れ ば ､

親族関係に おい て の 目上 と は､ 自分 より上 の 世代 に 属する もの ､ 自分と 同 じ世代の 者と の

間 で は､ 年齢が 上 の 者を指す言葉で あ る｡

( ニ) 現代 日本語 ､ 中国語 に お ばる親族関係

1 . 考察範囲

本稿 で は､ 現代 日 中両語 で ､ 祖父母 の 代 か ら孫 の 代ま で 合わせ て 五代 の 親族関係を表 で

表 わ し､ それを もと に ､ 日中両語 の 額族語嚢 の 仕組み､ そ して そ の 仕組み を支配 し て い る

意識を考察 して い く こ と に す る
｡
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2 . 現代 日 中両語 に お け る親族関係表

日本語 に お け る親族 関係表 :

△ ○

祖 祖

父

l i J

母

l
○

叔

母

‾

△

冨〒
母.

△ △

叔

父(

△ △ 0 0

従 兄 弟

符号の説明: 夫婦関係
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中国語 に お ける親族関係衰
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( 三) 親族語憂に見 られる待 遇意識 の 日 中比較

以下 ､ 自己を座標 と し､ 縦横の 軸に 沿 っ た ､ 具体的な言語的事実を考察し て いく
'

｡

1
. 性別意識

祖父母 の 代か ら見 て み る と ､ 日本語 の 場 合 は ､ 親の 親を ｢ 祖父 ､ 祖母+ ､ 戟の 兄弟 を

｢ おじ ､ お ば+ ､ 戟を ｢父 ､ 母+ ､ 兄弟 を ｢ 兄弟 ､ 姉妹+ ､ 子供を ｢ 息 子 ､ 娘+ ､ 兄弟 の 子 を

-
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｢ 甥 ､ 姪+ の よう に性別 に よ っ て 区別す る語嚢 が ある
｡ 中国語 の 場合 は ､ そ れ ぞ れ ｢ 祖父 ､

祖母+ ､ ｢ 伯/ 叔 / 異父 ､ 伯 / 叔/ 妖母+ ､ ｢ 父 ､ 母+ ､ ｢ 兄弟 ､ 姐 妹+ ､ ｢ 児子 ､ 女 児+ ､ ｢ 佳

千/ 外甥 ､ 僅女/ 外甥女+ の よう に ､ 日本語 と 同様さ=
_
性 別 に よ っ て 区別す る . しか し､

直系 の ｢ 子 の子+ ､ 傍系 の ｢ 親 の 兄弟の 子+ を表わす名称 に お い て は ､ 日本語 に は そ れ ぞ

れ ｢ 孫+ ､ ｢ 従兄弟+ と 一

語 だけ で あり ､ 性別 を入 れ て 表わ す言葉 が無 い が ､ 中国語 に はそ

れ ぞれ きちん と ｢ 孫子､ 孫女+ ､ ｢ 望 / 表兄弟､ 堂 / 表姐妹+ と分 けて 表わ すの で あ る ｡

中国語 に おける 男女意識が そ れ ほ ど強 い こ と は親族語嚢 に よく反映さ れ て い る と い え よ

う｡
それ ゆえ ｢ 男女有別+ ( 男女 の秩序を守る ベ し 注以外 は筆者訳 ､ 以下 同) ､ ｢ 嫁 出去 的

女児持出去的水+ (嫁 に行 っ た子 はよ そ 者) な ど､ 男女 の 序別 を歴然 と示 す言葉が多い ｡

2 . ｢ 内 ｡ 外+ 意識

(1) 中国語 の 場合 :

