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は じめ に

　私が か っ て 出会 っ た 中国の 日本語教科書 の 誤 用例に次 の よ うな もの が あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 オ母 サ ン バ ホ ン ト ウ ニ 安 カ ッ タデ ス ネ、オ父 サ ン ト妹 ガ帰 ッ テ キテ食事 ヲ シ タ ア トデ
ー
緒

　 二 食べ マ シ ョ ウ ト言 ッ テ戸棚 ノ 上 二 置キ マ シ タ 。 （りん ごを買 っ て きた娘 に 対 す る母 の 言葉
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 1）

　 を 「聞接話法」一娘 の 口を通 して
一

で示 した部分 。

　圏点を施 した部分 ， 「妹」 は使えず ， 実名で 呼ば な い とおか しい 。 言い変え て み て ， 「オ兄チ ャ

ン 」な ら可で ある こ とか ら， こ う した親族名称 の他称詞化 （三 人称代名詞化）は話者よ り目上

に は可 だが ， 話者よ り目下 に は行わ な い と い う こ と に な る 。

　こ の よ うな 日本語の 親族名称 の 自称詞 ・ 対称詞 ・ 他称詞化 の 実情に つ い て は ， 鈴木孝夫氏

「日本人 の 言語意識 と行動様式
一人間関係把握 の 様式を中心 と して 」

（注 2）
に 明解に 整理 さ れ て

お り，こ の 誤用 の 日本語 と して の 添作 は そ れ に よれ ば よ い 。 た だ こ の 誤用 の 裏 に は，別 に 筆者

の 母語 ・中国語 の投影が あ り ， 中国語 に も，日本語 に対応 す る ， 親族名称 の 自称詞 ・対称詞 ・

他称詞化 の 用法が あ り， そ れ に は 日本語 と は違 っ た用法 も見 られる 。

　ま た ， 鈴木氏は 日本語 の 親族名称 の 代替的用法の 分析を通 じて ， 日本語 はイ ン ド ・ヨ ーロ ッ

パ 語 系 の 言語 の よ うに ， 自他 （例 えば 1と You ，
　 Je と Tu ） の 峻別に立 っ て 展開 さ れ る の で は

な く， 厂対象 （ま た は第三 者）か らの 自己規定」に立 っ て 展 開 さ れ る と い う実相を提示 され ，

親族名称 の 代替的用法に 見 られ る 構造 に っ い て 次の よ うに述 べ て お られ る 。

　「前章で 日本人 の 言語的 自己規定 の 特徴が， 自己をまず相手の 立場に 同化 させ た後 に ， 相手

　か らの 関係で 自己 を規定する と い う対象依存型で あ る と述 べ た 。 こ の よ うに 観察す る 自己と
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　 観察され る対象が同化 しや す い 傾向を ， 日本人が持 っ て い る こ と は，自他の 対立 を前提 と し

