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現代中国語の 敬語表現  

一日本語との比較一

王  鉄 橋

l'he honornic expression term of modern Chinese 

---Compared with Japanese---

Wang Tie-qiao

The honorific expression term is not peculiar to Japanese only, but 

also exists in Chinese. But the forms of this expression are stressed 

differently in these two languages. The Chinese honorific expression 

is mainly shown in presonal expression terms and the roundabout 

expressions which have greatly increased recently. The honorific 

expression term of Japanese, however, exists in prefixes, suffixes, 

vocabulary, grammar etc., and personal expression terms tend to be 

reduced while the roundabout expressions tend to increase.

That the difference between the honorific expression term of 

Chinese and that of Japanese has some influence in しhmese and 

Japanese lauguage teaching should be paid great attention to.
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1. 敬語と敬語表現

中 国 語 の 敬 語 を と ら え 、 さ ら に 日 本 語 の 敬 語 と 比 較 し よ う と す る に は 、 

ま ず 敬 語 に 関 す る 概 念 を 明 ら か に し 、双 方を同じ次元に置いて比較しなけ 

ればならない。さもなければ、両方の共通点と相違点を見い出すことができ 

ず 、少 な く と も 正 確 な 比 較 と は な ら な い の で あ る 。 そ う い う 理 由 か ら 、 ま 

ず本 文 で 取 扱 う 敬 語 の 範 囲 と そ の 敬 語 の 使 用 時 代 を き め て お く こ と に し た

い。

敬 語 については狭義や広 義 を 含 め て 、いろいろな説がある。狭 義 の 敬 語  

としては尊敬、謙 譲 、丁 寧 な ど を 表 わ す た め の 、敬語としか 呼 べ な い 要 素  

だ け に か ぎ る と い う 考 え 方 が あ り 、広 義 の 敬 語 と し て は 、 そのほかにさま 

ざまな人の呼び方、依 頼 、勧 誘 、 質 問 、応 答 な ど の 婉 曲 表 現 、統語的変化 

お よ び 話 題 、語 句 の 選 択 な ど も 含 め る 考 え 方 と 、 さらにおじぎその他の身 

ぶ り 、表 情 、笑 い 、服 装 、作 法 一 般 な ど と 敬 語 と の 共 通 性 や 相 互 協 力 の 関  

係 も あ つ か お う と す る 考 え 方 と が あ る 1 

本 稿 で は 狭 義 の 敬 語 を 「敬 語 」 と呼び、広 義 の 敬 語 の 前 者 を 「敬 語 表 現 」 

と呼び、 そ の 後 者 を 「敬 意 表 現 」 と呼ぶことにする。 また標題に示したよ 

うに、本 稿 で は 「敬 語 表 現 」 の レベルで考 え 、 さ ら に 敬 語 表 現 を 「人称的 

敬 語 表 現 」 「選 語 的 敬 語 表 現 」 「接 辞 的 敬 語 表 現 」 と 「構 文 的 敬 語 表 現 」 の 

四つ に 分 類 し て 中 国 語 の 敬 語 表現と日本語の敬語表現との異同を考えるこ 

とにする。

次 に 、時 代 に 関 し て は 、現 代 の 敬 語 表 現 に つ い て 考 察 し よ う と 思 う が 、 

そ の 「現 代 」 を 定 義 し て お かなければならない。敬語 な い し 敬 語 表 現 は 音  

韻 、文 法 な ど と 異 な っ て 、 さらに語彙などよりも一段とその時代の社会の 

影 響 を 受 け る こ と が 大 き い の で 、時 代 を 明 確 に せ ず に 論 じ た も の は 語 学 研  

究 、教育と学習に役に立たないものになる恐れがあると思われる。従って本 

稿では中国語の場合、一 応 、中華人民共和国ができてから現在までと限定し、
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対 応 す る 日 本 語 も 大 体 戦 後 か ら 現 在 ま で と 限 定 し て 考 え る こ と に す る 。

2 . 中国語の敬語表現

敬 語 と 敬 語 表 現 の 概 念 を 定 義 し 、時代の期間を設定したあとは、そうした 

敬 語 表 現 と し て 何 が あ る か を 考 え な け れ ば な ら な く な る 。 中国語の敬語表 

現 を メ イ ン ラ イ ン に し て 、人称的 （即 ち 、人の呼 び 方 ）、選 語 的 （即 ち 、語 

彙 的 な 手 段 に よ る タ イ プ ）、接 辞 的 （即 ち 、接 辞 的 な 手 段 に よ る タ イ プ ）、 

構 文 的 （即 ち 、構 文 的 手 段 に よ る タ イ プ ）敬 語 表 現 にわけて考えていきた 

いと思う。

2 — 1 人の呼称•名称

中 国 語 の 敬 語 表 現 に お い て は 、 人 の 呼 び 方 が 大 き な 比 重 を 占 め て い る 。 

それは人の呼びかたが豊富に存在しているということばかりでなく、世 代 • 

身分などの人間関係に 応 じ て き び し い 使 い わ け が 要 求 さ れ て い る と い う こ  

ともあるからである。現代の中国語社会では、 同 級 生 、同 僚 、友人の間では 

姓 名 を そ の ま ま 呼 び す て に す る が 、家 父 長 制 や 身 分 制 度 な ど 伝 統 的 意 識 の  

影 響 で 話 者 は 自 分 よ り 世 代 と 身 分 が 高 い 人 を 呼 ぶ 場 合 に 工 夫 を こ ら さ な け  

れ ば な ら な い し 、呼 ば れ る 人 も そ れ を 非 常 に 気 に し て い る の で あ る 。 従っ 

て 敬 語 表 現 を 考 え る に は そ れ は さ け て 通 れ な い 問 題 で あ る 。つ ぎ に 、親族 

名 称 、身 分 名 称 と 人 称 代 名 詞 を 示 す 。

親族名称

親 族 の 間 で は 、必 ず き ま っ た 呼 び か た を 使 わ な け れ ば な ら な い 。 なかで 

も話 者 よ り 上 の 世 代 の 親 族 を 呼 ぶ 名 称 が き び し い 。 同等世代でも年が上の 

親 族 に 対 す る 一 定 の 親 族 名 称 が 一 般 家 庭 で 要 求 さ れ て い る の で あ る 。 中国 

の親族名称は共通語に使われているものだけをあげれば次のようになる（図 

1 参 照 ）。
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注. ( ) は文章語または第三者に対して言う場合に使われるものを示す。

〔 〕は話し言葉にそれも使われることを示す。

図 1 中国語における親族名称略図

上 の 世 代 で あ る ほ ど 、家 庭 内 で の 地 位 が 高 く 認 め ら れ る と い う 考 え が 一  

般 に 持 た れ て い る 。親族関係にない人にも親 族 名 称 を 用 い て 敬 意 を 表 わ す  

こ と が 行 な わ れ て い る 。 た と え ば 、同 じ 村 、町 の 人 び と が お 互 い に 、'張  

大爷〃（張 お じ さ ん ） とか '''李 大 嫂 〃 （李 お ね え さ ん ） とか呼び合っている。 

道 を た ず ね る 時 、 ゃ大爷、往 车 站 怎 么 走 啊 ？ 〃 （お じ さ ん 、駅へはどう行き 

ますか） とか、バ ス で 高 齢 者 に 席 を 譲 る 時 、*大 娘 坐 这 儿 吧 / 〃（お ば さ ん 、 

こ こ に お 座 り く だ さ い ） とかい う 呼 び 方 を よ く 耳 に す る 。親族名称 を 親 族  

以 外 の 人 に 使 う 場 合 、一 般 に 話 し 手 の 両 親 の 世 代 （または 自 身 の 世 代 ） と 

くらベて相手の世代を 表 現 す る の が 普 通 で あ る 。相手に適当な名称を用い 

る 場合、尊 敬 あ る い は 親 近 を 表 わ す こ と に な る が 、用 い るべき世代より高 

いあ る い は 低 い 名 称 を 用 い る こ と に よ っ て 相 手 を 高 め た り 軽 蔑 し た り ま た  

は 自 分 を 高 め た り 卑 下 し た り す る こ と に な る 。高 す ぎ る 親 族 名 称 を 使 え ば 、 

相 手 を 恐 れ た り 罵 っ た り す る こ と も あ る 。 た と え ば 、銃 口 の 下 で 、殺し手
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表 1 非親族間に使われる親族名称の対照