中国語 の 戟族名称 に お ける ｢ 内外意識+ に 関 して は､ 上野恵司氏 ( 19 9 7) に 詳 し い 指摘

が あ る ｡

従来 中国 の 家族制度 は ､ 男系 の 血縁関係 に 基 づく父系家族制 度で あ っ た ｡ 上野 氏に よ れ

ば ､ 父方は ｢ 内+ で ある の に対 して ､ 姻戚関係 に よ る つ なが りで あ る母方 の 親族 は母を 除

き ､ 全 て 外扱 い さ れ ると い う｡
こ の 父系家族制度の もと父方と母方に 分 けて 親族 関係 を表

わ す語嚢 は ､ 今 日 の 社会ま で そ の ま ま使 わ れ て い る ｡

例 え ば､ 家族 内の 最上位 の世代に ある祖父母で あ っ て も､ 母 の 両親は ｢ 外+ の 字を冠し､

｢ 外祖父 ､ 外祖母+ と い う名称が 用意さ れ ､ 父 の 両親で ある ｢ 祖父 ､ 祖母+ と 区別 さ れ て

い る ｡

親 の 兄弟 ､
つ ま りお じ､ おば の 場合､ 父方の お じは ｢ 伯/ 叔父+ ､ 母方 の お じ は ｢ 男父+

で あり､ 父方 の お ば は ｢ 姑母+ ､ 母方の お ば は ｢ 妖母+ と称 さ れ る ｡ 呼称 と し て も ､ 父方

の お じ は ｢ 伯伯/ 叔叔+ ､ 母方の お じ は ｢ 真勇+ で あり､ 父方の おば は ｢ 姑姑+ ､ 母方の お

ば は ｢ 妹婿+ と ､ そ れ ぞ れ区別を設けて 呼 び掛ける ｡ さ らに ､ こ こ に注意 す べ 畠こ と は､

父 の 兄弟､ つ ま り父方 の お じ に お い て は､ 父 より年が 上か下 か に よ っ て ､ ｢ 伯父+ ､ ｢ 叔父+

と名称 が異 な る が ､ 母方の おじ に お い て は､

一 律 に ｢男父+ と称する ｡ そ れ は父方 の兄 弟

は ｢ 内+ の 人 で ある の に 対 し､ 母方の 兄弟は ｢ 外+ の 人で あり ､ 父方に 準じ た区別 で あ ろ

うo おばの 場 合は父方､ 母方と も､ 親の 姉妹を問わず､ そ れぞれ ｢ 姑母+ ､ ｢ 妖 母+ 一 語 だ

けで ある ｡ そ れ はお そ らく ､ 父方の おば で あ っ て も､ 他家に 嫁 ぐもの で ある以 上 ､ 親族序

列 の 区別 は無 意味で ある か らで あろう｡

孫 の場合､ 息子 の 子 は ｢ 孫子 ､ 孫女+ と称さ れるが ､ 娘の 子 は ｢ 外+ を つ け て ｢ 外孫.､

外孫女+ と称 さ れる ｡

従兄弟 の 場合は､ ｢ 堂+ と ｢ 表+ を使 っ て ､ ｢ 内+ と ｢ 外+ を区別す る o ｢ 豊+ と は同族

の意 味で あり ､ 大 家族制 の もと で ｢ 内+ の 人と認 め られ る ｡ そ れ に 対し ､ ｢ 衰+ と･は姻戚
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関係 に よ る も の で あ り ､ ｢ 外+
■

の 人と 見 られ る ｡ 従 っ て ､ 父の 兄 弟 で あ る伯 父 ､ 叔父 の 子

に は ｢ 望兄/ 弟/ 姐/ 妹+ と い う名称 が あり､ 呼称 と して は ｢ 守/ 弟/ 姐/ 妹+ と 自分 の

兄弟 の よう に 呼ん で 内扱 い す る の に 対 し ､ 父 の 姉妹の 子 と ､ 母 の 兄弟姉 妹 の 子 に は ｢ 表見

/ 弟/ 姐/ 妹+ と い う名称 が あり ､ さ らに ､ 父 の 姉妹の 子 は ｢ 外表兄弟+ と ､ 母方の 兄弟

姉妹の 子 は ｢ 内裏兄弟+ と の よう に 峻別さ れ て い る ｡

兄弟姉妹の 子 の 場合は ､ ｢ 内+ と ｢ 外+ の 関係 は ｢ 僅+ と ｢ 甥+ を用 い て 峻別 す る ｡ 兄

弟 の 子 は ｢ 佳子 / 優 女+ と ､ 姉妹 の 子 は ｢ 外甥/ 外甥女+ とそ れ ぞれ 名称 が異 な る ｡

(2) 日本語 の 場合

日本語 に は中国語 の よ う に ､ 男系 で あ るか 女系 で あ るか に よ る ｢ 内+ と ｢ 外+ を 峻別す

る意識は働 い て い な い よう で ある ｡

父方の 祖父母 も､ 母方 の 祖父母 も ｢ 祖父 ､ 祖母+ と称する ｡

おじ ､ お ばの 場合 は ､ 父方 も母方も親 よ り年長 で ある か年少 で あ るか に よ り_ r 伯父/ 伯

母+ ､ ｢ 叔父/ 叔母+ と漢 語系 の 語嚢 で 区別す る だ け であり ､ 両方と も ｢ お じ ､ お ば+ と称

す る ｡

孫 の 場合 は ､ 区別 なく ｢ 孫+ を用 い る ｡

鎚兄弟 の 場合 も､ 父方 ､ 母 方か ､ 男 か 女か を問わ ず ､

一

律 に 十い と こ+ と称 され る o

兄弟姉妹 の子 の 場合 も､ 男女 を 区別 する た め に 用 い られ る ｢ 姪 ､ 甥+ 以外 は ､ 男系女 系

に よ る ｢ 内 ･ 外+ 意識は見 ら れ な い
｡

(3) 親族関係 を表 わ す合成 語

同世代 ､ 或 い は世代 を超 え た親族 間 の 組み 合わ せ を表わ す言葉 を取り上 げて見 て み よう｡

① A : 祖父母 と鵜

祖父母と親 と の 組み 合 わせ を示す言葉 は 日本語 に も中国語 に もない
0

B : 祖父母 と孫

祖父母と孫と の 組み合 わせ を表わ す言葉 は ､ 中国語 に は ｢ 祖孫/ 爺 孫 / 公孫+ ( 祖父 と

男孫)
一

語 があ る が ､ 日本語 に は見当 た らな い
｡

②子と孫

子 と孫と の 組み合わせ を表わす言葉 は 日本語 に も中国語 に も ｢ 子孫+ が あ る ｡ 然 し､ 日

中両語 は同様､ 子孫全 体の こ と を意味 して い る言葉と して 使用 さ れ て い る ｡

③鵜と子

瀬と子と の 組 み 合わせ を表わす言葉 は､ 日本語 に は ｢ 親子+ ､ ｢ 父子+ ､ ｢ 母子+ が あるが ､

中国語 に はな い ｡ 父 と長男 と の 組み合 わせ を表わ す言葉は ､ 中国語 に もな い が ､ 日本語 に

は ｢ 父兄+ が あり､ そ れ は 日本の 長男相続制 の 家族制度 の 現わ れ と も言 え る の で あ ろ う｡

④勅の兄弟同士 ､ 鶴の 兄弟 と を の子

親 の 兄弟 を表 わす言葉 は､ 中国語 に は ｢ 叔伯+ ( 父方の お じ同士) が ある が ､ 日本語 に は
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な い ｡

