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は じめ に

　筆者 はか つ て 上 海外国語学院で 日本語の 教育に 従事 し た こ とが ある。以下は 当時学生 の 中文

日訳添作の 分析を試み た もの で ある 。 中文 日訳を総括的見地か ら論 じた もの で はない が
， 彼の

地 の俗諺に 「小 さ い 雀 に も五 臓六 腑は そなわ っ て い る。」 とい うよ うに ，
一

添作例 の 分析 に 「孤

立 語」 か ら 「膠着語」 へ の 訳の 困難 さの 基本的，普遍的問題が現れて い る と思 うの で ，旧稿の

塵を払 っ て 記録 に と どめた い と思 う。 （注 1）

　上海外語学院 日語教研室編 「日語 （に ほ ん ご）」第五 冊上 は ，第
一

課 「め くらに な っ た 名僧」

か らは じま る 。
「め くら に な っ た名僧」 とは鑑真和上 の こ と で あ る。そ の 課 の 終了 時に

， 発展教

材 と し て 「人民 日報」 の鑑真紹介記事 の
一

部 を与え ，中文 日訳 の練習を試み た。

　全体的 に い っ て ，学生 の 訳文は 何 とか 日本語に な っ て い る が ，か な りよ く訳せ た もの で も，

これを そ の まま鑑真紹介の パ ン フ レ ッ ト と して公 開で き る水 準に は まだまだ大 きな へ だた りが

あ っ た 。（帰国後 日本 の大学の 中国語教育 に 関わ る 日 々 を送 り，い まは ，む しろ彼 らは よ くや っ

て い た と思 っ て い る 。 ）学生 は 三 年 に な っ た ばか りで ， 特に翻訳に つ い て 専 門的訓練を 受 け て

い るわ け で は な い の で ，そ こ ま で の こ とを望ん で は い なか っ た が ，練習 ，添削を通 じて ，徐 々

に そ こ ま で もっ て い こ うとい うの が抱負で あっ た 。

　以下中国人 の 中文 日訳一般の 問題点 と の 関 りに 意 を払 い つ つ ，分析 の 結果を示 した い 。

課題文
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　 筌真在 日本生活了十年 ， 対 日本文化的友展 ， 中 日文化交流作 出的貢献是巨 大的。当然迭秤

功績不是他个人 的，但 没有他的領尋和 堡持 ， 是不可能有 逮祥成功 的。

　筌真 奈渡和生活的肘代 ，
正 是唐朝文化繁柴的日寸期 ， 而 他有意沢 地率領

一
批 有実阮知 VR的人 ，

帯去不 少A’
本 ，

工 具和技ボ。他 把盛唐文 化侫到 日本，餐迂 日本的消化 吸 收和炭 展 ， 成 了天平

文化的組 成部分 。当肘 的天 平文 化 是可 与 盛唐文 化相 娩美而夸耀于 世界的。

　 当然，筌真的貢 献主要在 日本仏教方面。現在 日本仏教史上 ， 以筌真力律宗的汗山祖 ，授戒

制度也 由他 汗始。他対 日本仏教 的友展起 了很大作用 。

　 以中 日文 化角度来看，筌 真
一

行 的功 績，不 止 是把盛唐文化帯到 日本，而 且 是 同 日本 固有文

化 相拮 合，促迸 了 日本文 化 的炭展 。

　 　学 生 A 訳例

  鑑真は 日本で 十年 ぐら い くら し ま した 。日本文化の 発展 と中国文化交流に 大 きく貢献 し ま し

た 。  もちろ ん こ の 功績 は か れ 自分 の で は な い が ，か れ の 指導 と堅持が なければ，こ よ うな成
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む　む　む　む　　

功が あ りえ ませ ん 。  鑑真が東渡と生活 の 時代 は唐 の 文化が 栄え て い た 時期で す。か れ は意識

的に 実 際知識 を持 っ た 人を率い ，た くさ ん の 書籍や道具や技術 を持 っ て い きま し た 。  か れは

盛唐 の 文化を 日本へ 伝え ，日本 の 消化 ，吸収 ，発展 を通 じて ，天 平文化 の
一
部分に な りま した 。

  当時 の 天平文化 は 唐の 文化 と肩 を並 べ て 世界に … （空欄） …  勿論 ，鑑真の 貢献は 主 に仏教

の 方面 です。  現在 日本仏教史に お い て鑑真を律宗 の 「開山祖」 と して い ます。戒を 授け る と

い う制 度 も始 ま っ た の で す 。   かれは 日本仏教 の 発展 に 大 きなや くわ りをはた しま した 。

　  中 国文化交流史か らみ れば ，鑑真
一

行の 功績 は盛唐の 文化を 日本へ 持 っ て 行 っ た こ とだ け

で はな く ， 日本 の 固有文化 と結び つ い て
， 日本文化の 発展を進め ま した。

　 こ の 訳文は   の 圏点を施 し た部分の 強引な漢語の 持 ち込み を 除き，ク ラ ス 全体 の 中で は よ く

訳せ て い る方の 文で ある。  …の 部分に つ い て は訳に 迷い 空 白の ま まであるが ， 後に み る よ う

に 大多数 の 学生が ，原文を何 とか ね じふ せ よ うと し て 読め ない 日本語 を 記 し て い る の に くら

べ
， む し ろ 自分 の 訳案が 日本語に な らな い こ と に感づ い て い るた め の 空 白と評価さ れ る。

1　 文体につ いて

　まず ，文体に つ い て い えば，論文調の もの を訳すに は 常体 を用 い る の が
一

般だ が ，二 十六 人

中十七 人が こ の 例 の よ うに 敬体を使 っ て い る。こ の こ とは ，本教材 の本文が小学生向けの文章

で あ り ， 敬体を使 っ て い る こ と ， 成 人を対象 とした 日本語教科書の 多 くに 日本 の 小中学生 向け

の 文章 が 採 られて い る こ と と無関係で は ない と思 う。 こ れは 日本語教科書編纂上 留意 され る べ

き点で あ る。

　本教 材を教え る に 当た り，それ が 子供 向け の 文章で ある故 に敬体が使われ て い る こ と，表題

な ど も普通 の文体な ら 「盲 目の 名僧」 とで もつ け られ る こ と，を抑え て お い た 。ま た ，文中に

み られ る ，

　 「東 大寺 と い う大 きな寺の 大仏」

　 rr大 仏開眼』 とい っ て ，大仏が完成 し た こ とを祝 う儀式」

な どの 子供を意識 し た 言 い 換えを授業中そ の 都度指摘 し て 学生諸君 を相手 の 文 で な い こ とを確
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認 し て お い た 。その 上 で 十七例の 敬体で の 翻訳 で あ る。教材の 選び方の 影響を知 る に 足 る と思