　 て成 り立 っ 日本以外の 多 くの 文化 と 日本文化 を基本的 に区別す る特質 と して ，すで に知 られ

　 て い る が ，こ の よ うな心理 構造が，言語 の 構造 と表裏一
体をな して い る と言う指摘は今ま で

　 な され なか っ た と思 う。 」

　 日本 的心性の 背後に ある言語 の 構造を闡明 され た卓論 で あ るが ，
こ う した親族名称 の 代替用

法が ， 明 らか に 日本語 と系統 を異 に す る シ ナ ・チ ベ
ッ ト語系 の 中国語に も見え る こ とか らすれ

ば，親族名称の 代替用 法 と い う現象か ら読み と れ る もの は
， 鈴木氏が 解明 した 日本語 の 特殊性

の 他に ，世界諸文化 に 通底す る普遍 の
一

面もあ ろ うか と思 う。

　私 は ， こ うした親族名称 の代替用法 は ，人 の 名を呼ん で はな ら ぬ とい う古 代観念 （タ ブ ー）

に 由来す る と考え る 。 そ う した観念 は 日本 ・中国 ・西欧諸文化 に も，か っ て 普遍 的に存在 して

い た 。 そ の 痕跡の 有 り様が 日本語の 特殊な構造を生ん で い る の だと思 う。

一
方， こ の 人の 名 を

呼ん で はな らぬ と い う古代観念を基底に お けば，中国 に お ける 「名」「字」 「諡」 の 起源，「
一

字 の 褒貶」 と い われ る 「春秋 の 筆法」 な どの 由来を知 り うる 。

　以 下小論で は ， 鈴木氏の 整理 され た 日本語の 親族名称 の 代替用法 に 中国 語の そ れ を 比 較 し ，

そ の 類似 と違 い を観察 し，そ の 由来 を述 べ ，諱名観念に ま っ わ る中国の 古代的事実 に っ い て 述

べ た い
。

§ 1 ．現代中国語 の 親族名称 とその 代替用法

　 まず説 明を 簡単 に す る た め に ， 鈴木氏が小学校教師 （年令40才） をモ デ ル に 自称 ・対称詞使
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 3）
用 の 実際を示 された 図 ， 及 び それ に な ら っ て 中国人 イ ン フ