親の 兄弟 と そ の 子と の 組み 合わ せ を表 わ す言葉 は､ 中国語 に は ｢ 叔 倭+ ( 父方 の お じと

そ の 子 ､ 特 に 男 の 子) ､ ｢ 姑僅+ ( 父方の お ば と そ の 子 ､ 特 に男 の 子) ､ ｢ 男甥+ ( 母方 の お じ

と そ の子 ､ 特に男 の 子) が あ る が ､ 日本語 に は ない
｡

以上を合わ せ て 見る と ､ 日 中両語 と も､ 縦 の血縁 の 系譜関係の 継続 を大切 に す る こ と が

わか る ｡ さ ら に ､ 中国語 の 場合 は､ そ の 血縁 の つ な が りは ､ 男系 の 祖父 の 代か ら孫の 代 ま

で 追及さ れ る の で あ る ｡

中国語 の 場合 は､ 中国 の 親族 関係 も父系出自集団の よ う な性格を も っ て い る と考 え ら れ

る ｡
こ れ と異 な り､ 日本語 の 親族体系 は キ ン ド レ ッ ドと い う性格を持 っ 双系的頼族関係 で

ある ( 正岡寛司氏､
1 97 5) ｡ 日本語 の 親族関係 は､ 父系出自集団 で ある 同族 に 対 して ､ 親族 は 核家

族の 複合体 で あ る皆共通 の ｢ 家+ に 属する ｢ 内+ の 存在 で あり ､ そ れ ぞ れ ｢ お じ+ ､ ｢ おば+

な ど の 位 置に お か れ ､ 父方で あろう と ､ 母方 で あ ろ うと ､ こ れ以上詳 しく 区別す る必要 が

な い の で あ ろ う ｡ 敢え て ､ 狭 い 意味 で の 親族 内の 内外意識 と言え ば､ 長男相続制 の 家族制

の もと で ､ 長男 と そ の 配偶者 ､ 子供 を中核と す る核家族 の み は ｢ 内+ の 存在 と見 られ ､ そ

れ以外 の 親族 は父系 で あろう と ､ 母系 で あろ うと ､ 長男 の 核家族 に と っ て す べ て ｢ 外+ と

見 られ る も の で あ る と考え て もよか ろう｡

3 . 尊 ･ 卑意識

(1) 上位者 へ の 絶対尊敬

中国語 で は ､ 父方､ 母方を問わ ず､ 最上位 の 世代 の 長と そ の 配偶者 と し て ､ 最高 の 敬意

が払 われ る ｡ 呼称 と して は､ そ れ ぞ れ ｢ 爺爺 ､ 柵納+ ､ ｢ 外公､ 外婆+ と異 なる が ､ 親族 呼

称 で 呼 ば な けれ ばな らな い
｡

親の 兄弟 に 対 して も､ ｢ 伯父､ 叔母 ､ 男父 ､ 妹婿+ な ど父 系母系 を 問わず ､ 親族 呼称 で

呼び かける ｡

同世代 の 年上 の 兄弟 に 対 して は､ ｢ 苛+ ､ ｢ 姐+ の よう に戟族 呼称 で 呼 び ､ 年 上 の 従兄弟

に対 し て も ､ 男系女系を問 わず親族呼称 で 呼 ぶ ｡ 男系 の 従兄弟 で は ｢ 名前 ＋苛 ､ 名前＋姐+ ､

女系 の 従兄弟 は ｢ 表寄/ 名前 ＋ 表寄 ､ 表姐/ 名前 ＋ 表姐+ と呼 びか けて い る ｡

日本語 で も尊属 に あた る額族 に対 し て は ､ 親族 呼称 で 呼ぶ
｡ しか し､ 同世代 の 従兄弟 に

対し て は ､ ｢ 名前 ＋ さ ん / ち ゃ ん+ と呼 ぶ こ と が 多い よう で あ る ｡

(2) 目上 と 目下 の 原則

日本語の 親族関係 に つ い て ､ 詳しく研究なさ っ た鈴木孝夫氏 に よる と ､ 日本の 朝族の 対

人関係 に お い て ､

一 番基本と な る もの は目上と 目下と い う概念 で ある と述 べ て い る
? 目上

と目下 の 軸 に 従 っ て ､ 上 と下 で 異 な る用語を使用す る と い う非対称的な パ タ -

ンj)i
t

原則 と

な っ て い る と 指摘､ 次 の 図をも っ て ､ 頼族関係 の 原則 を説明 して い るら
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( 『ことばと社会』47 ペ ー ジより 中央公論社昭和50年)