日 本 中 国

おじいさん 老爷爷、爷爷、老公公

おばあさん 老奶奶、奶 奶 、〔姑 奶 奶 〕

おじさん 叔叔、大爷、大伯、大叔、老伯

おばさん 阿姨、大娘、大婶、大妈

おにいさん 大哥、老大哥、〔老 兄 〕

おねえさん 大姐、大嫂、嫂子、老 大 姐 〔老 姐 〕

に ''大 爷 、饶 我 一 条 命 吧 / " (お じ い さ ま 、命 だ け は 残 し て く だ さ い ） とい 

う 力 関 係 に よる親族名称の例がそれである。また、家 庭 内 で は お 母 さ ん は 、 

いたずらをした子供に  '''我的小祖宗〃、 '''我 的 小 姑 奶 奶 〃 （こ の 憎 ま れ っ こ ） 

と憎たらしく叱る例もそれである。

中 国 で は 適 当 な 親 族 名 称 が 使 え る 子 供 は 礼 儀 正 し い 子 だ と 評 価 さ れ て い  

る。逆 に よ く 使 え な い 子 は 礼 僅 を 知 ら な い と か 、 しつけが悪いとか悪評が 

でる。子 供 が 売 店 へ 飴 な ど を 買 い に 行 っ た 場 合 "阿 姨 、请給我拿 块 糖 〃 （お 

ば さ ん 、鈴 一 つ く だ さ い ） と ''阿 姨 〃 と 呼 べばどんなに忙しくても先にそ 

の 子 供 に 飴 を 出 し て く れ る 。 子供たちもよく そ の 呼 称 の 働 き を 知 っ て い る  

ようである。

こ の 親 族 名 称 の 非 親 族 へ の 転 用 は 日 本 に も そ の 習 慣 が あ る が 、実際に使 

わ れ て い る 語 数 が 少 な い 。 「おじ さ ん 」 「おば さ ん 」 「お ねえさん」 「おにい 

さん」 ぐ ら い で あ ろ う （表 1 参 照 ）。しかも、年 齢 を 基 準 に す る こ と が 多 い 。 

若 け れ ば 「お ね え さ ん 」 「おにいさん」 と、年 を と っ て い れ ば 「おば さ ん 」 

「おじさん」と呼んでいるようである。最 近 、日本では年若く見られたい心理 

か ら 「お じ い さ ん 」「お ばあさん」は も と よ り 、「おばさん」「おじ さ ん 」 とも呼 

ば れ た く な い と い う 傾 向 が 見 ら れ 、親 族 名 称 で 呼 び か け る よ り 「すみませ
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ん」 「ち ょ っ と 」 な ど で 呼 び か け る 方 が 多 い よ う で あ る 。 こ れは中国語の 

呼 び か け 方 と 傾 向 が 異 な る 。中国では ''对 不 起 〃 （す み ま せ ん ）な ど で 人  

を 呼 び か け る こ と は あ ま り 見 ら れ な い 。そ れ よ り 人 に 声 を か け る 時 、呼 

称 に 工 夫 を こ ら す の が 普 通 で あ る 。北京あたりでは  ''劳驾〃（ご迷惑をかけ 

る）が 使 わ れ て い る が 、主として道をあけてもらっ た り 何 か 手 伝 っ て も ら っ  

た り す る 時 に 使 わ れ る も の で 、使 用 場 面 と 地 域 が 限 ら れ ていて、「すみませ 

ん」 とは比較できないと思う。

中 国 語 と 日 本 語 の 親 族 名 称 の 使 い か た の 違 い も あ る 。例 え ば 、中 国 で は 、 

ある主婦が隣の主婦に対して  ''小 明 他 妈 " （明 ち ゃ ん の お か あ さ ん ）と呼ん 

だ り そ の 夫 に \\小 明 他 爸 " （明 ち ゃ ん の お と う さ ん ） と呼んだりするが、 日 

本 で は そ の よ う な 呼 び か け は 一 般 的 で な く 、「名 前 + さん」で呼びかけるの 

が 普 通 で あ ろ う 。 自 分 の 家 族 の 場 合 は 中 国 で は ゾ 孩 子 他 爸 （爹 )〃 （子供の 

お と う さ ん ） とか、 ''他 爸 （爹 )〃 （そ の お と う さ ん ) と か 呼 ん だりするが、 

名前あるいは  ''老 + 姓 〃 で 呼 ぶ 家 庭 は 都 会 に 多 い 。夫の兄弟に  ''他 叔 " （子 

供 の お じ さ ん ） とか、 他 姑 姑 〃 （子 供 の お ば さ ん ） とか呼んだりする。 夫 

の 父 母 に は \'爸 爸 " （お と う さ ん ）'、妈妈v (お か あ さ ん ） と呼ぶのが普通で 

あ る が 、 ''爷 苦 " （お じ い さ ん ） 奶 奶 〃 （お ば あ さ ん ） をこどもの立場で第 

三 人 称 と し て 使 う 人 も い る 。 日 本 で は 家 庭 内 で は 子 供 を 基 準 と し て 「おか 

あさん」「お とうさん」「おじさん」「おば さ ん 」「おじいさん」「お ばあさん」 

と呼んでいるようである。

中 日 両 国 語 の 親 族 名 称 上 の 違 い に よ っ て 、翻訳にも時に問題がもたらさ 

れ る 。 た と え ば 、入 院 中 の 子 供 が 注 射 し て く れ る 看 護 婦 に \、护 士 阿 姨 、給 

我 打 轻 点 好 吗 ？〃（看 護 婦 さ ん 、注 射 の 時 、軽 く 押 し て く だ さ い ね ）とよく 

言 う言葉で、 日 本 語 訳 の 「看護婦さん」は 、その願いを言う時の子供の気持 

と甘 え を 充 分 に 表 わ す こ と が 難 し い 。「看 護 婦 お ば さ ん 」と直訳したら日本 

語 の 習 慣 か ら は ず れ て し ま う は め に な る 。
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また、魯 迅 の 作 品 『祝 福 』 の 女 主 人 公 は 「祥 林 嫂 」 とそのまま.訳すより 