ー
オ マ ン ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に作 っ て 貰 っ た 図

及 び説明 を示そ う。

圃 圃

國

第 1図 第 2 図
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　 説明 ：

1． 表 の 称呼 は全部現在 の 私 の 呼び方 で す。 幼少 の 時 の 称呼 の 仕方 とず い ぶ ん 差があ ります。

2， また ペ キ ン の 人は上 位者や初対面 の 人に 「恷」 を使 い ます が ， 北方
一

般は 「恷」 あ る い

　 は職称，関係名称 を使い ます 。 学校や 仕事関係上 の 指導者，初対面の 人 に は 「恷」 を使い

　 ます 。

3． 同僚や ， 友人の こ と は姓名で 呼ぶ の が普通で す 。 年配の 人の こ と を老 ＋姓 ， 年 下 の 人 ，

　同年令の 人を小 ＋ 姓で 呼び ます。 男の人を名で は呼び ま せ ん が ，な かの い い 女性 を名で呼

　 ぶ こ とが あ ります 。

4。 人前で 主 人を 呼ぶ とき，或 は 主 人の こ と に言及す る と き姓名を 使 い ます 。 家で は 「小名」

　 を使 い ます 。 人前で 自称す る ときは 「我」。 家 で は 「小名」，「我」を使 い ます 。

5． 他人の 前で 家族の こ と に言及す る時，全部親族名称を使 う 。 例え ば 厂我父来」「我哥 哥」

　「我弟弟」「我愛人」 ……
。

6． 少女の 頃 ， 上位者の こ とを ほとん ど全部親族名称や 職称で 呼び ， 「珎」 は あ ま り使い ま

　せ ん で した 。 た と え ば （父 に 対 して ）「釜釜答座尅蛤我冥娃娃的 。 」 （兄 に対 して ） 「哥哥明

　天帯我出去玩 ル 好喝 ？」……

7． 小ち や な子 に 対 して 代名詞 「我 ・称 ・他」を避け ます 。 次の よ うな誤解が起 っ た こ とが

　 あります。私が義兄 の 写真を指 して 姪 （三才） に 言 う 「逮是称釜釜 。 」 （こ の 子 は一才 の 時

　か ら外祖母 っ ま り私の 母 の 家で 育て られ ， 自分 の 父 の こ と に つ い て 印象が な い ）す る と ，

　二 ，三分後そ の 子 に 「這是誰 ？」 と聞 くと，「這是称釜釜 。 」 と答 え て しま っ た 。

　 二 っ の 図を対比 して み れば解 る よ うに，中国語 に も日本語同様，親族名称の 自称 ・対称詞化

が み られ る。 父を 「釜 釜」， 兄を 「哥哥」 と呼び ， 子 に 「娼娼」弟妹に 「姐姐 」 と 自称 す る の

は完全 に 日本語 と一致 した用法で あ る 。 （2 図に は 1図 の 「お じい さん」 に 当 る語 が見 え て い

な い が
， 子供が い れば 「苓苓」 も可）ま た ， 親族関係 の な い 隣 の 子に 「お じち ゃ ん ・お ばち ゃ

ん 」 （「叔叔，阿姨」）と 自称 し，社会 的関係 に 親族名称を擬制す る点な ど，西 欧諸 国 に 比 べ て

かな り日本語 に特殊な もの と考 え られ て い る もの も，見え て い る 。

　
一

方日本語の 発想と きわ だ っ た違い を示す の は， 目上 の 対称詞 と し て 日本語 に は現 れ な い

「あな た」に対応す る二 人称代名 詞 「像 ・ 恷」 が並用 されて い る こ とで あ り， ま た 目下 に 対 し

て 同様に
一人称代名詞 「我」 が並 用さ れ て い る こ とで あ る 。

　 以上二 点が 二 つ の 図が示 す本質的類似 と差異で あ り，鈴木氏 の い う日本語の 対称依存型 の 自

己規定 とイ ン ド ・ヨ
ー

ロ ッ
パ 語系 の （1， You ，

　 Je，
　 Tu） の 峻別 に立 っ 自他対立 の 自己規 定 を

両極端 とすれば，そ の 中間 に位 す る の が 中国語 で あ る と言え よ う。

　中国語 の 人称代名詞 をか り に英語 の そ れ と較 べ て み れば ， 「1 ・You ・He ・Shejは 「我 ・称 ・

他 ・ 妣」 と対応する 。

一点違 うの が二 人称 に 目上意識 （敬語） の反影 した 「悠」 が使われ る と

い う こ と で ある。一方 日本語 の 所謂
一人称代名詞 と い わ れ る 「私 ・ぼ く ・お れ」 が階層意識を

反影 して い て 多様で あ る の に対 して ，中国語 で は 「我」一語で すみ，日本語 の よ うな親族名称

の 代替用法をはず して も， 「我 ・弥 ・他」 で展 開しうる と い う点か らす れば ， 中国語の 人称代

名詞の 役割 の 大きさは ， イ ン ド ・ヨ ーロ ッ
パ 語系 の 言語 に近 い 。

　 2 図に見え て い る 「老＋姓 ・小 ＋姓」 「小名」 につ い て い え ば ， 年長者 に 「老」， 年少者に
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「小」 をつ け る の は，「姓＋ さ ん ・ くん 」 の 意識 に 対応 しよ う。 また名 の 一部 に 小をつ けて 「小

紅」 の よ うに 呼ぶ 「小名」 の 存在 は ， 名 の
一
部を省略した 「哲ち ゃ ん 」 な ど の 呼称 と対応 した

現象で あ る 。 こ れ ら は 中国語 に特有の 呼称で は あ る が ， 同様 の 発想 を 日本語 に も認 め う る用法

で あ る 。

　 1 。 2図 の親族名称 の 自称詞 。対称詞 と して の用法 は完全 に
一

致 して い る もの の ， こ の 図に

現れ て い な い事実 も中国語に は見 られ る。 鈴木氏は 1図の 用法の 基底 に働い て い る規則を次の

よ うに 家族系統図の 目上 ・目下 に斜線を入 れて 示されて い る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筆者が便宜番号 を付 した  ，  に 中国
　 　 　 　

　