鈴木氏の 考察 に よれ ば ､ 親族 内 の 呼称 に は ､ 次め ような 原則 があ る 0

① 目上 の 親族に 対 し て ､ 名前 だ け又 は人称代 名詞 を使 っ て 呼 びか ける こ と ば で きな い ｡

通例 親族名称 で 呼 ぶ ｡

②目下 の 親族 に対 して ､ 名前だ け又 は人称代名詞 を使 っ て 呼 びか ける こ と はで きる が ､

観族 名称 で 呼ぶ こ と はで きな い
｡

従 - て ､ 祖父母 ､ 親 ､ お じ ､ お ばな ど の 尊属及 び兄､ 姉 ､ 年上 の 従兄弟 な ど同世代 の 年

長者 ､ つ ま り 目上 の 親族 に 対 して ､ 親族 呼称 を 使用する が
､ 姪 ､ 甥 ､ 子 ､ 孫な どの 卑 属及

び弟 ､ 妹 ､ 年下 の 従兄弟 な ど同世代 の 年少者 ､ つ ま り目下 の 親族 に対 し て ､ 日本語 で は､

｢ 姪 ､ 息子､ 弟+ な ど親族名 称 で 呼 びか ける こ と は有り得 な い ｡

中国語 の 場合 は殆 ど こ れ に 当 て はま るが ､ 目下 の 兄弟 に も､ 親族名称 で 呼びか ける こ と

が で き る点 は日本語と 異 な っ て い る ｡ しか し､ こ の 場 合 は､ ｢ 大味 ､ 二 妹+ の よ う に 長幼

の 区別 をす る た め に 使周さ れ る こ と が 多 い
o 目下 に 対 し て は ､ 名前 の 呼 び 捨 て が 殆 ど で

あ る ｡

4
. 長幼 ･ 序列意識

(1) 親族語嚢に お古ナる長幼 を区別 する意識 は 日本語 に も中国語 に も見 られ る ｡

①親の 兄弟

中国語 で は､ 父 方の お じを 父 より年長 で あ るか 否か に より ｢ 伯父+ と ｢ 叔父+ と呼 び分

ける o ｢ 伯父+ 或 い は ｢ 叔父+ が 二 人以上 い る場合に は､ ｢ 大伯+ ､ ｢ 二 伯+ - -

､ ｢ 大叔+ ､

｢ 二 叔+ - - の よう に 区別 さ れる ｡

男系家族制の もと に ､ 父方の おばと母方の お じ､ お ば に は長幼 に よ り名称 を区別す る こ

と綾 な い が ､ 出射 掛こ従 っ て 長幼 を区別す る こ と は勿論 で あ る . こ の 場合 は､ 父方の お じ

と同様に ､ ｢ 大 - + ､ ｢ 二 - + を冠 し て 呼 び分 け る ほ か ､ 父又 は母 を基準 に し て
､ ｢ 大 - +

-
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｢ 小 - + と区別する こ と もあ る｡

日本語 で は ､ 父方 で あ るか母方 で ある か を問わず､ 両親より年上 で あるか 年下 で あ るか

に より ､ ｢ 伯父+ ｢ 叔父+ ､ ｢ 伯母+ ､ ｢ 叔母+ と区別 する た め の漢 語系の 語嚢が あ るが ､ 大 体

｢ お じ+ ､ ｢ お ば+ と いう ｡ お じ､ お ば同士 の 出生順 に 従 っ て 長幼を 区別 さ れ る こ と ばな い
｡

父 よ り年 下 の お じが 二 人以上 い る 場合 に ､ 区別 して い う な ら､ 日本語 で は ｢槙薮 に住 ん で

い るお じさ ん+ 等 と表現さ れ るが ､ 中国語 で は ｢ 住在横浜的二 叔+ ( 換藍に住ん で い る 父 よ り年 下の 二 番

目の おじさん) と具体的 に い う の が普通 で あ る｡

②兄弟 姉妹

兄 と弟 ､ 姉と妹 が区別さ れ る の は ､ 日本語 に お い て も同様 で あるが ､ 中国語 の ほう は長

幼を 区別す る意識 は兄弟姉妹同士 の 親族呼称 に も反映 して い る ｡ 兄弟が 二 人以上 い る場 合

は ､ ｢ 名前 ＋ 苛/ 姐/ 弟/ 妹+ 又 は ｢ 大寄+ ､ ｢ 二 苛+ ､ ｢ 大妹+ ､ ｢ 二 妹+ .
- - の よう に

呼 びか ける ｡

子供の 長幼 の 順 に つ い て は､ 性別 を入 れて ､ 出生順 を表わ す言 葉 は､ 日本 語 に は ､ ｢ 長

男+ ､ ｢ 次男+ ､ ｢ 三男+

｢ 三子+

､ ｢ 長女+ ､ ｢ 次女+ ､ ｢ 三女+ ､ 中国語 に は､ ｢ 長子+ ､ ｢次子+ ､

､ ｢ 長女+ ､ ｢ 次女+ ､ ｢ 三女+
- - の よ う に ､ 日 中両語 に も見 られ る ｡ しか し､

性別 を入 れ な い で ､ 子供 の 出生順 を表 わす言葉は､ 中国語 に は ｢ 老大+ ､ ｢ 老二+ ､ ｢ 老 三+

- - の よう に あるが ､ 日本語 に は見当た ら な い ｡

(2) 親族 関係 を表わ す合成語

(D 親と 子

前述 した よう に ､ 親と子 と の 組 み合 わ せ を表 わす言葉 は日本語 に は ｢ 戟子+ ､ ｢ 父子+ ､

｢ 母子+ が あ る が ､ 中国語 に はな い ｡ そ の 代わり に ､ ｢ 父子+ ( 父と息子) ､ ｢ 父女+ ( 父と娘) ､ ｢ 母

千+ ( 母と息子) ､ ｢ 母女+ ( 母と娘) の よう な そ の倫 理 関係 を は っ きり表 わす言葉が あ る ｡

②兄弟姉妹

日本語 に も中国語 に も ｢ 兄弟+ ､ ｢ 姉妹+ と い う組 み合わせ を表 わす言葉はある が ､ 子の

は か ､ 中国語 に は ､ 兄弟姉妹 の 問 の 組 み合わせ を表 わす言葉と して ､ ｢ 苛姐+ ( 兄と姉)
､ ｢ 苛

罪/ 兄弟+ ( 兄と弟) ､ ｢ 姐妹+ (姉 と妹)
､ ｢ 姐弟+ ( 姉と 剃 ､ ｢ 弟妹+ ( 弟よ棟) が挙げられ る ｡

前節 で挙げられ た親族 関係 の 合成語 と合わ せ て み れば､ ヰ 国語 で は､ 上下 の 世代 の 間 に

おい て も､ 同世代 の 問 に おい て も､ 倫理関係 ､ 上下 ､ 長幼の序列 関係は は っ きりと これ ら

の言葉 に表 わ さ れ て い る ｡

(3) 中国語 の ｢ 輩分+ と 日本語 の親族 呼称 の 虚構的用法

上 に見 た よう に ､ 中国語 に お い て は ､ 世代 に より親族間の 尊卑関係 を表わす はか ､ 同世

代 の 鵜族 の 問も長幼の 序 はは っ きりと 峻別 さ れ ､ こ れを乱 す こ とが で きな い . 従 っ

'
て ､ 朝

族関係 の 序列 を正 しく表わす必要が ある ｡ そ こ に は､ ｢ 輩分+ ､ ｢ 輩数+ ( 世代 ､ 頼等な ど に

よ る長幼 の 序) が 明確 に 意識さ れ て い る ｡ 親族間の 対称 に お い て は､ 母 は父 に 対 し て ､ 日
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本語 の ように ｢ お父 さ ん+ ､ ｢ パ パ+ と 呼ばず ､ 必ず個人 の 立場 か ら人称代名詞 の 修飾語 を