う。

　 こ とが らは文 末の 処理 の み に 関わる もの で は ない 。例えば他 に常体を使 っ た 訳文 で も  の 部

分を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　む　む　む 　　　　　　

　 「現在 日本の 仏教史上 ，鑑真を律宗の 開山 と され て い る。戒を授け る制度も彼 に よ っ て 始

　　 ま っ た もの で ある。」

の よ うに訳 して い る。 こ の 文 の 訳にそ の ま ま 「授戒制度」 とい う漢語を使 っ た もの は 二 十 六 人

中
一

人 もい な い e い ずれ も圏点 と同様か 「戒を 授ける と い う制度」 と い う語を あて て い る。勿

論 「授戒」 とい う中国語が ，日本語に とけ こ め る漢語か どうか 疑 問を も っ た結果 こ う訳 し た と

い うこ と も考え られ るが ，や や もすれば中国語の 熟語をそ の ま ま 日本語に 持ち込 もうとす る学

生が多い 中で
，

一人 もそ うし な い の は ，本教材 の影響が強 くで て い る もの と思 う。（本文に 「そ

の こ ろ の 日本 に は ， 戒を授け る こ と の で きる僧が い ませ ん で し た。」 とある 。 ）成 人向け の 教材

に 日本の 小学校教材を 利用す る こ と の 可否 に つ い て は ，日本語教育学界全体で 考え る べ き も の

が ある と思 うe

2 各文 につ い て 留意す べ き点

　次に 各文 に つ い て の 添 削を試み よ う。

　◇ 切れ そ うな つ な が り　　 「孤 立 語」 の つ なが り

　ま ず  の 訳文は ，直訳 と して は そ う問題は な い 。問題は 原文が
一

文で ある の を 二 文に 分げた

とこ ろ に ある 。とい うの は ，原文 の 「生活了十年」 は 直訳で は 「十年 くらし た 」 とか 「十年 生

活 した」 と しか訳 しよ うがな い か らで ある。そ こ で中国語と して も切れ そ うに つ なが っ て い る

部分に 「（那 吋他）対 B本文化 的友展 ， 中 日文化交流作 出的貢献 」 の 気分が ある こ とを読み とれ

ば，「鑑真は 日本で十年 くら した ，そ の 間彼は
……

」 とな ろ う。「鑑真 は 日本で 十年間 く ら し

た 。」 で 切 っ た の で は プ ツ ン と切れた よ うに なる の で ，「そ の 問」 の 「間」 に か けて ，次 の よ う

に した ら い い の で は な い か。

　  改訳 ：鑑真は 日本 で 生活 し た 十年 の 間，目本文化 の 発展 ，中国文化交流に 大 き く貢献 し た 。

い わ ば
，

「孤立語」 の 切れ そ うなつ な が りは
，

「膠着語」 で は し っ か り し た 接着剤を使わ な い と

プ ツ ン と切れ て しま う例 とい え よ う。

◇ 「貢献gong 　xian 」 と 「貢献昌え」の ズ レ　　日中同形語の ズ レ　そ の 1

これ で   の 文は ひ とまず よ い と思 うが ，実 は 他の 多 くの 学生 が つ まず い て い る部 分 と し て

1作出 的貢献 是巨 大的」 がある。つ ま り日中同形語の ズ レ の 問題であ る。

アー 1 「つ くっ た貢献 は 巨大だ っ た 。」 （1例）

　
− 2 「に つ く し た貢献は 大変大 き い 」 （1例）

　 − 3 「あた え た 貢献は 大 き い な の で ある 」 （1例）

　 − 4 「に 果 し た 貢献は 非常 に 大 きい （で ある ・で す）」 （2例）

イ
ー 1 「に ささげた貢献が 巨大 です。」 （1例）

　 − 2 「に 対 し て も貢献が た い へ ん大か っ た の で す。」 （1例）
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一 3 「に尽 した貢献が 巨大です。」 （1例）