嬲 ｛蠶辮靉轗識
　　 　 　 　 　対 称詞 は親族 名 称 が使 え な い  

　　　　　｛自欄 は 鏃 名称 が 使 え る  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 4）

　　 　 　 　 　　 　第 3 図

語 と の 違 い が見 られ る 。   に つ い て は

2 図に已 にみえ た よ う に，中国語 で は

日本語の よ う に親族名称を使 う
一

方 ，

「称 ・ 恷」 の 人称代名詞 が 使 え る 。 日

本語で は 自分の 父 を 「あ なた」呼ばわ

り した り，兄を 「きみ 」 と呼んだ りは

で きな い が ， 中国語では二 人称代名詞

の 「恷」 また は 「称」 を使 っ て か まわ

な い
。

　 1 ・2 図 の 対比 に は見え て い な い が

  で
， 中国語で は下位者に も対称詞 ・

他称詞 と して 親族名称が使え ， 最初に

あげた日本語 の 誤用例 は，次の よ うな

中国語 の 反影で あ る 。

　 「姆娼説 ：很便宜的 ！等一会儿釜釜 ・

妹 妹回来吃坂以 后再吃 。 」
　　　

　 そ して こ の 「妹妹」の部分 に 「哥哥 。

弟弟 ・姐 姐 ・叔叔 ・阿姨 ・苓苓 ・妬妨」等 を代入可能で あ る 。 す る と対称詞 に 関 して は中国語

で は第 3 図の 斜線 は消 え る こ と に な る 。

　 しか し ， 日本語に み られ る こ う した親族名称 の 代替用法 の 深層意識 に は，人 の 名 は軽々 に 呼

ん で は な らぬ と い う古代観念 （タ ブー）の 痕跡が あ る と思 う 。 それ が身分意識 に 反影 す れ ば ，

上位者 の 名を呼ん で は な らぬ と い う儀礼に な る。そ の 儀礼意識 は中国語で も同様で あ り対称詞

の使 い わ けに は顕在 しな い 上 下の 斜線 は隠 され た深層 に 厳然 と存在 して い る 。

　 こ の 観 点か らみ れば，   「対称詞 は親族名称 しか使 えな い 。 」 の は，上位 者 の 名 を呼 ん で は

な らな い か らで あ り，   「対称詞 は親族名称が使え な い 」 の は ， 下位者に は名を呼ぶ 資格が あ

る か ら使 わな い の で ある 。 す る と中国語が 上位者を親族名称で 呼ぶ と同時に 「称 ・恷」を並 用

で きる の は ， 「珎」に は こ う した タ ブ ー意識 の 痕跡が 薄い か らで あ り，一方 日本語 で は 二 人称

代名詞 「あ なた ・きみ ・お まえ」 に ま で そ の 痕跡が残 っ て い る と言え よ う 。 中国語 の 二 人称に

敬語 と し て の 「恷」 が並存 して い て ，英語の よ うに 「You」
一

語で す まな い こ と は， 厂休」 に

も幾分そ の 痕跡 ， また は階層意識 の さす影が あ っ て，　 「父」 や 「校長」 「初対面」の対手に 向 っ

た時 に は 「恷」 が で て くる の で あ ろ う。
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　  に関 して い えば， 日本語 は 名を 呼ん で か まわ な い 目下 に は，直接名を呼ん で 上 位者 と して