仕 方 が な い よ う で あ る が 、 どうも日本人に理解しやすい呼び方ではないよ 

うである。 なぜ な ら 、 それは中国語の親族名称の特殊な使い方だからであ 

る。 中 国 語 に は 親 族 名 称 の 形 で 特 定 な 人 に 固 定 し た 愛 称 （通 称 ） として呼 

び な れ て い る 現象が多く見られる。 たと え ば 、 \'尤ニ姐" （尤の二番目のお 

ね え さ ん ）、。杜大叔 " （杜 の お じ さ ん ）、、、吴 妈 " （吴 の お ば さ ん ） などのよ 

うな、知 っ て い る 人 な ら 誰 に で も 呼 ば れ る 親 族 名 称 の ま ま 固 定 し た 通 称 が  

中 国の文学作品によく見られる。

身分名称

社 会 は 各 階 層 の 、 それぞれ 身 分 が ち が う 人 び と か ら な っ て い る 。 それに 

応じてお互いの呼び方も違う。封建的身分制度がニ千年ほどつづいてきた中 

国 で は そ の 階 級 に よ る 身 分 、 身分による呼び方の意 識 が 人 々 の 中 に 深 く 根  

を下しているのである。 だ か ら 、社会主義の 中 国 で も 官 僚 優 位 の 観 念 が 強  

く、社 会 生 活 の 中 で 敬 称 と 思 わ れ る 身 分 名 称 が 昔 か ら 現 在 ま で 、頻繁に使 

われて い る の で あ る 。

例 え ば 、幹部である人を  ''老 王 〃（王 さ ん ）、'老 张 同 志 " （張 同 志 ） と呼ん 

だ り す る と 、 その人 の 機 嫌 を 損 ね る こ と に な る 。 本 人 は 、、'〇 书 记 " （書記 

長 )や  部 长〃（部 長 • 大 臣 ）や ''科长 " （課 長 ） と呼ばれるのを喜んで、 

それ こ そ 自 分 を 尊 敬 し て い る の だ と 思 っ て い る の で あ る 。現 在 、役 所 、会 社 、 

学 校 、工場などの単位内で身分や職場を表わす名称が広く使われている。ま 

ず 上 下 関 係 に あ る も の を 四 種 類 に 分 け て あ げ て み よ う 。

(1)職名そのままのよびかた

''主任〃（主 任 ）''厂长〃、（工 場 長 )、''处长〃（部 長 )、''科长〃（課 長 ）、''股 

长" （係 長 )、" 組长〃（組 長 ）、 ''校 长 〃 （校 長 • 学 長 )、 ''部长〃（部 長 •大  

臣 )、 ''主席" （主 席 ）、V'总理" （総 理 )、、'书记" （書 記 長 ) 、"委员长ヴ（委



現代中国語の敬語表現一日本語との比較一

員 長 ）、、、老 师 〃 （先 生 ）、、'大 夫 〃 （お医者さん）、 、'师傅〃 （お 師 匠 さ ん ）

(2)姓 （姓 名 ） + 職名

(3)職 名 + 同志

た だ し 、 ''老 师 " 、 师傅〃には  '''同 志 〃 が つ け ら れ な い 。

(4)職 業 名 + ''叔 叔 • 阿姨"

''邮递员叔叔〃（郵 便 屋 ざ ん ）、 护士阿姨〃（看 護 婦 さ ん ）な ど が あ る 。

た だ し 、、'主任〃、、书记〃 长 〃 お よ び 老 师 " 、1 帀傅〃には適用しな

い。

ここ で 説 明 し て お き た い点が三 つある。一 つ は ⑵ の 「姓 +職 名 」 の場合 

は中国では下—上の呼 び か た だ け で な く 、上一> 下にも用いられることであ 

る。た と え ば 、工場長が部下の課長に  ''李科長〃（李 課 長 ）と 呼ぶ時もある。 

つ ぎ は 知 識 層 で 有 名 で 高 齢 な 学 者 、専 門 家 、芸 術 家 に 対 し て 、ゾ先生〃ある 

いは 'ヽ姓 + 老 . 先 生 " という尊称が使われる。たとえば ''魯迅先生〃 'ヽ郭老〃 

な ど が そ れ である。も う 一 つ は 日 本 語 の 「次 長 」「補 佐 」にあたる ''副 部 长 " 

''副 科 长 " な ど の 職 務 の 人 に 直 接 ''部长 " ''科长〃と呼んで敬意を表す傾向 

がある。

日本語の場合は、 日 本 人 の 集 団 意識と上司への忠誠意識、 または社会競 

争 と 協 力 の 関 係 に よ っ て 、 また身分意識の影響もあって上下の呼び方はか 

なりきびし く 感 じ ら れ る 。 たとえば⑴の身分名称と殆んどそのあとの訳名 

の ま ま 使 わ れ る で あ ろ う 。 ⑵ も 同 様 に 用 い ら れ る 。（3)は '''同志〃という 

使 い 方 は 行 わ れ な い が 「さん」 など を つ け て 用 い ら れ る 。 また職名の前に 

姓 を か ぶ せ 、後 に 「さん」 な ど を つ け て 用 い る 人 も い る 。 し か し 「先 生 」 

に は 「さん」 などをつけ る こ と は な い 。「師匠」は 「お 師 匠 さ ん 」 という形 

で 用 いられる。⑷ の 呼 び 方 は 親 族 名 称 に 入 れ て も い い も の で 、 日本語に見 

られないものである。

身分 名 称 で 敬 意 を 表 現 す る こ と は 、上 下 関 係 に 限 ら ず 、平等関係にもあ



る。 た と え ば 、（1)の 例 に 、 老 师 〃 师 傅 〃 を 除 い て 、 、'先生" をつければ、 

长 先 生 〃 の 形 で 同 等 的 な 敬 称 と な る の で あ る 。 しかし、 これは外国人 

と中国人との間の呼称の感じである。 外 国 人 に 対 し て 職 業 を 問 わ ず 、ネし儀 

と敬意を示す敬称として  '''先生 〃 と い う 呼 称 が 使 わ れ て い る 。 中国国民の 

間で用いられているのは  ''同志" と 職 業 名 + ''同志" が 一 番 多 い 。たと 

えば、 '■'司机 同 志 〃 （運 転 手 さ ん ）、 '''医生同志" （お 医 者 さ ん • 先 生 ）'''警察 

同志" （刑 事 さ ん • お 巡 り さ ん な ど ） ''售 货 员 同 志 〃 （店 員 さ ん ）ゃ解放军同 

志" （解 放 軍 さ ん ）などが一般的に 用 い ら れ て い る 。''老师〃（先 生 ）、"师傅" 

(お 師 匠 さ ん ） '''会计 " （経 理 士 ）な ど に姓をかぶせ、先 生 の 間 、労働者の 

間 、知 っ て い る 人 の 間 で 平 等 的 な 敬 称 と し て 用 い ら れ る し 、先生に対し学 

生の 父 母 も 一 般 の 人 も 敬 称 と し て 用 い ら れ て い る 。全く職業も名前も知ら 

な い 人 に 呼 び か け る 時 は 、''同 志 "だ け で いいのであ る が 、文 革 後 現 在 、ゃ师 

傅〃と ''老 师 "の 使 用 範 囲 は  ''同志〃を凌ぐ勢いで急速に広がる傾向が見 

られる2)。

日 本 語 の 場 合 は 社 会 の 各 職 業 が 平 等 な の で 殆 ん ど 「さん」 をつければい 

いのである。社 内 で も 同 僚 の 間 で 「〇 〇 さん」 という平等的な敬称が使わ 

れ て い る が 、 これは接 辞 的 な 表 現 に 入 っ て い る の で 身 分 名 称 と 異 な る 。

人称代名詞

現 代 中 国 語 の 人 称 代 名 詞 は 方 言 、俗 称 を 除 い て 単 数 は ''我〃（わ た し ）、M尔〃 

( あ な た ）、、'您 （あなた）、 ''他 " （か れ ）、、'她 " （か の 女 ） ぐらいで、複数 

の 場 合 ''我们〃（わ た し た ち ）、M尔们" （あなたたち）、、'他 们 " （か れ ら ）、'她  

们" （彼 女 た ち ） ぐらいで、 日 本 語 よ り 少 な い よ う で あ る 。 敬語専門のも 

の は ノ 您 〃 だ け で あ る 。 しかし、 この ' '您" の 活 躍 ぶ り が 目 立 ち 、敬語表 

現 の 機 能 が 高 い と 思 わ れ る 。例 え ば 、「明 日 、いらっしゃいますか」（明 天 、 

您 来 •吗 ？）「田中先生、お 電 話 で す 」 （田中老师、您 的 电 话 ） などの日本語
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の文 に 対 す る 訳 文 は 「いらっしゃる」、「お」に あ た る 敬 語 要 素 が ないが、、'您" 