　 こ れ らの訳例は 中国語の rA是 B 」 の 文 は 日本語の rA は B で ある」 また は ，
　 rA が B で あ

る」 に 置き換え る とい う既成観念に よ っ て い る 。 中で も強引な の が ，ア
ー 1の 訳例で 「作出

zuochu 」 「巨大的judade」 な どの 中国語 の それぞれの 単語 ま で その ま ま 日本語に 読 み 変 え よ う

とし た も の で ある 。「巨大的judade」 を そ の まま訳に 持…ち込ん だ例と して は 他に イ
ー 1 ，

− 3
，

な ども見られ る。そ うした 訳語に 吟味が加え て ある ア
ー 2 ，3 ，4 ，（3 ，4 は 余計 な語尾を と

らねば な らない が ，）な ど は
一

見使えそ うな訳に み える が ，こ の 文は 「は 」を使お うと 「が」を

使お うと ，rAは B 」 rAが B 」 型 の 文では訳せ な い の で ある。それ は 日中同形語 「貢献」 の 双

方で の 使 い 方の差 に よ る もの で ある 。

　 国語辞典を引け ば ， ど の 辞典 に も 「貢献」 の 語に は 「名詞 ，
サ 変動詞」 と記 して ある 。 しか

し ，名詞が 使える場所な らど こ で も こ の 「貢献」 とい う名詞を使 える とは い か な い 所に 面倒な

点が あ る 。
「名詞 ，

サ 変動詞」と は 書か れ て い て も ， そ れ ぞれ の 辞典で は次 の よ うな も の が 例文

と して あげられ て い る 。

　 ar 世界平和に　　す る 」

　 br 前略
一

翻訳家がそ の場合彼らに
一

し うる の は ，主 と して そ の 直訳調に あると い っ て も

　　過 言で は ない の で ある。」 〈河盛 ，翻訳論＞

　 cr 県下教育の 上 に　　する こ と尠か らずと書い て あっ た。」〈破戒 ・島崎藤村＞

　 dr 世界 の平和 と人類の 福祉 に一 し よ うとす る決意を示 し た 。1 小学館　 日本

　　 国語大辞典

　 er 学問に 　　 した 人 々 」　 岩波国語辞典第三 版

　 fr 社会の 進歩に 一 す る 」　 広辞苑第 二 版

　 b ， c ，
　 d が採集例 で あるほ か ，　 a ，

　 e ，　 f は作例で あるが，い ずれ に も 「貢献」 の 名詞 の

用法は あげ られ て い な い 。勿論用例辞典 と して 現在 の 国語辞典 を使 うわ けに は い か な い が ，そ

れで も こ の 例文の あ り方 は
，
「貢献」 の 語の 実際の使用 の 仕方を反映 し て い る と見 られ る。 c の

例は名詞に は違い な い が ，こ こ で は ， それ が 「に 一 ス ル コ ト」 と サ 変名詞に な っ て い る 点に

注意 し て い た だ きた い 。そ し て a 〜 f ま で の 例文か ら共通に 帰納で きる の は 「〜に 貢献す る 」

と い う言 い 方で あ り ，
「貢献」 の 語 の 実際の 使用例 とも符節が あ っ て い る も の で あ る

。
つ ま り

「貢献」を名詞 と して 使 うこ とは 非常に 稀で あ り，「は 」 で 主 題化 し て い うの は まだ 日本語に な

じん で い ない とい うこ と で ある。

　ただ ，日本の 中 日辞典や 日中辞典を 引くと事情は変わ っ て くる。

　Gong 　xian 〔動〕さ さげ る，寄与す る ，プ ラ ス に なる。（
一

切都 〜 給祖国）（音略） ＝ 一切は 祖

　国に ささげる 。〔名〕 （他的〜很大） ＝彼 の貢献は とて も大 きい 。岩波中国語辞典

　こ うけん 〔貢献〕 ア 人類 の 生活に 大 い に 　　した／対于人美生活方面貢献不少 。

　イ平和 の た め に 一 す る／h 和 平而貢献。

　ウ学 問の 発展 に
一 が ある／対 学呵 的友展上有所貢献。

　工 大 きな
一

を し た／作 出了重 大的貢 献。

　オ大 きな一 を し た ／作出了俤大的貢献。

　力弁証法に対 して 大 きな　　を した／対于辯 証 法給 了很重要的貢献。 光生鐺現代 日 中辞典

　岩波 の 名詞 として の 「他的〜很大」 の 訳 ，光生館の ウ〜カ の 例文 に は 名詞の 形 の訳例 と例文
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が 出て くる が ，これ らは 中国語 の 用例か ら出て 来た 日本語だ と思われ る。（注 2）日本 の 大 学 の

中国語学習 の 教場 にお け る訳文 では ，普通 「彼の 貢献は とて も大 きい 」 と い う句の もつ 程度 の

不 自然 さ は ，意が とれて い れ ばよ い と い うこ とで 問題 と は されな い で あろ う。 しか し，こ れを

公表 を予定す る文 の よ うな レ ベ ル で は 使 うわけに は い か な い こ とは 日本 で は 説 明を要 し な い で

あろ う。
つ ま り

一
般的 日本語と し て は定着 し た い い 方で な い も の

， 少 々 中国語 よ りの 日本 語が

出て くる の で ある 。 日本人の 使用 を 目的 と し た 辞書で ある の で ，こ れ は 問題 と は な らな い が ，

中国人が使 う場合は こ の 点に 留意 しなければ ならな い 。

　 そ こ で 光生館 の ア の 例文を も う
一
度み て い ただ きた い 。

　 人類の 生活に 大い に一 し た ／ 対于 人美生活貢献不 少。

　 日中両 国語の 「同
一

の コ トガ ラ」 に 対 す る貢献諺 とGong 　xian の あらわ れ方 は ，こ の ア の 例文

が典型だ と思 う。 日本語で は 「貢献が少な くなか っ た 。 」 とも 「貢献が大 きか っ た 。」 と もい わ

ず ，
「〜に貢献 した。」 とな り ， 中国語で は主語と し て の 名詞 が 出て くる の で ある。 こ うした細

部 の 生 きて 動 い て い る差が 目本語教育 の 現場 の 問題 で あるか ら，辞書を つ きあわ せ て 語彙 カ ー

ドを と り ， 日中同形語の 重な りと差異を論 じ て もほ と ん ど意味が な い の で ある e

　 また ，貢献 の 言葉 に 戻 っ て い えば，明治 の コ ト バ の 用 例 で ある 〈破戒〉 で は 「県下 教育 の 上

に 貢献す る こ と尠か らず。」 と漢文訓読調の い い まわ しで サ 変名詞 の形 もで て くる。 こ こ らが

日本語 の 複雑な とこ ろ で ，その 訓読調を意識 し て使 う場合 ， 例 えば 「対 于 人 美 生活貢 献不 少」

が 具体的個人 の 業績を たた え る時 ， 改ま っ て お ご そか に発言され る よ うな場合には ， 漢語 的文

脈を もち こ ん で ，「人類の 生活に 貢献す る こ と少 なか らぬ もの が あ り」 とか 「人類 の 生活に 貢献

す る こ とま こ と に 大で あ り」 な どの 言 い 方 もで き うる 。そ し て こ うい うい い 方が頭に あれ ば ，

そ の 変形 と し て 「某 々 翁の 電力界に果た した貢献は 偉大な も の が あ ります」 な ど，主題化 され

た 「貢献は 」 もで て きうる 。重ね て い うが ，こ こ らが 「中国語 と対応す る漢語」 （文化庁 ，日本

語教育研究資料の 書名） の 厄介な と こ ろで あ る。日本語教育学界の 機能主義 の あま り，二 冊 目

の 対照語彙集が 「漢字音読語の 日中対応」 と し て 出版 される よ うだ が ，一応便利 は 便利 とし て

も ，こ の 生 きて 微妙な と こ ろ に 触れ る の で なけ れ ば何度や っ て もそ の 努力は報わ れ な い よ うに

思 う。

　そ こ で 日本語の 「貢献」 の 用 法が ，
「〜に 貢献す る」が基本で あ る こ とが 了解 されれ ぱ ， 改訳

例 の よ うに するか ， ある い は

　 「ん に お お い に 寄与 し た 。1 （3例）の よ うに 訳す と い うこ と に なる 。他に 「〜に 大 きな 貢献

　を 捧げた 。」 （1例） の よ うな訳もみ え て い るが ，こ れ も中国語的発想 の 方が強 く直訳調で あ

　 る。

　◇  「彼 の です」 と 「彼の もの で す」
一

日 中対応語の ズ レ
ー

「的 de 」 と 「の 」 の 問題

　A 訳例で は

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＠　む　Q　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