つ けて ､ ｢ 技子他/ 細管+ ト ちゃ ん のお父 さん) の よ う に 所属関係 を は っ き り表わ す ｡ 親 と 子 供 の

名字 に お い て は ､ 兄弟 同士は輩分を表 わす字､ 又 は同 じ字を使 っ て も い い が ､ 戟の 輩分 を

表わ す字､ 又 は親の 名字 と 同 じ字を使う こ と ば ､ 上 の 者を犯す ( ｢ 犯上+ ) こ と に な る か ら い

け な い o こ の 輩分意識は親族外 で 馴 ､ られ る 時に も働 い て い る ｡ 父 が ｢ - 守+ と呼ぶ 場合､

そ の 人 は自分 に と っ て ､ ｢ お じ さ ん+ の 存在 と な り､ そ の 人 が 父 より年上 で あ る こ と に も

配慮 して ､ ｢ 伯 父+ と 呼 ば な けれ ばな らな い
o ま た ､ 口 論の 際 ､ 相手を ｢ 孫+ と呼 ぶ こ と ､

又 自分が ｢ 爺爺+ ( お じい さん) と 呼 ばれ る こ と ば ､ 軽蔑 に 値する な ど ､ こ の よう な場合 に も親

族名称が 用 い られ る こ と が あ る ｡

日 本語 に は親族 間 の 呼称に お け る ｢ 目上 と 目下+ の 原則 が あ る に も拘 らず ､ 戟族 の 最

年少者 の 立場か ら ､ 相手 と 自分 の 関係 を見 て 把 握す る と い う ｢ 親 族用語 の 虚構 的用 法+

が存在 し て い る ｡ 鈴木孝夫氏 は こ れ を 日本語 の 親族 呼称 の 目立 っ た特徴 と して 指摘 し て い

る ｡ ( F こと ばと文化』)

もと もと ､ 頼族 用語 は ､ 性質上 ｢ 自己中心語+ に 属 す る ｡ ( B e rt r a n d R n s s e ll に よ る)

自分 が ｢ 父+ と 呼 ぶ人 は､ 自分 に と っ て の み の 父 で あり ､ 他人 か ら父 と呼 ばれ る 対象 で は

な い Q 他人 の 父 を言 う時 は､ ｢ 誰 々 の 父+ の よ う に 修飾す る こ とに よ り ､ ｢ 父+ と い っ た自

己中心語 の 原点 を 明確 に さ せ る わ け で あ る ｡

中国語 で の 戟族用語 は､ 子供 の 立場 に 立 っ て 人間関係 を見 て おり ､ そ の 自己中JL､ 性 を失

う こ と なく用 い られ て い る ｡ しか し､ 日本語 で は ､ 母 も父 に ｢ お父 さ ん+ や ｢ パ パ+ と 呼

ぶ よ うに
､

こ の 原点 の 移動 が 明示 さ れ て い な い ｡ 鈴木氏 の 指摘 に よれ ば ､ 日本語 の ｢ 父+

や ｢ 母+ の よう な鵜族 語 は ､ 親族用語 の 相対性 を失 い ､ 実 は固 有名詞 と し て機能 して い る

と い う o そ れ は朝族 問 の 尊卑 関係 と相反す る の で は なく ､ 自分及 び相 手を 含む朝族体 系 の

相互位 置を確認 する方式 で
■
ぁ ろう .

一

軒 の 家 に は ､ 相手 を 一 人 の 個人 と 見な い で ､ 親族 と

い う秩序階層 をもと苧こ ､ 個父 ､ 祖母 ､ 父 ､ 母 な ど､ そ の 各人が 共通 の ｢ 家+ に お かれ る位

置 づ けを言語的に 表わ した も の な の で ある ｡

5 . 連帯意識

鈴木氏 の 指摘 の よう に ､ 日本哲に ほ ､ 血 の つ なが らな い 他人 に対 し て ､ 頼族用語 が使 用

さ れ る こ と が あ る ｡ こ の 種の 親族用語 の 虚構的用法 は ､ 例え ば､ 子供 が近 所の 年配 の 人 に

対 して ､ ｢ おじ さ ん+ ､ ｢ おば あち ゃ ん+ と呼 ぶ こ と ､ 客が店 員 を ｢ お ね え さ ん+ と 呼 び か

けた りする よ う に使用 さ れ る ｡

中国語 の 親族語嚢 に も同 様の 周法が 見 られる ｡ 子供 が近所 の 年配 の 人 ､ ま た は親の 同僚

に ｢ 李大伯+ ( 李 お じ さ ん) ､ ｢ 張叔叔+ ( 張お じさ ん) ､ ｢ 陳阿妖+ ( 陳お ば さん) の よう に ､

｢ 名 字＋ 頼族名称+ の 形 で 呼 び チる ｡

以丑 の まう に ヾ 親族名称 は ､ 親族の 枠を越 え ､ 身 内と非常に 親 しい 関係 に ある者､ ま た
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はある特定 の 場 に お い て も及 ん で 用 い られ て い る ｡