の 存 在 に よ っ て 、 日本語の文より敬意が少ない感じはない。 それと類似す 

る例 は いくらでもあげられる。「め し あ が っ て く だ さ い 」（您 请 吃 吧 ）「お帰 

りになる時」（您 回 去 的 時 候 ）「お父上」 （您 父 亲 ）「社 長 、お 帽 子 で す 」（社 

长 、您 的 帽 子 ）などがそれである。

つ ぎ に 、 自 分より世代が上で地位の高い人に使われない第三人称  ''他タ 

は 語 用 論 的 、構 文 論 的 な 考 え か ら 見 れ ば 、文脈によってその制約が緩和さ 

れ 、敬 語 性 が 加 わ る 現 象 も 観 察 さ れ て い る 3し 例 え ば 、''王 老 师 和 他 夫 人 也  

来看你了〃（王 先 生 と お く さ ま も お 見 舞 い に い ら っ し ゃ い ま し た ）、 張爷爷 

他前年去世了〃（張 お じ い さ ん は お と と し 亡 く な ら れ ま し た ）のような文が 

そ れ で あ る 。文脈や呼称に照応的に用いられる  ''他 〃 は 尊 敬 す る 人 の 前 で  

も使えるようになって、全文から見て敬意表現の一部となっているように 

見 え る が 、V他 " そ の も の が 敬 語 表 現 と な り う る か ど う か は 、今後の調査と 

研 究 を 必 要 と す る 。

もう一つ言っておくべきことは中国語の第二人称  ''你〃、' 您" に 老 " あ 

るいは ''老 人 家 〃 を 、第三人称  ''他〃に ''老 人 家 〃 を つ け れ ば 最 高 の 敬 語  

となる4 例 え ば 、'、爹、您老也来了〃（お と う さ ん 、あなたさまもおいでに 

な っ て ）、 让您老人家受苦了" （あ な た さ ま に ご 苦 労 を お か け し ま し て ）''毛 

主席他老人家也来看我们了" （毛主席あのお方もお見舞いにいらっしゃった） 

な ど がそれである。

他 に 您"の 複 数  您们〃が書き言葉に時に見られるが、話し言葉には北 

京 あ た り 一 部 の 老 人 が 使 う 5〉ほ か 、殆 ん ど 見 ら れ な い 。 目前の二人または 

二人以 上 の人を敬 っ て 呼 ぶ 時 、 您" に ''二位 " ''两位〃 ''ニ老 " '''夫妇二人〃 

をつけて用いられるのである。
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2 —2 選語的な敬語表現

人の呼びかたに関する語を除けば語彙的手段による敬語表現が乏しいこ 

とは中国語の実態である。 しかし、数 は 少 な い が 使 用 頻 度 が 高 く 、有効に 

そ の 機 能 を 発 揮 し て い る と 思 わ れ る 。

助数詞、'位"

人間を数える単位として、'位〃と 个〃が使われる。、、今 ,, は人間にも動物 

にも事物にも使えるt凡用性のある助数詞であるのに対して '''位〃は人間の中で 

も尊敬すべき人だけに使われる。 た と え ば 、、一个小偷" （ある泥棒）と言えるが

—位 小 偸 〃 と は 言 わ な い 。 ''一 个 人 " （あ る者） と 言 う が '''一 位 人 "と は  

言わ な い 。ゃ一位先生" と言うが、ゃ一位男人" とは言いにくい。^一位太太〃 

( あ る お く さ ん ）というが、''一位女人〃とは言いにくい。また、文脈によっ 

て M立〃が使える場合と使えない場合がある。例 え ば 、*那 个 外国人真討厌〃 

( あの 外 人 は 本 当 に い や だ ）の 場 合 に は 、'个 " の か わ り に 、'位〃を入れか 

え ら れないが、 ''那 个 外 国 人 真 有 趣 〃 （あ の 外 国 人 は 本 当 に 面 白 い ） の場合 

には ''位 〃 を 入 れ か え ら れ る 。 刚才讲话的是个老师〃 （今お話をした方は 

先 生 で す ） では 个〃より ''位 〃 が ー 層 自 然 に 感 じ ら れ る 。

M立 〃 は ま た 、这〃 ゃ那クゃ哪" ''哪ー" などに付けて初対面の人の紹介ま 

た は 直 接 聞 く 時 に よ く 用 い ら れ る 。例 え ば 、这 位 是 李 老 师 。" （この方は李 

先 生 で す 。) 、ヽ'那 位 是 王 刚 同 志 。〃（その 方 は 王 刚 さ ん で す ）、 您 是 哪 一 位 ？ 〃 

( あ な た は ど ち ら さ ま で し ょ う か ） などがそれである。

''是 " '、有" の後 に 来 る 例 も あ る 。例 え ば 、 'ヽ她 真 是 位 好 姑 娘 。〃 （彼の女 

は 本 当 に い い 娘 で す ）、''从 前 、有位仙人住在山上〃（昔 、ある仙人さまが山 

の 上 に す ん で お ら れ ま し た ） な ど がそれである。

付 け 加 え る こ と と し て 、中 国 の 妻 ま た は 夫 同 士 の 間 で '''我 家 那 位 …〃（家 

の あ の 方 は ） をもってよく自分の夫あるいは妻をさして言ったりすること



が ある。 そ の M立〃は敬語という よ り 特 定 の 親 族 の 意 味 を 感 じ さ せ る 。 も 

し 、、我 家 那 个 …〃（家 の あ の 者 は ）と言ったら場合によって自分の子供を言 

うと理解されることもある。 これは '''位 "と い う 敬 語 要 素 の 転 用 で は な い  

か と 思 わ れ る 。

名詞の選択による敬語表現

①  ''老 婆 ,' 、 '、爱人,\ ''夫人"

こ れ ら は そ れ ぞ れ 日 本 語 の 「女 房 」「お く さ ん *ご 主 人 • 妻 • 夫」「夫 人 」 

にあ た る 。 ''老婆 " （女 房 ）は 親 し い 友 達 • 同 僚 の 間 で 使 わ れ る 、 くだけた 

言 い か た で あ る 。 ''爱人" は 一 般 同 僚 、知 り あ い の 間 で 一 番 多 く 使 わ れ る 、 

敬 語 で も な い し 俗 っ ぽ く も な い 言 い 方 で あ る 。 ''夫 人 〃 （夫 人 ） は目上の人 

や 国 家 指 導 者 の 妻 に 対 し て 使 わ れ る 言 い 方 で あ る 。 、'爱人" ''夫 人 "の 前  

に 、'您 " が か ぶ せ ら れ る が 、 '、老 婆 " の 前 に は か ぶ せ ら れ な い 。 、'老 婆 " が 

自分の妻を言 う 場 合 が 多 い の に 対 し 、 ''夫 人 〃 は 人 の 妻 を 言 う 場 合 で あ る 。

\ヽ爱 人 〃 は 自 分 の 側 に も 他 人 側 に も 言 え る 。

男 の 立 場 か ら 言 え ば 日 本 語 に は 「女 房 」 「お く さ ん • 妻」 「夫 人 」 がそれ 

と 対 応 し て い る が 「女 房 」は 自 分 の 妻 を 言 う 場 合 に 使 わ れ る の に 対 し 、「夫 

人」は人の妻 を 敬 っ て 言 う 場 合 に 使 わ れ る 。''爱 人" と 対 応 し て い る の は 「お 

くさん」 と 「妻」 の ニ 語 で 相 手 側 を 言 う 場 合 に は 「おくさん」 が使われる 

が 、「妻」は 自 分 側 を 人 に 言 う 場 合 に 使 わ れ る 。自分にも他人にも使われる

爱 人 "は 日 本 語 に 相 当 す る こ と ば が 見 あ た ら ないのである。

②  ''生日〃、 ''寿辰〃、 ''诞辰〃

こ れ ら は 日 本 語 の 「誕生日」に あ た る も の で あ る 。'、生日〃は一般に使わ 

れ る が 、ヰ寿辰〃はとくに尊敬すべき高齢者に対して使う。国家指導者の誕 

生日を言う時には  ''诞 辰 〃 が 使 わ れ る 。 日本語より場合に応ずる顧慮があ

現代中国語の敬語表現一日本語との比較一

るわけである。



③  '、年 令 " ''年纪 " 、'岁数"