　 「こ の 功績は か れ 自分 の で は ない が ，かれ の 指導 と堅持がな ければ ，こ の よ うな成功が あ り

　え ま せ ん 。」

　とある。圏点を 施 した 部分 に 問題が あ り，

その 問題点は ほ とん どの 学生に も共通 し て み られ る。

　まず ，「不是他个人 的 」 の 訳に 「〜 の も の 」 を使 っ た の はただ
一

例 ，そ れ も

103

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

6 櫻　田　芳　樹

　 「自分の もの で は な い が」

　 とあ っ て ，訳 と して は 使 えない 。（「自分の もの で は ない 。」 は や が て 「他人の もの で ある」を

意味しか ね な い 。）

　鑑真個 人の で は な い が　 （1例）

　彼
一

人 の で はな い が　 （7例）

　彼だ けの で は あ りませ ん が （2例）

　な ど は 「の モ ノ 」 と 「モ ノ 」 を そえれ ば
，

一
応 の 訳 とな り うる 。そ れ で は 何故 こ こ で ，「モ

ノ 」 を使えた 学生 が
一

人 しか い な か っ た の だ ろ うか 。そ れ は察す る に 「逮架隶音机是弥 的

喝 ？」 「是我的。」 の よ うな文で は ，「こ の 録音機は あなた の で すか 。」 「は い ，私の で す。」 の よ

うに い え る こ と の 影響で あろ う。 「的」 と 「の 」 の 対応 の 中で 口 語にお い て多用 され ，目立 つ も

の が
， 他 の 文章語的用例に まで ハ ミだ し て 影響を与えて い る もの と思 う。

　具体物 を指す場合には ， 「こ の 録音機は あなた の 録音機 （モ ノ ）ですか e 」 とか 「は い 私の 録

音機 （モ ノ ）で す。」 とい うの は うる さい 感 じを与 え，上 の よ うな省略 した い い 方が 普通 で あ

る 。 そ れ は中国語 で も同 じで あ る 。

一
方 「逮秤 功 彡責不是 他个人 的 」 と抽象名詞で も ， 中国語は

「的」 で とめ て ，その 後に r功績」 ま た は それ に 替わ る 形式名詞を要 しな い が ，日本語で は 抽

象名詞 の 場合 に は せ め て 形式名詞 「モ ノ 」 入れ ない と落ち着 きが悪 い 。（注 3 ）

　◇堅持jianchi≠堅持劉
一

日中同形語 の ズ レ その 2

　 こ の 部分で は ，「強い 決心」 と い う訳が
一

例み られ る他．「我慢」 「続き」な どの 訳を 当て た も

の が ，僅 か に 日本語 へ の移行に 苦 し ん で い る の み で ，殆 ど の学生が ，「堅持が な けれ ば」 と 「堅

持」 を そ の ま ま使っ て い る 。

「現代 双珸 洞典 」 な どを み て も 「堅持 Jian　chi 」 に は 名詞 の例文を

あげて な い し，「岩波 中国語辞典」 の例文に も名詞 と し て の 用例は 採集されて お らず ，そ の 品詞

を動詞 と し て い る 。 私の カ ン で は 中国語で もこ の文の よ うな名詞 と し て の 使い 方は 比較的新 し

い もの と思 う。また 日本語で は ，名詞 と して 使 うの は殆 ど無理 で ある と思 う。（岩波国語辞典第

三 版な どは 《名 ，ス 他》 と し て い る が ，漢語 よ りの 品詞認定で ，主 題化 した 「堅持は 〜
」 の よ

うな用例は捜 し出せ な い と思 う。）

　そ こ で 「堅持Jlan　chi 」 の 内容を考 え る と 「幾多 の 困難に あい な が ら初志を堅 持した こ と」で

あろ うか ら ， 「持続的努力」，「不 屈の 努力」 な どとい う語で 置 き換える 。

　また こ こ の 「没有」 を 「〜な しに は」 と処理 で きた例 も僅か （3例） で あ り ， 可能な訳 と し

て ，「〜 を抜 きに し て は 」 （2 例）を加え て も，他は み な 「〜 が な けれ ば」「〜がな か っ た ら」 と

し て あ る。 こ こ で は こ の 5例 の よ うなひ きし ま っ た言 い 回 しを使 い た い 。

　最後に   の文 の 訳に つ い て ふ れ て お きた い こ とは ，そ の 文末 の 処 理 で ある。訳例で は ，「こ の

　 　 　 　 　 む

よ うな成 功が あ りま せ ん 。」とあ り，他の 学生の 訳 もほ ぼ こ うした 断定的 口調で ある。歴史的事

柄に 仮定を設定 した い い 方 で あ るか ら ，「あ りえな か っ た ろ う」 の よ うに 文 末 に 推定 の 響 きを

もた ぜ 断定を避 ける の が 日本語 らし い 表現で あ る 。

　  改訳　勿論 こ の よ うな 功績は彼
一
個人の もの で は な い が ，彼 の 指導 と不 屈 の 努力な し に

　は ， こ の よ うな成功 は あ り得な か っ た で あろ う。

◇ 「奈 渡 dong　 du」 を どの 程度 日本語に 持ち込 め る か 　　日中同形語の ズ レ その 3
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　 まず ，「奈渡」，
「生活」 の 二 語は主語 「筌真」 を受けた並列 の 述部 （動詞） で あ り ， と もに