の 自己を提示す るの に対 し，中国語で は直接名を呼ぶ一方，親族名称 を使 うこ とで庇護 者 とし

て 上位 の 自己 を提示 する用法 も存在 して い ると い う こ とで あ る 。

　公 園で 泣 い て い る迷子 に 向 っ て ，厂お ね え ち ゃ ん ど う した の
， 誰 と来 た の

。 」な ど と言 え る と

い うと ， 中国で はか な り達者 に 日本語 を運用す る人で も大 い に 吃驚 さ れ る の だ が ，同 じ事を中

国語で は ，「小妹妹怎幺了 ？践誰
一

起来的 ？」 と言う 。 泣 い て い る女 の 子の 「弟妹」 を想定 し ，

そ の 下位者 に 立 っ て ，上位者 の親族名称 を使 い，「おねえ ち ゃ ん」 と呼びか け， 自覚 を 持 た せ

よ う とす る の が 日本語の 用法で あ る
（注 5 ）

が ， 「妹妹」 と 目下 の 親族名称を使 っ て，庇護者と し

て 安心 感を与え よ う とす る の が 中国語の それ で あ る 。 そ の 表面 だ けを見 る と下位者を高 く扱 う

と低 く扱 う正反対 の 方向に 捉わ れ吃驚する に過 ぎな い 。 こ う い う言語習慣 が 固定 して く る と，

中国語で は
一

世代下 の 呼称で 呼ば れ る こ とが 自立を認 め ぬ最大 の 侮辱 とな り， 逆 に若 い 女性が

小さ い子 か ら 「阿姨」 と呼 ばれ る の は何 で もな い こ と で ，「おば ち ゃ ん 」 と呼 ば れ た くな い 日

本女性 の 心理 と の 分岐が 出て くる の で ある。

　また，  に 関 っ て 言 え ば ， 中国人通 訳 の 日本語で よ く出会 う 「あ な た何 を食 べ ます か 。 」 な

ど に 感 じる不快感 は，中国語 の 「恷」 を 「あな た」，「休」 を 「きみ」 とお き変え るだけ で，自

称 ・対称 に 関す る日本語運 用 の 実際を教え られ て 来なか っ た こ と に あ る 。 日本語 の 二人 称代名

詞 に ある タブー意識の 痕跡 ， 関係名称で 代替す る か ， 何 も使わ な い と い うこ とは ， 外国 人に 対

する 日本語教育で 広 くと り上 げる べ き こ と で あ る。

　以上要す る に． 日本語 ・中国語 ともに上位者の 名 を呼ん で はな らぬ とい う古代観 念 （タブー）

の 痕跡 が あ り ， それ に よ っ て 親族名称の 代替用法が 両者に 対応 して 表れ て い る 。 日本語 で は ，

人称代名詞
一

般に そ の 影が さ し，上位者に は 二 人称代名詞は使え ず，一人称代名詞 は対者に よ っ

て 多様 に変化す る。中国語で は入称名詞 は ほぼ こ の 意識か ら自由で あ り，そ れがかすか に 認め

られ る の は 「称」 で あ り， 「恷」 と い う敬語 の残存が それ を示 して い る 。

§ ll．諱名観念 の 由来

　人 の 名 を軽々 に 呼ん で は な らぬ と い う古代観念 （タ ブ ー）は ， 古代学 ・民俗学 の 分野 で は広

く知 ら れ た 事実で あ る が ，こ こ に そ の 二 ．三 を見 て お き た い 。 まず 日本 に お け る そ の 事実 は 万

葉集巻一
の 冒頭 の 歌，雄略天皇御製 と伝え られ る もの に象徴的に 示 され て い る。

　　　　 　　　　　 泊瀬朝倉宮 に天の 下 し ら しめ し し天皇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大泊瀬稚武天皇

　　天皇の 御製歌

　籠 もよ　み籠 もち　掘 串 もよ　み掘串 もち　こ の 岳 に 菜摘 ます児 家聞かな　告 らさね

　そ ら み っ 　大和 の 国 は　お しな べ て 　 われ こ そ居 れ 　 しきな べ て 　わ れ こ そ座せ 　われ に ご
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ◎　◎ ◎

　そ は 告 らめ 家を も名をも

　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　 （岩波 ・
日本古典文学大系 ・万葉集一引）

　古代人に と っ て 名は実体と不可分の もの で
，

そ の 名を知 られ る こ と は ， 相手 に 実体 を 明 し，

そ の 服従下に入 る こ とを 意味 した 。 そ の 注釈に 「家や名を教え る の は ， 男の 愛を受け入れ る意」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 6 ）
とある の は，そ の 事 で あ る 。 名 と実体が不可分 で ある とか，名 は 霊魂 そ の もの で あ る　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と
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か い う観念は ， 現代 日本入 に は已 に な い が ， 異性を名の み で 呼ぶ 意識 の 底に は こ う した古代的