こ れ ら は 日 本 語 の 「お年」 にあたるが日本人の間では年齢を聞かないの 

が 礼 儀 だ と い う 意 識 に よ っ て 年 に 関 す る 表 現 は 抑 え ら れ て い て そ の 機 能 が  

発 達 し て い な い よ う で あ る 。そ れに対し、中国語には ''年令〃、'、年 纪 〃、、、年 

岁〃、 岁数〃、ヰ高寿〃などがある。 し か も 選択的機能が発達している。 年ヾ 

令 " は 人 間 に も 動 物 と 植 物 に も 使 わ れ る 無 色 透 明 な 言 葉 で あ り 、相手の年 

齢 、身 分 を 問 わ ず 事 務 的 に 年 齢 を た ず ね る 場 合 に 使 わ れ る 。 高齢者に対し 

てたずねる場合には  ''年 纪 〃 、'年 岁 " ''岁数〃 '、高 寿 〃 な ど が 使 わ れ る 。適当 

な 言 葉 を 用 い れ ば 高 齢 者 や 目 上 の 人 に 年 齢 を き く の も 失 礼 と な ら な い 。

動詞の選択による敬語表現

日 本 語 には同じ意味で使われ、敬 意 度 の 違 う 動 詞 、例 え ば 、「食べる— め 

しあがる」「行 く— い ら っしゃる」な ど の よ う な 敬 語 表 現 が 多 く あ る が 、中 

国 語 に は あ ま り 多 く な い が そ う い う 表 現 も 多 少 見 ら れ る 。

① ''P斗" と 青 "

青他讲话。" （か れ に 話 を す る よ う た の む ） と '''叫 他 讲 话 。〃 （かれに話 

をさせる）の ニ 文 は 前 者 は 敬 語 表 現 と な る が 、後者は話者から圧力をかけ 

て 無 理 に 話 を さ せ る 意 味 と な る か ら 敬 語 表 現 で は な い 。また ''叫医生〃（医 

者 を 呼 ぶ ） より ''请 医 生 " （医 者 に き て い た だ く ）の 方 が 敬 語 表 現 と な る 。

H青〃は独立語としての動詞の使い方のほかに助動詞としても広く使わ 

れ て い る 。 それ に 関 し て は 後 に ふ れ る こ と に す る 。

② 、' 吃饭"と  ' '用饭〃、ゃ喝茶" と 、' 用茶"

、H青吃点心〃（お 菓 子 を た べ て く だ さ い ）の '''吃 〃を使わ ず に 请 用 点 心 〃  

( お 菓 子 を め し あ が っ て く だ さ い ）の ''用〃を使った方が敬意度が高くな 

る。 同様に ''请 喝 茶 "よ り  ''请 用 茶 〃 の 方 が 敬 意 度 が 高 い 。

③  '、会见 '  ''拜见" 、 ''接 见 "
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'ヽ会见〃（会 見 す る ）は外交上また は 他 の 公 式 な 場 合 で 両 国 ま た は 両 方 の  

責 任 者 な ど が 平 等 に 面 会 す る こ と を 言 い 、敬 語 表 現 に 入 ら な い の に 対 し て 、 

''拜见 〃 （お 会 い す る ）と 接 见 〃 （接 見 す る ）は 敬 語 に 入 る と 思 う 。''拜见〃 

は 主 体 を 低 め る 表 現 で 、 '''接见 " は 身 分 の 高 い 人 の 行 為 を 言 う 表 現 で あ る 。

④ 冑 示 〃、 '''作指示〃

青示〃（ご指示を あ お ぐ ）は部下が上司や責任者から指示をいただくこ 

と で あるのに対し、 ''作 指 示 〃 （指 示 を 下 す ）は 上 か ら下へ指示を伝える意 

味 と な る 。 それらを使うことによって受 け 手 に 大 変 な 敬 意 が 感 じ ら れ る の  

で 敬 語 表 現 に 入 る と 思 わ れ る 。

⑤  ''汇报 '  报告"

両 語 と も 日 本 語 の 「報 告 」 と訳されているが、 中国語の ''汇报〃は部下 

から上司へ報告をすることから自分の 講 演 や 講 義 を 謙 遜 し て 言 う 場 合 に も  

使 え る よ う に な っ た の で あ る 。 'ヽ报告〃は講演者や責任者の立場でその講演 

を言 う 場 合 も あ る し 、個 人 が 組 織 や 上 司 に 自 分 の 仕 事 、計 画 、考えなどを 

報 告 す る こ と も あ る 。例 と し て M乍汇报〃（ご 報告する）、 ''作 ?艮告〃（報告 

を す る • 講 演 を す る ）、 ''打 报 告 〃 （報 告 書 を 書 く ）、 '''打 小 报 告 "（告げ口を 

す る ） など が あ る 。

⑥  ''死 ',、 ''逝世 "

日 本 語 で は 「死ぬ」 に 対 す る 敬 語 は 「なくなる」 「な く な ら れ る 」 「おな 

くなりになる」や 「逝 去 さ れ る 」 などがあるがその多くは形態的な手段に 

よ る ものだが、 中国語では '''死 〃 に 対 す る 敬 語 、忌 語 が か な り 多 い 。 いず 

れ も 語 彙 的 な 表 現 で あ る 。現 在 、使われているのは  ''去故〃（な く な る ）ノ'去 

世 〃 （な く な る ）、 ''过 世 〃 （な く な ら れ る ）、 '''逝 世 〃 （逝 去 さ れ る ）、 ''永別 " 

(永 別 す る ）、 ''长眠〃（永 眠 す る ） な どがある。

⑦  活〃、 ''在世〃、 ''健在 "

'•'死 " （死 ぬ ）に 対 し て 活 " （い き る ）が あ る 。 '''去 世 〃 （な く な る ）に



対して ''在 " '''在 世 " （こ の 世 に 居 る . 在 命 さ れ る ）が あ る 。二つとも自分 

側にも人の側にも使われるが敬意度が違う。例 え ば 、M尔父亲还在（世 ）吗 ？ 〃 

( お 父 さ ん は ま だ い ら っ し ゃ い ま す か 。）に '、在" の か わ り に 活 着 " （い 

きている） を 使うと失礼なことになる。 ''健 在 " （健 在 す る ）は敬語専用表 

現 と し て 相 手 側 に 対 し 広 く 用 い ら れ て い る 。

2 —  3 接辞的な手段による敬語表現

これについては詳しい報告がある6〉。現代中国語の敬語にまだ使われてい 

るか に つ い て も っ と は っ き り と し た 説 明 が ほ し い の で 、 それに少し例を付 

け 加 え て 、筆 者 の 内 省 に よ っ て 判 断 さ せ て い た だ ぐ こ と に す る 。 ◎ は 口 頭  

と文章に使われていることを、〇 は 口 頭 と 文 章 に 時 に 使 わ れ る こ と を 、△ 

は 文 章 に ま た は 口 語 に た ま に 見 ら れ る こ と を 、 x は 殆 ん ど 使 わ れ ないこ と 

を示す。

⑴尊敬

贲ー◎贲 国 （貴 国 ）、〇贵 校 （貴 校 ）、贲 姓 （ご名字）、◎贵 方 （そちら 

側 ）

高 一◎高 见 （ご高見）、〇高 寿 （お 年 一 老 人 に た ず ね る 場 合 ）、〇高 徒 （お 

弟 子 ）

大 ー ◎大 作 （貴 著 ）、〇 大 名 （ご高名）、〇 大 驾 （貴 方 )