「時代」 の修飾語に な っ て い る こ とを は っ き り意識 して い な い と，訳例の よ うに ，「鑑真が 東渡

と生活の 時代」 と体を なさない 漢語の 持ち込み をや っ て し ま う。か な り陥 りや すい ワ ナ で ，訳

例 と同 じも の が 7例 ， 他 に 「東渡」「生活」を とも に 名詞 として 訳 した もの 4 例 ， 計 11例に の ぼ

る e 「東渡 と生活 した 時代」 5例 ，「東渡 と生活する時代」 3 例 ，「東渡 と生活 して い た時代」 1

例の よ うに 「生活」 の み を 動詞 と し て 訳 し た も の の 他 ，ま が りな りに もこ こ を 切 り抜けら れ た

訳例 は 次 の
一例 の み で ある。

　 「鑑真が 東渡 した時代 ，い わ ば鑑真 の 生活 して い た時代」

　そ こ で 「奈渡」とい う漢語を どの 程度 日本語に 持ち込み うる か だが ，「鑑真 の 東渡 は 日本 文化

に 大 きな影響を与えた」 の よ うに 固い 文章 の 中に 名詞 の 形で 用 い る の は可能で ある。 しか し，

「東渡 した 時代」 の 時代の よ うに サ 変動詞 とし て 使 うの は 直訳 とし て 使えて も，些か こなれな

い 表現 で ，「日本 へ 渡 り生活 した時代」 の よ うに 意訳すべ きで ある 。

　◇ 「有意枳 地」 と 日本語 の 「意識的に 」 の ズ レ

　   文 の 問題 の 第二 点は ，「有意誤地 率領亅を そ の ま ま訳例の よ うに 「意識的に 〜を率 い 」 と訳

した の で は座 りが悪 い とい うこ とで ある。他 の 文で は た し か に ，

　 「人 の 目を引こ うと意識的に奇矯な振る舞 い をす る。」

　 の よ うに 「意識 し て 」 の 意で ，「意識 的に 」 を使え る。しか し，次の 例文 を 見 て い た だ きた

　 い 。

　 「先生が気付 くか ど うか ，意識的に 間違 い を入れ て お い た。」

　 「意識的に や っ た の か ど うか は と もか く，他人に 迷惑を か けた の は 事実な ん だ か ら ，言 い 訳

　 な ど し な い で あや ま りな さ い 。」

　 以上 は い ずれも 「意識 し て 」 で 置 き換え られ る。 日本語で 「意識 して 」 と言 い ，「意識 的に 」

と い う場合，「故意 に」 「わ ざと」，「知 っ て い て 」 な どの含意を持 ち ，プ ラ ス の こ とよ りは マ イ

ナ ス の こ と ，意地悪 ，か らか い な どをや る場合に 使われ る こ とが多 い と思 う。そ れ で ，こ の場

合有意義な こ とを行 っ て い る の で ある か ら，座 りが悪い とい うこ とに なる の で あろ う。

　 日本語 で は 事が 「意識 し て ， 意識的に 」行われた の か ， 厂意識せ ずに ， 無意識に」行わ れ た の

か が問われ る の は 多 くそ うい うマ イ ナ ス の 事態に対 し て 動作主が どん な意図を持 っ て い た か 問

題 となる場合だ と言 え よ う。 鑑真は何 も悪い こ とを し た の で は な い の で
，

こ こ で の 「有 意沢

地」 は 「その 必要を見抜 い て 実際的知識 を もつ 人 々 を率 い 」 の よ うに 意味を と っ て 訳すか ，そ

の 意味をあ らわ に は 出さず ，
「特 に 実際的知識 を もつ 人 々 を率い 」 と 「特 に 」 の

一言を使 っ て ，

そ れが普通の 見識で は な い こ とを 強調す る よ うな訳 し方に した ら い い と思 う。

　他に   の 文 で は ，「一批」 は 相当数の 意で ある か ら 「大勢 の 」 の 語を あて て お く。 ま た 「帯

去」 は 「持 っ て行 く」 で よ い が ， そ の 対象に 「技術」 と い うよ うな抽象物を含ん で 全体と して

「文化」 を持 っ て い っ た の で ある か ら，美化語 「た ず さえ て 行 く」 を使 うとい い だ ろ う。

　  改訳例　鑑真が 日本へ 渡 り ， 生活 し た 時代は 唐の 文化の 最盛期で あ り ， そ の 上 か れ は 特に

　大勢の
， 実際的知識を も っ た 人 々 を 率 い て ，た くさ ん の 書籍，道具，技術を た ず さえ て い っ

　 た。
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　 ◇主述文を連体修飾句に 訳す例

　 訳例 の   は 直訳 とし て は あま り問題が な い が
，

「他把 盛唐文 化侍到 日本 」 の 訳に は
一

工 夫欲

し い 所で ある 。

　 原文の 論理 の 筋 目を表立 た せ れ ば ，「他 把盛唐文 化侍 到 日本 ，
（那盛唐文化 ）餐 迂 日本的消化

　　・・天 平文 化 的組成部分 。」　 とな り，「e5Lt」，

「成了」 の 主語は ，　 r盛唐文化」 と い う こ とに な

る。  の 文で も切れそ うな つ なが りとい うこ とを言 っ た が ，よ くある中国語の 行文の
一

つ で ，

「他 把盛唐 文化侍到 日本 」 とい っ て おけば，読者に は その 「盛唐文化」 を主題化する準備は で

きて お り，実際に は括孤 内に補 っ た よ うな ウ ル サ イ こ とは い わ な い で あろ う。

　 日本語で 「彼は 盛唐 の 文化 を伝 え」 の よ うに い っ て ，「その 盛唐文化 は 」を い わ ずに 中国語の

残像効果 の よ うな も の が働 くか ど うか が 問題で あ り，それ が 中国語程度に 働 くな ら訳例 の よ う

な直訳で い い わ けで ある 。確か に
，

こ の 場 合同 じ よ うな意識が働 くか ら ， 訳例の よ うな文で も

理解可 能 （い い た い こ とは 解る） なわ け で あるが，間違 い の レ ベ ル と は 違 っ た段 階で ，不 十分

な訳 と受けと られ る の は ，中国語 ほ どそ の残像効果が強 くな い の だ ろ うと思 う。（注 4 ）

　 そ こ で ，こ の 残像効果 の 隙間を埋 め るた め ，どうい う工失が で き る の か ，他の 学生 の 訳例 を

み て み よ う。25名中 9 名が何 らか の形 で こ の 隙間を埋 め る 工 夫を し て い る。
一

つ は ，「彼 は盛唐

の 文化を伝え た。それ か ら
……

」 と接続詞 「それ か ら」 を入 れ て隙間を つ な ご うとし て い る。

他に 「伝 えた 。 」 で
一

旦 切 っ て しま っ て ，「盛唐文化は 」，「こ の文化は 」 と残像 を主題 と して 明

示 し た もの 2例がある。た し か に
， 残像を 明示すればその 隙間は埋め られ るが

， 今度は 日本語

で も論理 の 筋 目が 目立 っ て