しか し､ そ の 適応範囲､ 使用者及 び使用対象 に つ い て は ､ 中国語の は うが 日本語 より 広

い よ うで ある ｡

一

般 的に ､ 日本語 に お い て こ れ らは年配者 や子供 に 限られ て 使用され る こ と が多く ､ 中

国語 で は､ 年齢 に 関係なく使 わ れ て い る ｡ 大人 は子供 に 対 し て ｢ 小弟 弟+ ( 小さ い 弟 ち ゃ ん)
､

｢ 小妹妹+ ( 小さい妹 ちゃ ん) の よ うに 呼 びか け ､ 子供 は 自分 より年 上の 1 0 代 ､ 2 0 代前半 の 若

者に 対 して ｢ 大君苛+ ( 大きい お 兄ち ゃ ん) ､ ｢ 大姐姐+ ( 大き い お姉ち ゃ ん) の よ う に 呼 び か け る ｡ い ず れ

も自分 と相手 の 年齢､ 輩分 の 距離 に 応 じて ､ ｢ 伯+ ､ ｢ 叔+ ､ ｢ 爺+ ､ ｢ 苛+ ､ ｢ 弟+ な ど の 親族

呼称 で 呼 ぶ の で あ る｡

こ れ らが 親 し い 者に 限 られ た場所 に の み使 わ れて い る 日 本語 に対 し ､ 中国語 で は ､ 日 常

の あらゆ る場面 で 見 られ る の が普通 で ある ｡ 市場や 商店や 町 で ま っ たく面識 の な い 人 に 対

し､ 親族名称 で 話 しか けて ､ 道 を尋ね た り､ 買 い 物を した りする ｡ 額 は通りす がり の 男性

に対 して も､ ｢ 叔叔+ 摘 じさん) と呼 びか けて 挨拶をする よ う子供 に 働きか け る . 親族語 嚢 の

挨拶 の 機能 は ､ 家 の 中で もよく機能 し て い る . 子供 や 大人 が 帰 宅時 ､ ｢ 姫 ! + ( お母さ J W と

呼び か ける の は ､ 日本語 の ｢ た だ い ま ! + と 同様 で ある ｡

さ らに 中国語 の 親族語嚢 は職場 の 同僚 の 問 に も使用 で き る ｡ 筆者の 以前 の 職場 で は､ 世

代や地位 が 同じ で ある 同僚に ｢ - 守+ ト お 兄さん) ､ ｢ - 姐+ ト お 姉 さん) と呼 びか け､ 上 の 世代 の

同僚 に は ｢ - 伯+ ( - お じ妄ん) ､ ｢ - 焼+ ( - お ばさん) と 呼ぶ 人が 少 なく ない ｡ 自分 の 上 司に 対 し て

は､ 敢 え て ｢ - 叔+ ト お じ さん)
､ ｢ - 境+ ( - おばさん) と呼 ぶ 人も い た ｡

こ の よ う に ､ 人 々 は互 い に 他人で ある こ と を意識 し つ つ ､ な お 一 定 の 連帯感 で 結 ばれ て

い る と い う ｢ 仲間+ の 領域 に お い て ､ ｢ 親+ な る連帯意識 を 反 映す る親族 語嚢 を用 い る こ

と で ､ ｢ ウ チ+ の 連帯意識を持 た せ
､ 人間関係 を円滑さ せ る の で ある ｡

次 に ､ 親族外 へ の 拡張 と い う親族用語の 用法 の 原則 に お い て 述 べ る ｡ 日本語 の 場合､ 鈴

木氏 の 考察 に よ る と ､ 耕族名称 の 親族内に お ける ｢ 目上 と目下+ と い う原則 が ､ 殆 どそ の

ま ま ､ 親族外 の 社会的情況 に も拡張的 に 当て はめ ら れる と い う ｡ こ れ に つ い て ､ 本文 で は､

具体 的 に考察しな い こ と に する が ､ 親族語嚢 を用 い て 親族外の 人 に 呼びか ける場合 ､ 親族

内の 人 に 呼びかけ る時の 原則 も働い て い る ようで あ る占

日本語 で は､ 親族用語 を揮い て 呼 びか ける 時､ 年上 の 人 に 対 して ｢ お じさ ん+ ､ ｢ お ば あ

ち ゃ ん+ ､ 若 い 男女や年下 の 子供 に 対して も､ ｢ お兄さ ん/ お兄ち ゃ ん+ ､ ｢ お姉さ ん / お姉

ち ゃ ん+ と言う な ど ､ 上 位の 親族 に の み嘩用さ れ る親族語嚢 で 呼び､ ｢ 弟+ ､ ｢ 妹+ の よう

な下位の 親族語嚢で 呼 びか けて い な い
｡ こ れ は､ ｢ 目下 の観族語嚢を使用 し な い+ と い う

親族内 に お ける親族語嚢の 用法 と 一

致 し て い る と考え て よ い で あろう ｡ 家族 内の 呼称 の 場

合と同様 に ､ 話者より上 の 地位 を表 わす名称 の みが 呼 びか け語 と して 二 人称代名詞的 に 使

用 で きる と い う原則が ､ 他人 を呼 ぶ 場合 に も当て はま る こ と で ある ｡ 従 っ て
､

そ の 人 の 年

齢 ､ 性別 な ど に応 じ て ､ ｢ お じさ ん+ ､ ｢ お ば あち ゃ ん+ な どと 呼 ぶ こ と が で き て も ､ 自分
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より明 らか に 年が 下 の 男女 に 対 し て ､ 弟や 妹 と い う概念を 含 む言葉 で話 しか け る こ と は で