令一  X 令 尊 （お 父 上 )、X 令 堂 （お 母 上 ）、X 令 郎 （ご 令 息 ）、X 令 爱 （ご 

令 嬢 ）

贤 ー△贤 弟 （自 分 よ り 年 下 の 友 人 や 自 分 の 弟 に 対 す る 敬 称 ）、△贤 妻 （他 

人 の 妻 に 対 す る 敬 称 ）、 X 贤 侄 （甥 に 対 す る 敬 称 ）

尊 一 〇尊 姓 （ご 名字 )、X 尊 府 （お 宅 ) 、X 尊 驾 （お 宅 ）、〇尊 夫 人 （おく 

さま）

宝一  X 宝 地 （御 地 ）、 X 宝 眷 （ご家族）
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雅 ー X 雅 教 （ご 教示）、 X 雅 意 （お 考 え ）〇雅 兴 （ご 興味）

台一  X 台 甫 （ご 雅号）、 X 台 鉴 （ご覧 に な る ）、 X 兄 台 （貴 君 • 貴 下 ） 

赏 ー △ 赏 光 （お い で く だ さ る ）、 X 赏 收 （お 収 め く だ さ る ）

光 一 o 光 临 （ご 来 駕 く だ さ る ）、△光 顾 （ご愛顧く だ さ る ）

惠ー〇 惠 赠 （ご 愛 顧 に な る ）、 X 惠 顾 （お 贈 り に な る ）、 X 惠 临 （ご来駕 

に な る ）

⑵謙譲

贱 ー X 贱 姓 （わ た し の 名 字 ）、 X 贱 恙 （わ た し の 病 気 ）、 X 贱 内 （わたし 

の 妻 ）

敝 ー  X 敝 姓 （わ た し の 名 字 ）、 X 敝 处 （わ た し の と こ ろ . わ た し の 家 ）

鄙一  X 鄙 人 （わ た く し ）、 X 鄙 意 （愚 見 ）、 X 鄙 见 （愚 見 ）

舍 ー X 舍 弟 （わ た し の 弟 ）、 X 舍 妹 （わ た し の 妹 ）、 X 舍 侄 （わたしのお 

ぃ）

家一  X 家 父 （わ た し の 父 ）、 X 家 母 （わ た し の 母 ）、 X 家 叔 （わたしのお 

じ）

愚 一 愚 见 （愚 見 ）、△愚 兄 （わ た く し 一 自 分 よ り 年 下 の 友 人 に 対 し て）、X 

愚 妻 （自分の妻）

拙一 X 拙 见 （愚 見 ）、〇拙 作 （拙 作 ) 、〇拙 著 （拙 著 ）、 X 拙 笔 （拙 筆 ） 

小 一 A 小 弟 （私 一 同 輩 に 対 し て ）、 X 小 人 （わ た く し め ）、 △小 女 （わた 

しの娘）

拜 ー ◎拜 托 （お 願 い す る ）、◎拜 会 （ご面会する）、◎ 拜 访 （ご訪 問 す る ）、 

◎ 拜 见 （お 会 い す る ）、◦ 拜 别 （お 別 れ す る ）、A 拜 读 （拝 読 す る ）、X 

拜 请 （お 願 い す る ）

奉 一 ◎奉 陪 （お 供 す る ）、◎奉 劝 （お 勧 め す る ）、◎奉 告 （お 知 ら せ す る ）、 

◎奉 还 （お か え し す る ）、◎奉 送 （差 し あ げ る ）

現代中国語の敬語表現一日本語との比較一

尊敬語にはいくつか生きていることばがあるが謙譲語の名詞は殆んど用い
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られなくなっている。、'奉"、、拜" は尊敬語と謙譲語より皮肉った場合に使われる。 

使 わ れ て い る も の で も 場 面 が 限 ら れ て い る 。現 代 中 国 語 の 接 辞 的 な 敬 語 表  

現 は 日 本 語 と 比 べ も の に な ら な い ほ ど 少 な く な っ ている。

しかし、中国の伝統的な家父長制の意識に根ざしている親族名称の一部は 

接 辞 的 な 形 で 存 在 し て い る 。例 え ば 叔 " （お じ ）''嫂 " （お ね え さ ん ）'、姐" 

( お ね え さ ん ）などは人の姓あるいは名の後につけて  洪 叔 " （洪 お じ さ ん ）、 

、'李 嫂 " ( 李 の お ね え さ ん ）'''水英 姐 " （水 英 お ね え さ ん ）のようによく使わ 

れ て い る 。しかし、この現象は人称的敬語表現と接辞的敬語表現にまたがっ 

て い る も の で 、本 稿 で は 人 称 的 敬 語 表 現 に 入 れ る こ と に す る 。

2 一 4 糖文的手段【•■•よる敬語表現

日本語は膠着語で屈折語の性質を帯びている言葉なので構文的手段であ 

ろう と 、語 彙 的 な 手 段 で あ ろ う と 、広 く 言 語 の す み ず み ま で 敬 語 表 現 が 浸  

透 し て い る の に 対 し 、 中 国 語 は 孤 立 語 で 膠 着 語 と 屈 折 語 の 性 質 が 極 め て 少  

な い の で 限 ら れ た 助 動 詞 と 助 詞 を 駆 使 し て 可 能 、疑 問 、仮 定 、譲 歩 、前置 

きなどの手段、 い わ ゆ る 構 文 的 な 手 段 に よ っ て 文 を 和 ら げ て 相 手 に な る ベ  

く 心理的負担をかけない よ う 敬 語 表 現 を つ く る の で あ る 。戦 後 、欧米語か 

ら の訳書がふえ、言 語 に 対 す る 影 響 も 見 逃 せ な い 事 実 で あ る 。戦前の中国 

語 に は 接 辞 的 な 手 段 に よ る 敬 語 表 現 と 語 彙 的 な 専 用 敬 語 い わ ゆ る "客 套话〃 

(あいさつの時のきまり文句）が 多 か っ た が 、現代中国語には人の呼称と 

構 文 的 な 手 段 に よ る 敬 語 表 現 が 広 が っ て い る の で は な い か と 思 う 。 これに 

ついては、特 に 指 摘 し て お き た い の は 「文 革 」 前 に は 中 国 語 の 構 文 的 手 段  

に よ る 敬 語 表 現 は そ れ ほ ど 発 達 し な か っ た が 、文 革 後 と く に 経 済 改 革 と 対  

外 開 放 以 来 ， 急 速 に 発 達 し て き た よ う に 感 じ ら れ る 。 原 因 と な る の は 「文 

革 」 前 の 人 間 関 係 は 平 等 で 親 し み の こ も っ た も の が 多 く 、お互いにそれほ 

ど 気 を 使 わ な く て い い 状 態 に あ っ た が 、文 革 後 に な る と 、 人間関係は権力



( 人 事 権 、財 務 権 、物 資 権 な ど ）の 力 関 係 や 、'''同 志 "意 識 の 衰 退 に よ る 国  

家 信 頼 か ら 家 族 信 頼 へ の 転 換 で お 互 い の 親 し み が 減 り 、顧慮が必要な状態 

に な っ た た め で あ ろ う 。

このように発展してきた構文的手段による敬意表現は中国語にどういう 

形 で 存 在 し て い る の か を 実 例 を も っ て 見 て み よ う 。「ペ ン を 借 り る 」依頼表 

現 と 設 定 す れ ば 、次 の 表 現 が あ る 。

① 借 ー 下 笔 。 （ペ ン を 貸 し て ） .