， や や ウル サ イ文 に な っ て しま う。 そ こ で 多少手直 しすれ ば使えそ

うな の が次 の 4 例 で ある。

　 ar 彼に （よ っ て ） 日本に伝 え て きた さか んな唐 の 文化は
……

」

　 b 「彼が 日本に 伝え て きた さか ん な唐の 文化は
……

」

　 c 「た けなわ の 唐文化は 日本に 伝 えられ
…

」

　 dr 彼の 盛唐文化が 日本に伝わ る と……」

　 a ， b は 主述文 の 目的語を主題 と し ，他の 部分 に か け て 行 く方法 ，　 c ， d は 目的語 を主題

（主語） と し
， 他を それ に つ い て の 述部とす る方法で

，
い ずれ も他 の 部分に 手直 し を加 えなけ

れ ばな らな い が ，可能な処 理方法で ある。文を引きしめ る意味で は ，こ こ で は 主 述文全 体を主

題化 し て し ま う a ，b の方が上 策で ある。

　他に こ の 文 では ， 訳語 と して とま ど うの が 「組成部分」 で ある。「組成鉤 と い うの は化学用

語等で 物質の な りた ちな どを い うに は 使え よ うが ．「文化」 の よ うな抽象物 に は ，そ の ま ま は 使

えない 。そ こ で訳例 の よ うに 「一部分」 と訳す こ とも可能 で あるが ， そ うす る と，天平文化全

体 の 中 には め こ まれ た部 品の よ うな感 じに な っ て しま う。 「消化 ， 吸収 ， 発展を通 じて 」 い る の

だか らも っ と渾然
一

体化 して い る わけで ，は め 込み 部品の よ うな感 じを与えて は まず い 。

　そ こ で 「構成部分」 と し て
， そ の 点を うす め よ うと思 うが

， そ れ で もな お 「一部分」 的な感

じが残 るか も知れ な い 。そ こ で 「構成要素」 と し て みた 。実際に 学生 の 訳を 直した 時に ，「天 平

文化 の 骨格 とな っ た」 の よ うに 添 削 した の だが ，これで は ど うも一体化 の面 よ り主従関係が で

て し ま うよ うだ。また ，「経 Lt日本的消化，吸收和友展 」 であ るが，文化の 受容を 「消化吸収」

と比喩 する の は 可能で あるが ，「発展」 と い う段階の 違 うもの を並 列 させ る こ と に は
一

寸無理

が あ り，論理 的に は 「消化，吸収」 を通 じて 発展せ し め られ る とい うこ となの で ，次の よ うに
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訳 して み た。

　  改訳例　彼の 伝 えた盛 唐の 文化 は ，日本の 消化 ，吸収を通 じて 発展 し，天平文化 の 構成要

　素 とな っ た。

　 ◇  「A 是可与 比相 魏美而 夸耀 于世界的 」
一 文語調の 中国語の 訳に つ い て

　 こ こ で は 「娩美 」，

「夸耀 」 な ど中国語 で も か な り荘重な文章語で あ り ，
に わ か に 日本漢語に

は 置 き変 え に くい 語が で て い る た め
， 学生 の 訳 は 大変 もた つ い て い る 、 訳例 に と りあげた 学生

は ，こ の部分を 白紙の ま ま に 残 し て い る が ，自分の 腹案が 日本語 ら し くな い こ と，ある い は 自

分の 語彙に 適当な語が ない こ とに 気づ い て い る もの と思 う。他 の 大多数は 七転入 倒珍妙 な 日本

語 を こ ね あげて い る。

　 まず ．一寸 し た 手直 し で 何 とか 使えそ うな訳例か ら見 て い こ う。

　 当時の 天 平文化は盛唐 の 文化

　 イ ，と並ん で 世界に よ く知 られて い ます。

　 口
， と並ん で 世界で 有名で す。

　 ハ ，と並ん で 世界に 注 目され て い た （とも見え よ う。）

　 二 ，と並ん で世界で も人 々 の 目を引い て い ます。

　 ホ ，と並んで世界に注 目され て い ま した 。

　 へ ，と同 じくら い に 世界で も知 られ て い ま した。

　 イ ，の 訳は 「可」意味を訳 出す る こ とに 拘わ らず ，「娩美」，
「夸耀 」 ともに その 意味を と っ て

や さ し い 日本語に置 き換え ， あ っ さ りした訳文に し て
一

応切 り抜けに成功 して い る 。 しか し ，

普通 こ の程度の あ っ さ りし た 訳で は ，中国語を考 える と我慢 で きない と い うの が ，学生諸氏の

考え で あろ う。口
，

の 訳も同 じで あ る が
，

「文化」を俳優の 人 気な み の 「有名」 と い う語で 受け

た と こ ろ に難点が あ る 。

　 ハ ，ホ ，へ ，は 「当吋 」 とある た め に ，「注 目されて い た 」，「…て い ま し た 」 の よ うに し て い

るが ，こ れ は現時点で の 歴史評価で あ っ て ，天平文化が そ の 当時世界に知 られ て い たわ け で は

ない の で ，「て い る 」 で 受ける べ きで ある。

　 ト ， と並ん で世界で大変な人気を呼 ん で い ま した。

　 チ J と同 じく全世界に知 られて 鼻に か け る もの だ。

　 ト
，

チ
，

の よ うな例は
，

「今耀 」 の 重 さを訳 し た くて 訳語の 選定を誤 っ た と い う点で は ロ
， と

同 じ レ ベ ル の 欠点な の だ が ，「有名」 の 不 自然度 よ り，こ の 二 例 の 不 自然度は 甚だ し い
。 慣用句

集 や諺 を好む中国人的修辞 の 好み が必ず しも語学学習に ス ト レ ー トに 役立たぬ こ との 例で ある。

ト，は興業の 評判で も聞 い て い る よ うだ し，チ は 「夸」 の 感 じを 出そ うとして折角覚えた 慣用

句 を使 っ て み た の だ が ，文脈な しに 対訳で 覚 えたば か りに そ の 不 適に 気づ か な か っ た の で ある。

「鼻に か ける 」 は 「慢心」 と置 き換えられ る マ イ ナ ス の用語で ある。

　  改訳例　当時 の 天平文化は盛 唐 の 文化 と肩 を並 べ ．ともに 世界に そ の 美を誇 っ て い る 。

　◇  rA 在 B 方面」 と rA は B に ある」J
　 rA は B で ある 。 」

　こ の 文の 訳は あま り問題 が な い が ，訳例の 落 ち着か な さ は
，
rA 在 B 方面」 を rA は B で す」

の 型を使 っ て訳 した こ とに ある。勿論 rA在 B 方面」 を rA は B で す」 の 型 を使 っ て 訳せ な い
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こ とは な い 。そ の ため に は B を A 相当の 名詞句 と して も っ と安定 した形，「…は 日本仏教に 関