き な い
｡ 互 い に親密 な る連帯感 を持た せ る た め に 親族外の 人 に 頼族語嚢を使用する わ け で

ある が ､ そ こ に も､

一

貫 し た ｢ 目上 と 目下+ と い う意識が や はり働 い て い る よう で あ る o

中国語 で も､ 日本語 と 同様 ､ 連帯感 を持 た せ る た め親族語嚢 は度 々 使用 さ れ ､ さ ら に ､

｢ 目上 と 目下+ と い う尊卑意識も働 い て い る ｡ そ して ､ 中国語 で は ､ 序列 ､ 長幼 の 意 識 も

強く 働くた め ､ そ の 長 幼 の秩 序を明確 に さ せ る こ と が要求 さ れ る o そ れ ゆ え に ､ 目下 に 対

して も ｢ 弟+ 等 の 鵜族語 義を使用する の で あ る ｡ 目上 に 対 して ､ 単 に ｢ お じさ ん+ と 呼 ぶ

の で はなく ､ 自分 と そ の 人と の 輩分 ､ 長幼関係 も考 え て ､ ｢ 伯 か+ ､ ｢ 叔 か+ ､ ｢ 背 か+ を選

択 する ｡

中国語 に は更 に もう 一

つ 興 味深 い現 象が あ る ｡ 親族外の 人 に 鵜族譜嚢を使用す る時 ､ ど

ん な語嚢が 用 い ら れ るか を見 て み る と ､ 男性 に は ､ ｢ 爺爺+
一
( 父方 の おじい ち ゃ ん) ､ ｢ 伯+ ( 父 方 の 年上 の

おじ)
､ ｢ 叔+ ( 父方 の年下 の おじ) ､ ｢ 苛+ ( お に いさん) ､ ｢ 弟+ ( 弟 ち ゃ ん) な ど が あ り ､ 父系 の 親族 語嚢 が多

く使 用さ れ る ｡ 女 性 と先 に 知り合 っ た場合 に も､ そ の 配偶者 を ｢ 妖父+ ( 伯/ 叔 父 母 方の お ばの 旦 那

の意) ､ ｢ 姐夫+ ( 義 - お兄 さん 姉 の旦那 の意) と呼 ぶ の は殆 どなく ､ ｢ 叔+ ( 父方の 凱 さん) ､ ｢ 苛+ ( お兄さん) と

呼ぶ の が多 い よ うで ある ｡ 女 性 に は ､ ｢ 物納+
_
( 父方 の おばあちゃ ん) ､ ｢ 姑姑+ ( 父方の おば) ､ ｢ 伯 母+ ( 父

方 の年上
▲

の おじの 嫁) ､ ｢ 妓子+ ( 義 - お姉 さん 兄嫁) ､ ｢ 姐+ ( 城 さん) ､ ｢ 妹+ ( 妹 ちゃ ん) な どが あり ､ 使 用 さ れ

る母系 の 鶴族譜嚢 は ｢ 妖+ (母 方の 紺 ) と 一

語 だ けで あり､ 父系 の 鵜族語嚢 が 多く使用 さ れ て

い る o 親族語嚢 が 朝族外 の 人 に 即
､ られ る 時 に も､ 男系女 系 に よ る ｢ 内 ･ 外+ 意識 も働 い

て ､ 親愛関係を 表 わす た め に ､ ｢ 内+ と 見な す親族語嚢 は多く 選 択 さ れ ､ 使 用 さ れ て い る

よう で ある ｡

そ う で ある な らば､ 親族外 の 人 に 親族語嚢 を用 い て 使用 する場合 は ､ 日 中両語 と も ､ 親

愛 な る連帯関係 を結ぶ た め に 使用さ れ ､ ま た それ ぞ れ の 鵜族内 に 使用 さ れる 時に 働 い て い

る諾意識や原則 は ､ そ の ま ま親族外の 場面 を も支配 して い る こ とが 言 え よ う｡

第三 章 : 言 語意識 とそ の 文化 的社会 的背景

(
-

) 自他の 対立 と中国 の 対人 関係

中国社会 で
.
は従来､ 円滑な 人間関係 や社会秩序を維持す る た め に ､ ｢ 礼+ と 呼 ばれ る 必

要な倫 理的規範は規定さ れた ｡

対人行動に おける礼に つ い て ､ 孔 子 は次の よう に 語 っ て い た ｡ ｢ 君 子 敬而 無失 ､ 輿 人恭

而有礼､ 四海之内皆兄弟也 ｡ + ( 君子 は敬して 失な く､ 人 と恭恭しくして礼あらば
､ 四海之 舶 皆 蛸 た り

.
F 論 割 金谷 治訳 庄

1 963 岩政審店) 礼の基 本は秩序で あ ヽ ｢ 天地+ ､ ｢ 男女+ ､ ｢ 夫 婦+ ､ ｢ 父 子+ ､ ｢ 君 臣+ な ど対立

の 両極に 宙か れる上 下 ､ 尊卑の 秩序を守らな けれ ば､ 社会の 調和 は取 れ な い
｡ ｢ 天地+ と

い う手首の 秩序 か ら家族ゐ秩序が生 ま れ ､ 家族の 秩序か ら社会の 秩序が成 り立ち ､ さち に

こ の 社会 の療序 から礼儀作法 が定め られ る ｡
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従 っ て 中国 に おける 人間関係 は ､ 基本的に 自他 ( 内外) 関係､
つ ま り自 己と相手､ 第 三