② 请 用 一 下 你 的 笔 。 （ペ ン を 貸 し て 下 さ い ）

③ 请 让 我 用 一 下 笔 。 （私 に ペ ン を 使 わ せ て く だ さ い ）

④ 请 您 让 我 用 一 下 笔 。 （ペ ン を 使 わ せ て く だ さ ら な い ）

⑤ 能 请 您 让 我 用 一 下 笔 吗 ？ （ペ ン を 使 わ せ て く だ さ い ま せ ん か 。）

⑥ 能 不 能 请 您 让 我 用 一 下 笔 呢 ？ （ペ ン を 使 わ せ て い た だ け ま せ ん か ）

⑦ 是 不 是 能 请 您 让 我 用 一 下 笔 呢 ？（ペンを使わせていただけませんでしょ 

ぅか。）

⑧ 不 知 道 是 不 是 能 请 您 让 我 用 ー 下 笔 。（ペ ン を 使 わ せ て い た だ け ま す か 分  

りませんが）

⑨ 我 想 是 不 是 能 请 您 让 我 用 一 下 笔 呢 。（ペ ン を 使 わ せ て い た だ け ま せ ん で  

しょうかと 私 は 思 い ま す が ）

と い う よ う な 丁 寧 度 の 差を示している構文である。一番丁寧度の低い①を 

分 解 す れ ば  ''動 （借 ）+ 連 （一 下 ）+ 名 （笔 )〃か ら な る 三 語 文 で あ る 。一 

番 丁 寧 度 が 高 い ⑨ を 分 解 す れ ば 、''代 （我 ）+動 （想 ）+ 助 動 （是 ）+ 連 （不 

是 ）+ 助 動 （能 ）+ 応 （请 ）+代 （您 ）+動 （让 ）十 代 （我 ）+動 （用 ）+ 

連 （一 下 ）+ 名 （笔 ）+助 （呢 )〃と い う 十三語からなる複雑な構文となる。

構 文 的 手 段 に よ る 敬 意 表 現 は 日 本 語 に ど う い う 形 で 存 在 し て い る の か を  

調 べ て み よ う 。 同 じ 場 面 を 設 定 し て お こ う 。

① ペ ン を 貸 し て 。
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② ペ ン を 貸 し て く だ さ い 。

③ ペ ン を 貸 し て く だ さ ら な い ？

④ ペ ン を 貸 し て く だ さ い ま せ ん か 。

⑤ ペ ン を 貸 し て く だ さ い ま せ ん で し ょ う か 。

⑥ ペ ン を 貸 し て い た だ け ま せ ん で し ょ う か 。

⑦ ペ ン を 貸 し て い た だ け ま す で し ょ う か 。

⑧ ペ ン を お 貸 し い た だ け ま せ ん で し ょ う か 。

⑨ ペ ン を お 貸 し い た だ け ま す で し ょ う か 。

というような構文がある。ま ず 一 番 丁 寧 度 の 低 い ① を 分 解 す れ ば 、「名 詞 (ぺ  

ン）+助 詞 （を）+動 詞 （貸 す ）+助 詞 （て ）」 という構造である。一番丁 

寧 な ⑨ を 分 解 す れ ば 、「名 詞 （ペ ン ）+助 詞 （を）+ 接 頭 辞 （お ）+動 詞 （貸 

す ）+補 助 動 詞 （いた だ く ） +助 動 詞 （ます）+助 動 詞 （で す ） + 助動詞 

( う）+助 詞 （か ）」 という構造となる。構 造 か ら 分 か る よ う に 、 日本語の 

文 は そ の 丁 寧 度 を 高 め る 方 法 が 動 詞 の 変 化 と 補 助 動 詞 、助動詞の付加にた 

よっている。授 受 関 係 も 動 詞 に 補 助 動 詞 と 助 動 詞 を つ け る こ と に よ っ て 表  

示 さ れ ている。わ り あ い に 機 能 的 構 造 だ と 分 る 。 中国語は日本語とちがっ 

て 動 詞 の 語 形 変 化 や 動 詞 へ の 助 動 詞 の 付 着 に よ っ て 授 受 関 係 と 敬 意 を 表 現  

す る こ と で な く 、動 詞 （使 、 让、 请 ） と代名詞によって授受関係を表わし 

て い て 、助動詞とその慣用型  ''是 不 是 " 、 ''能不能〃と相手 に 押 し つ け る の  

を避けるための ''我 想 …" 、 ''我 觉 得 好 像 …〃および 要 求 緩 和 の 前 置 と 後 置  

例 え ば "可 能 的 话…" 、 ''好不好〃、"好 吗 "な ど に よ っ て 丁 寧 度 を 高 め る 役  

割 を 果 た し て い る の で あ る 。 例 え ば 、住 宅 難 の 中 国 で 平 の 社 員 が 、住宅分配 

委 員 会 の 委 員 で あ る 、 い ば っ て い る 課 長 に  ''如 果 可 能 的 话 ， 我想是不是 

能 请 王 科 长 給 我 在 会 上 简 单 地 提 ー 下 ，好 吗 ？" （も し で き ま し た ら 、王課長 

さ ん に 会 議 で 一 言 で も お 話 し い た だ け ま す で し ょ う か と 思 い ま す が ） と言 

う例が現実にある。
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こ う い う 構 造 上 の 違 い こ そ 、 日本語教育と中国語教育に多大な困難をも 

た ら し て き た の で あ ろ う 。

3 . 中日両国語の敬語表現の異同

現 代 中 国 語 の 敬 語 表 現 の 主 線 に そ っ て 両 国 語 の 敬 語 表 現 を 眺 め て き た 。 

一 体 、共 通 し て い る 所 は ど こ で あ ろ う か 。相違点は何処にあるのであろう 

か 。主 観 的 な も の で あ る か も し れ な い が 、一 応 結 論 をここで簡単にまとめ 

て お き た い 。

共通点

1 . 両 国 語 の 敬 語 表 現 が 存 在 す る 基 本 的 な 条 件 に 共 通 性 がある。人間社 

会には人 間 の 行 動 を コ ン ト ロ ー ル す る 本 能 的 欲 望 と 行 動 規 範 がある。つま 

り どん な 社 会 の 人 間 で も 尊 敬 さ れたい、尊 敬 し な け れ ば な ら な い 、愛した 

い 、愛 さ れ た い と い う よ う な 基 本 的 な も の が 存 在 し て い る の である。敬語 

行 動ひいて敬語表現もその上に築かれているものであると思う。中国語には 

敬 語 が な い と か 、ほ と ん ど な い と か い わ れ て き た が 、人 間 社 会 で あ る 以 上 、 

敬 意 表 現 が な い こ と は 考 え ら れ な い の で あ る 。 中国語にはその言語の構造 

によって体系的敬語表現が少ないように見えるが、実 は 社 会 、文化とくにそ 

の 中 の 人 間 関 係 の あ り 方 に 応 じ た さ ま ざ ま な 敬 語 要 素 は 違 っ た 構 造 に 組 織  

されているかも知れない。量の差はあるかも知れないが、質の差はないので 

は な い か と 考 え ら れ る 。

2 .両 国 語 の 敬 語 表 現 の 発 展 傾 向 に は 一 致 し て い る と こ ろ が あ る 。経済 

発 展と商業競争によって構文的手段に よ る 敬 語 表 現 が 複 雑 化 し て 急 速 に 日  

常 生 活 に 普 及 さ れ て い る 現 象 が 両 国 語 に も 見 ら れ る 。

相違点

1 .中 国 語 の 親 族 名 称 は 日 本 語 よ り 多 く 用 い ら れ る 。年長者への尊敬か 

ら き ているもので呼ばれる側にも抵抗がないことは日本人が若く見られた
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いという心理条件と対照的となる。それがもとで、中国語は親族名称の非親 