す る もの で す。」 の よ うに しなければ ならな い 。

　  改訳例 1勿 論，鑑真 の 主要な功績は 日本仏教の 面に あ る。

　　改訳例 2勿論 ，鑑真 の 主要な功績は 日本仏教に 関する もの で ある。

　 ◇  中国語 で は 跳び こ え られる 溝が ，日本語で は跳 び こ えられ ない 例

　   の 文 で 「切れ そ うな つ なが り」 と い い
，   の 文で 「隙間が ある が残像効果 が 働 く」 と い っ

た こ とを 思い 出 し て い た だきた い 。 こ の 文 で も 「以筌真力律宗的升 山祖 」 と 「授戒制度也 由他

汗始。」 の 二 句に は 切れそ うなつ なが り，隙 間，溝が ある が ，中国 語 で は 前 の 句 の 「以筌真

カ ……
」 の 残像効果が後の 句 まで残 り，そ の 溝 は十分跳び こ え られる の である。

　訳例 で は 二 つ の文に わけて 訳 出し て い るが
， それぞれの 文で は 問題ない が，その 間に は は っ

き りした 溝がで きて しま っ て跳び こ え られな い 。つ ま り前の 文は ，日本仏教学史 の 評価 ，後の

文は 筆者 自身の 見解 とい うこ とに な っ て しま う。

　そ れ で は論理 の 筋が通 らな い の で 何 とな く変だ とい う こ と に な る、仮に 二 文 と せ ず に ，「開

祖 と し ，」と し て
一

文に つ なげて も，その 溝は 跳 び こ えられ な い e 従 っ て 後の 文の 内容 も 日本仏

教史に お け る見解で ある こ とを示 す よ うに 訳 さな けれ ばな らな い
。

こ の 点に 気づ い た訳は 皆無

で あ る 。  ，  の 文で は
一

部の 学生がそ の 隙問 ，溝を 埋 め る 方途を 探 し て い た が
， 殆 どが失敗

に終 わ っ て い る こ と，  文 で は
， 殆 どそ の 溝 の 存在 に 気づ か ず に い る こ と，な どを考え 合 せ て

み る と ，それ ぞれ膠着語，孤立 語 と い う性格を持 っ た 日中両語 の 修辞的残像効果の 有効度 と い

う典型 的問題で ある と言え よ う。

　他 に
「
升 山祖 」 は 日本に 入 っ て い る形 で は 「開山」， 「開祖」 と い う。 読み下 しだが 「開山の

祖」 も許容 の 範囲で あろ う。「授戒制度」 に つ い て は ，文体の 部分 で述 べ た 通 りで ある。ちなみ

に 佃実夫 「中国旅行 ア ル バ ム 」（日外 ア ソ シ ェ
ー

ツ 刊）の 腸 州 ， 大 明寺」の 紀行で は ，同様 の

こ とを 話題に し て 「授戒制度」 と して い る。

　 また ，も う一言断 っ て お か ねばな らない の は 「日本仏教史上」 は そ の ま ま 「日本仏教史上」

として い るも の が殆どあるが ，そ れで は 「日本仏教 の 歴史に お い て 」 とい うこ とにな り，「日本

仏教史 で は （に お い て は ）J と訳 し て は じめ て ，学史 とし て の 「日本仏教史」 の意 を持た せ うる

こ とで あ る。私の 中国語理 解に 問題がな けれ ば こ こ は ，学史 と して の 「日本仏教史」 とい う意

に 解す べ きで ある 。

　  改訳例　現在 ，日本仏教史 で は ，鑑真 は律宗 の 開祖 と され ， 授戒 制度 もか れ に よ っ て 始

　ま っ た とされ て い る 。 （こ こ で は 「鑑真を〜と し ・〜と して い る 」 と 目的語 とせ ずに ，「は 」

　で 取 り上 げて 受け身 と し た 。）

　◇  文と文 の 間に あ る溝

　 こ の 文の 訳 は訳例の まま で も使える し ，他 の 学生 の 訳に もあま り問題 は で て い な い 。 「起 了

很大 的作用 」 を 「作 用を 起 こ した」 （2例）な ど ， 「作用 」 の 語をそ の まま 日本語に 持ち込ん だ

もの が み え て い る が ，もと もと 「作用」 は 日中両語 とも物理学用語 ，化学用語 と して の 使 い 方

が多 い 。中国語で は 文化の 生成 な ども化学的触媒作用に 比喩され る が
， 日本語で は 元 の イ メ

ー

ジ渉強 すぎて ，比喩 として は 使い に くい と思 う。
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　 さ て ，一文の 訳 と して あま り問題が ない の だが ，訳文の 方 の前 の 文を読み ，こ の 文を読 む と