者を含 め た他者 との 関係で あ る ｡ しか も､
こ の 自他関係 は同化さ れ る こ となく 二 極対立 し

て ､ 人間の 基本的秩序を構成 し て い る ｡ 親族語童 に 見 ら れ る自他 関係 は男 系と女系 ､ 尊属

と卑属 ､ 長 と幼 と い っ た歴然 と した秩序 に反映さ れ て い る ｡ 親族語秦 は､ 親族 間､ ま た親

愛的連帯 関係 を結ぼうと する窺族外の 人 に使用さ れ る時 に も､
こ の 自他関係 を言語的 に 如

実に 表わ して い る の で ある ｡

( ニ) 自他 の 同化 と 日本の 対人 関係

人間関係 は､

一

般的 に 上下 の 縦軸に 分極 し ､ 上 に は極度 の 敬意を表わす必要 が ある と し

て い る｡

鈴木氏が 指摘 した よう に ､ 日 本語 の 親族の 対人 関係 は､

一 番基本 とな るも の は目上 と 目

下 と い う概念 で あ る ｡ そ し て ､ そ の 原則 は鵜族外 の 社会 に も拡張さ れ ､ 社会的通念と な っ

て い る ｡ そ れ は中国に お ける ｢ 上下 ､ 尊卑+ 概念 と等 し い こ と で あ る と考 え て串か ろう｡

然 し ､ 自己と相手 ､ 第三 者を含 めた他者と い っ た 自他 ( 内外) 関係 に お い て は､ 日 本語

で は ､ こ の 両者を対立 さ せ る の で はなく ､ む し ろ同化 さ せ る よう で あ る ｡

言語的事実 と して ､ 相手 の 立場か ら人間関係を 見て ､ 呼称 を決定す る と い っ た親族用語

の 虚構的用法が 挙げ られ る ｡ 子供と の 会話 で ､ 子供 の 立 場 に 立 っ て ､ 自分 の 父 の こ と を

｢ お じ い さん+ と 呼ん だ り ､ 自分 の こ と を ｢ お父さ ん+ と言 っ た り す る ｡ 日 本 の 男性 は ､

場面 と相手 に より､ ｢ 私+ と ｢ 僕+ と ｢ 俺+ を使 い分 けて い る ｡
こ の よう に ､ 相手 と の 関

係 を位置づ け た の ち ､ 自己を ど の よう に把握し､ 表現して いくか と い う,心理的同
一

化 に よ っ

て ､ 同
一 さ れ る の で あ る ｡ 鈴木氏 は､ 日本人 の こ の 言語 的自己規定 の 特徴を相対 的対象依

存型 と呼 ん で い る ｡ ( 『ことばと社 創 54 ペ ー ジ)

日 中両語 の 親族語糞 に お い て は､ 縦 に は ｢ 上下 ､ 尊卑+ 意識､ 槙に は ｢ 自他 ､ 内外+ 意

識が親族名称 の 体系 を支配 して おり､ 鵜族関係､ さ らに 社会全般 の 人間関係を大きく左 右

して い る と言 え よう｡ そ れ は､ 日 中両 語に 共通 した点 で ある と考 え られる ｡ 然 し中国語 の

自他 ( 内外) 関係 は､ 絶対的秩序に よる対立 した関係 で あ
..

る の に対 し て ､ 日本語 に お ける

自他 ( 内外) 関係は､ 同化で きる相対的関係 に あ る の で あ る｡ 中国文化を ｢ 尊卑 の 対立 の

上､ さ ら に 自他の対立 を前提 と して 成り立 っ 文化+ で あ ると すれば､ 日本文化 は ｢ 尊卑 の

対立 の 上 ､ 自他を同化させ る こ と を前提と して 成り つ 来任+; であ る と言 え よう｡ こ れ は

日中両語 に おける待遇意識､ 対人 関係の根本 的な違 い と 言え ようか
｡ 草 し て ､ こ の 相違 は

日中両語 の 親族語嚢だ けで なく ､ 社会
一

般の 呼称 な ど ､ ま た そ の 他 の 言語的形 式に も及 ん

で い る こ とが考え られる で あ ろう｡
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おわ りに

以上 は祖父母 の 代か ら孫 の 代 ま で 僅か 5 代 の 親族語嚢に つ い て 考察 した もの で ある が ､

これ らの 記述 は す べ て を網羅 で きた もの で は な い
o そ こ か らそ の 親族語嚢 に

一

貫 し た原 理

を見出すに は ､ も っ と詳 しい 検討 ､ ま た 自称 ､ 人称代名詞 な ど ､ 他の 面か ら も実証的 に 検

討 す べ き点が残 さ れ て い る と思うが ､ 今後 の 研究に 譲 る こ と に した い
0

家庭 は社会 の 最 も基本 的な単位 で あ る . 家族 ､ 親族関係 も人 間関係 の 重要 な 一 部で あ る

と い う こ と は否定 で き な い
o 頼族関係 が人 間関係の 基本 で あ る よう に

､ 親族名称 は人 間関

係 を表 わす言語 的形式 の 反映 で ある と言 え よう｡

頼族語嚢に 見 られ る ｢ 上下 ､ 尊卑+ ､ ｢ 自他 ､ 内外+ 意識 は親族外 の 一

般社会 に も拡 張 し

て い る こ と は言うま で もな い
o こ れ ら の 意識 は具体的 に ､ ど の よう な言語 的形 で どの よ う

に 呼称 と し て反 映さ れ ､ 人間 関係 を支 配 し て い る の で あ ろう｡

ま た ､ 中 軌 こ お い て は ､ 経済成長優先 に 伴う旧時の 呼称 の 復活 と呼称 の 世代交替の ほか ､

ト 人 っ 子政策+ に よ る核家族 の 進展 の 加速 に つ れ て ､ ｢ 兄 ､ 弟 ､ 臥 駄 伯､ 叔 ､ 姑､ 妖､

男+ な ど -

部 の 鶴族名称 の 姿 が 消え て しま う こ とが 予測 で き る o そう な れ ば ､ 親族語嚢 に

見 ら れる こ れ らの 待遇 意識は存在 し得 る か ､ 存 在する と すれ ば ､ ど の ような形で頼族関係､

人間関係を反映 し､ 支配 す る の で あ ろ うo こ れ らも､ 今後 の 課題 と な る ｡
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