族 転 用 現 象 は 強 い 生 命 力 を 示 し て い る と 同 時 に 、 日本語では減少する傾向 

が 見 ら れ る よ う に な っ た の で あ ろ う 。

2 .中 国 語 は 一 つ の 敬 語 表 現 の 使 用 頻 度 が 高 い し 、表 現 効 果 も 高 い 。 中 

国語の '''您 〃 と 青 " が い ろ い ろ な 場 合 に 使 わ れ 、 いろいろな機能をみせ 

ている。 また、中 国 で デ パ ー ト の 店 員 の 、' 您来了" （い ら っ し ゃ い ま せ ） と 

い う 一 言 で 客 が ど う し て も 何 か 買 い た く な る と い う よ う な 効 果 が あ る 。 も 

ちろん、 こ れ に は 社 会 的 心 理 的 原 因 が あ る が 、適当に無駄 な く 言 葉 づ か い  

に 工 夫 を こ ら す こ と に よ る 効 果 が あ る の で あ ろ う 。 日本語には一つの敬語 

表 現 に 対 し て 敬 語 の 数 が 多 い か ら 使 わ れ る 頻 度 が 相 対 的 に 低 く 、 また表現 

の無 駄 が あ る 。 たとえ ば 、デ パ ー ト の 店 員 は 読 経 の よ う に 「いらっしゃい 

ませ、本日はご来店いただき ま し て ま こ と に あ り が ' とうございました。」と 

無 神 経 に く り か え し て 言 っ て い る が 、客 の ほ う で そ れ を ち ゃ ん と 聞 く 人 は  

まれであろう。

3 .接 辞 的 な 敬 語 表 現 は 中 国 語 に は 少 な い が 日 本 語 に は 多 く 見 ら れ る 。 

例 え ば 、2 . 3 に あ げ ら れ た 中 国 語 に 生 き て い る も の は 、'贲〃、、'拜〃、''奉" 

な ど い く つ も な く 、 し か も そ れ ら は 殆 ん ど 書 簡 や 公 用 文 に 用 い ら れ 、 日常 

生 活 に は 殆 ん ど 行 な わ れ な い の で あ る 。 そ れ に 対 し て 日 本 に は 「お」 「ごj

「方」 「さま」 「さん」 「くん」 な ど が 日 常 生 活 に よ く 使 わ れ る 。 「贵 」 「高」 

「大」 「令 」 「拝 」 「拙 」 「氏」 「殿」 な ど は 書 簡 、文 書 に よ く 使 わ れ ている。

4 . 中 国 語 の 接 辞 的 な 敬 語 表 現 は 少 な い だ け で な く 洗 用 性 が 低 い 。 たと 

えば ''贲〃 という接頭語は ''姓〃、 ''国" 、 ''校〃、 ''公司〃、 ''庚〃などいくつ 

か だ け に か ぶ せ て 敬 語 を つ く れ る が 、 日 本 語 の 「お」「ご」などは非常に広 

く使われる点が異なる.。

5 . 人 称 以 外 の 語 彙 的 敬 語 表 現 は 中 国 語 に は 少 な い が 日 本 語 に は 多 く 見  

られる。
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6 . 日本語では尊敬語、謙 譲 語 、丁 寧 語 の 三 つ と も 発 達 し て い る が 、 中 

国 語 に い ま 、尊 敬 語 は あ る が 謙 譲 語 は 少 な い 。

4 . おわりに

中日両国語における敬語表現の違レ、に よ っ て 、 日本語教育と中国語教育 

に も ひ び い て い る と 思 わ れ る 。こ こ で は 次 の 三 つ の 点 を 指 摘 し て お き  

た い 。

1 . 日 本 語 の 構 造 は 中 国 語 の そ れ と ち が っ て 、構 文 的 な 敬 語 表 現 に 授 受  

関 係 を 示 し て い る 動 詞 、補 助 動 詞 、助 動 詞 が 多 く あ る が 、 中国語では授受 

関 係 は 動 詞 ま た は 前 置 詞 + 代 名 詞 ま た は 名 詞 の 組 合 わ せ に よ っ て 表 わ す の  

が 普 通 で あ り 、動 詞 自 身 は 授 受 関 係 を 表 す 機 能 が 弱 い 。 そ れ が 原 因 で 、 中 

国 人 の 日 本 語 学 習 者 は 「くださる」を 「あげる」と、「〜ていただく」を 「〜 

せ て い た だ く 」 と混同し、授 受 関 係 を 誤 用 す る 例 が 多 い よ う で あ る 。

2 . 中 国 語 に 接 辞 的 な 敬 語 表 現 が 少 な い か ら ， 中国人の日本語学習者が 

「あな た は 李 小 平 で す か 」「こ ち ら は あ なたの弟ですか」 と い う よ う な 「さ

ん」を 欠 い た 誤 用 文 を つ く る こ と が よ く あ る 、という7 そ れ に 反 し て 、日 

本 人 の 中 国 語 学 習 者 に は ''wang ying (王 英 )〃 の あ と に 「さん」 をつけな 

い と お ち つ か な い 人 が い る 。

3 . 中国語に動詞としての敬語が少ないから中国人の日本語学習者にとっ 

て は 場 面 と 相 手 に よ っ て 適 当 に 尊 敬 語 と 謙 譲 語 を 選 ぶ こ と が 難 し い 。例え 

ば 、 え ら い 先 生 に 「先 生 は ま だ 私 を 覚 え て い る で し ょ う 」 と か 「先生も来 

るでしょう」とかいう 人 が い る8 日 本 語 の 「いる」「くる」に 対 応 す る 「い 

らっしゃる」 「おられる」 「見え る 」 「おいでになる」 などいろいろあるか'、 

中 国 語 の 、'在〃、'来 〃 に 対 応 す る 敬 語 が な い からその動詞に対して選ぶ意識 

も弱いのであろう。

広 く 調 べ れ ば ま だ い ろ い ろ 観 察 さ れ よ う 。今 日 、 中国でも敬語表現を語
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学教育と問連して考えるときがきた。国際化時代に応じて相手国の文化を映 

す敬語を使いこなせる人材を育成しなければならないのではないかと思う。

最後に本稿作成 に あ た っ て 本 学 研 究 所 の か た が た の ご 協 力 と ご 助 言 を い  

ただいた。 とくに元本学教育学部教授• 国立 国 語 研 究 所 名 誉 研 究 員 大 石 初 太  

郎先生と本学研究所研究員田中寛先生には全文に目を通していただき、貴重 

な 助言を 承 っ た 。 こ こ で 謹 ん でお礼を申し上げる。

注

1 )南 不 二 男 （1977年 ）「敬 語 の 機 能 と 敬 語 行 動 」 （岩 波 講 座）P 3 〜 4 によ 

る。 「狭 義 」 「広義」 の 分 け 方 は 筆 者 に よ る 。

2 ) ' ' 师 傅 " は北 京 あ た り で 多 く 見 ら れ る 。 ゃ 师 傅 〃 と 老 师 〃 は 子 供 に 対 じ  

て 使 わ れ な い 。

3)木 村 英 樹 （1987年 ）の論文による。

4 )興 水 優 （1977年 ）の論文に よ る 。''他 老 人 家 "の  ''他 " も 第 3 人称の敬 

語 性 問 題 と 関 連 す る 。

5 )呂 叔 湘 （1984年 ） によると北京あたりでヽ '您 们 〃 と い う言い方が存在 

し て い たというから、一 部 の 年 輩 の 人 に ま だ 使 わ れ て い る わ け で あ る 。

6)興 水 優 （1977年 ） の論文による。

7 )佐 治 圭 三 （1983年 ） の 論 文 P41によ る 。

8 ) ----- (1983年 ）の 論 文 P43による。
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