何か つ なが りの 悪 さを感 じる。先に ふ れた 行文の 際 の残像効果が違 うた め ，中国語で は こ え ら

れ る溝が ，日本語で は跳 び こ え られ な い で残 っ て しま う例が ，文相互 の 間に も存在す ると い う

こ とで ある 。

中国語で は   の 文を読み ，  の 文を読ん で 行 くと．  の 残像効果 が残 っ て ．  を よ り所 と し て

  を述べ て い る こ とを あ らわ に 言 う必要は な い 。    の 間に 「从這些坪价来看 」 を補 え ば ，

却 っ て ウ ル サ イ と い う こ とに な ろ う。 し か し ，日本語に し て み る と，こ の部分を何 らか の 形 で

補わ なけれぼ ，そ の 隙間が大 きす ぎて 何 ともつ なが りの悪 い 文 に な っ て し ま う。そ こ で 「从違

些坪价来看 」　 の よ うな もの を読み とっ て ，それ を補 っ て 訳さね ばな らな い 。そ こ で それ を ど

う補 うか だ が ， 1例だけ 学生 の 訳の 中で そ の 隙間を埋 め て い る か に 見え る の が ， 次の 訳例 で あ

る。

　彼は 日本仏教 の 発展 に 大 きな役割 を果 した の で ある 。

　 冒頭 の 訳例 と こ れ を 較 べ て み る と，敬体 ・常体の 違い の他 に ，r果 し た の で ある 」 とあ っ て ，

こ ち らに は 「の で ある。」 が プ ラ ス され て い る。文末に こ の 言 い 方が くる と，「彼は 日本仏教 の

発展 に 大 きな役割を果 した」 と い うの が ，単な る事実の 客観的叙述で な く，筆者の 判断で ある

こ とが 強調 され る 。勿論 ，中国語 の 残像効果に 変 えて ，次の よ うに ，

　 「こ うい うこ とか ら見て も，彼は 日本仏教の 発展に大 き
「
な役割を果た した の で ある。」の よ う

に すれば，隙間は 完全に 埋 まるが ，これで は あま りに 説 明的に す ぎる の で ，「の で ある」，「とい

え よ う」 （1例）の よ うな判断の 辞を加える に 止め る。そ うすれば，何 とか 前文をそ の 前提 と し

て 受け と め る力 が後文 に 生 じる 。

　  改訳例　彼は 日本仏教の 発展に 寄与 し た の で ある 。

　◇ 「趨行補語」 等をそ の ま ま 日本語に 持ち込め な い 例

　  の 文の 訳例の 問題点は 、「帯到」 を 「持 っ て行 っ た 」 と訳 し て い る が ，その 目的語 は 「文

化」 で あるか ら 「伝えた」 とした い 。しか し ， よ り面倒 な問題は別 の と こ ろにあ る。  の 文 で

「帯去不少一
”……

」 を 「た くさ ん の書籍……をた ずさ えて 行 っ た。」 と訳 し て お い た が ，A 訳例

で は こ こ もや は り 「持 っ て 行 く」 を 使 っ て い る。改訳で は 「持 っ て 」 を 「た ずさ え て 」 と 美化

語に 変えた だけだ が ．こ こ で の 主な 動詞 は 「行 っ た 」 で あ り，中国語 の 補語 の 「到 ，去」 と は

重み が 違 う。こ れは
一

歩あや ま る と，「持 っ て 来た」 （1例）「伝 えて い っ た 」（2例）「伝え て き

た」 （1例） の よ うな訳を 生み だす こ とに な る。「帯去」 を 「持 っ て 行 っ た」 と訳 した人 の 中に

も こ の 事を 意識 して い な い 人が相当に い そ うに 思 う。「持 つ 」 と い う動詞は 「身に 帯び る こ と」

を表すの で
，

「持 っ て 行 っ た」 とし うるが
，

「伝え る」 で は
， それ 自身に 移動の 意が含 まれ る の

で ，「行 っ た 」は付加す る必要が な い し ， また ，不 可な の で ある 。 中国語の 「動詞 ＋補語 （到，

去）」 な どは 日本語 の 「て 行 く」 「て くる 」 に 一応対応す る とし て も，動詞に よ っ て は その 形を

とらな い も の もある こ とに 注意 し た い 。趨行補語等の 訳 し す ぎは 普遍的に 見られ る誤 りで ある 。

　  で 他に 触れ て お か ね ばな らな い の は ，「結合」 は 「鑑真は A と B を結合 し た 」 の だ か ら ，他

動詞 「結び つ けた 」 を用 い なければな らな い とい うこ とい うこ とで ある。簡単な こ との よ うに

思 うが ，「結びつ け て」 と訳した例は
一

例の みで ，

　○ 「結ん で 」 （2 例） 「結 べ 」 （1 例）
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　　 「結び］ （1例） 「交ぜて 」 （1例）

　○ 「結び つ き」 （5 例） 「結 び つ い て 」 （3例）

　○ 「結び合 い 」 （1例） 「結 び合 っ て 」 （1 例）

　○ 「結ばれ て 」 （1例）

　○ 「結び 合わ せ て 」 （1例）（こ れ は 他動詞で は あるが ，「合わ せ る」 は程度の 対等な も の ，こ

　　 こ で は 日本文化が主で あ っ て それ に添 えられた もの だか ら 「つ ける 」 を用い る）

の よ うに様 々 な誤 りが見えて い る の は ， 「結びつ け る」 と い う語に ク ラ ス 全体が出会 っ た こ と

が なか っ た とい うよ り，原文の 「  同 B 相結合」 に ひ か れたた め だ と思 う。

おわ りに

　僅 々 九一字 の 文か らな る小論 の 翻訳と，そ の 添削例で あるか ら，中文 日訳 の 問題点の 普遍的

なもの を全て と り上 げ られ る は ず もない が ，「中国語 と対応す る漢語 」 の 厄 介 さ ，「的」 と

「の 」 の 対応 とズ レ
， な どい くつ か の 基本的か つ 典型的な問題 は こ の 小 さな分析か らも うか が

え よ う。

　また ， 文中に 三 度ふ れ た 「切れそ うな つ なが り」 「隙間」 「溝」 とい う言葉 で取 り上げた 事柄

は ，日中両国語 の 根本的性格 の 違 い に 由来する と い うこ とで ある 。

一
方は 膠着語 ，

一方は 孤立

語 と は
， 文法の 授業で は何度 も耳に し て い る こ と で あろ うが ，語 と語 を つ な ぐ の に 「テ ニ ヲ

ハ 」 を 用 い る の と 「位置関係」 に よる の と の 違 い は ，そ の レ ベ ル に だけ現れ る の で は ない 。分

析例に も見た よ うに ，フ レ ーズ 相互 の つ なが りに も，句点で わ けられ る文相互 の 関係 に もひ び

い て い る の で ある。い わ ば一文 間の 文法 レ ベ ル の 問題 が ，文相互 の翻訳技術に も働 くとい うこ

とは ， よ り留意され る べ きだ と思 う。

注 1 「
毛 洋奈逃集」第五 巻，「

牧 並合作化的一
場辨槍和当前的价級斗争」に

“

如果有同題，就要从个剔

　　中找出普遍性。不要 把所有的麻雀統捉 来解剖 ， 然后オ証明
“
麻雀螢小 ， 胆肝倶 全。

”

とあ る。

注 2 岩波 の それ は 「他的〜很大」 を訳す際 に 出て 来た直訳調 の 月本語 で あ り．光生館 の それ は 中国 に お

　　け る 日本語出版物 を もそ の 資料 と し た こ と に よ る も の と思 わ れ る。

注 3 「的」 と 「の 」 の 対応とズ レ に つ い て は ，程路潁 「 日珸達体修怖拮構浅淡 」

　　 （「日語教学」 第 11期 80・9） に 詳 しい

注 4 こ こ で の 残像効果と い う考え は ，外山滋比古著 「修辞的残像」 （み すず書房
’
68 ・10） に 示唆 さ れ て

　　使 っ て い る。
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