観念 の 痕跡が色濃 く揺曳 して い る こ と は説 明を要 しな い で あろ う。

　 自他対立 の 自己規定に立 っ て 言語を展 開し ， 日本語の よ う な 親族名称の 用法 を示 さな い西洋

文化 に も同様の 事は 見え て い る 。 例え ば広 く知られ た ギ リシ ャ 神話 「オ デ ッ セ イ ア」で は，
一

眼巨人 ポ リ ュ ペ ー
モ ス の 洞穴 に入 っ た オ デ ュ ッ セ ウ ス は 自分 の 名 を明か さなか っ た た め に 危機

を遁れ て い る 。

　　「巨人 が帰 っ て来て羊を追 い 入れ る と，巨石を洞穴の 入 口 に扉 として あて がい ，オ デ ッ セ ウ

　 ス た ち を捕虜 と し，二人ず っ 食 っ た 。 オ デ ュ ッ セ ウ ス は マ ロ ー ン の 酒 を与え る と ， 巨人 は こ

　 れを飲ん で ふ たた び要求 し，二 度 目に 飲ん だと きに，彼 の名 を尋ね る と，彼が 《だ れで もな

　 い》　（ウ ーテ ィ ス） と答え る と ， 巨人 は彼 を友情 の 徴に最後 に 食 っ て や る と言 う。 巨人が酔

　 い っ ぶ れ た の をみす ま して ，オ デ ュ ッ セ ウ ス は棍棒 の 先を とが らせ ，火で焼 き，彼 の 目を突

　 き潰 す 。
ポ リ ュ ペ ーモ ス は仲間 の キ ュ ク ロ ープ ス た ち に助 けを 求め た の で ， 彼 らが来て ， 犯

　 人 は だ れ か と尋ね
， 彼が 《誰で もな い》 （ウーテ ィ ス ）と答 え た の で，彼 ら は 立 ち去 っ た 。 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『ギ リ シ ャ
・ロ

ー
マ 神話辞典』　高津春繁編）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 7 ）
　 フ レ イ ザ ー 『金枝篇』　　　　 　　　　　　 　　　 「第二 十二 章　 タ ブーとされ る言葉」 は 「人名 ・親族 の 名 ・死者

の名 ・王 と神聖な人物の 名 ・神の 名」 と い ずれ も名 に関す る もの で，古代 の 例ばか りで な く，

北米 イ ン デ ィ ア ン
，

エ ス キ モ ー
，

セ レ ベ ス の ト ロ ン プ族 と同時代 の 未開民族 の諱名観念の 例を

上げ，そ の 理由 として次の 説 を引 く。

　 「た と えば ， 社会階級 の 最下部に 位す る未開人か ら話を は じめ るな ら， オ ース トラ リア 土着

　 民の 社会で 人名を しば しば一般の 知識か ら距 て る秘密主義 は，『ある 入 の 名 を 知 る敵 が そ の

　 当人 を 害す るた め の 呪術的に利用 し得る何 もの かが そ の 中に あ る， と の 信仰か ら多 くは起 こ

　 る もの で あ る 。 』」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 8 ）
　 我々 の 同時代に も こ う した事実 は次々 と報告され続 け て い るが ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雄略歌 は 日本人 が こ

うした古 代観念の 時代を もっ た こ と，オ デ ュ ッ セ イ ア の 神話 は ギ リ シ．ヤ 古代 の 人々 の 同様 の 観

念 を反影 して い る 。

　 東西古 代 の 二 例 を示 したが ， こ うした意識 は 古代 （また は 原始段階の 民族） に見 え る の み な

らず ， 民話の 世界に も語 られ ， 岩手， 山形に分布す る 「鬼六 ぱな し」 は 『聴耳草子』 に収録 さ

れ ， 近年 は武田正 『働 き女　佐藤家 の 昔話 10」 に採集 され る な ど民間に 生 き続 けて い る 。

「ある流 れ の早い川が あ っ て
，

い くら橋を か け て も流 さ れ る の で ，腕前の よ い 大工 に 依頼 した

が ， 大工 は 自信が な く，川 を前 に 思 案 して い る と ， 突然 川 の 中よ り鬼が 現わ れ，大工 の 眼玉

を よ こ せ ば橋 をか けて や る と言 う。 大工 は い い か げん に了承す る と，数 日た っ て橋 は完成する。

鬼 は大工 に眼玉 を寄 こ せ とせ ま るが ， 大工 は山に逃 げる。 そ の 時，大工 は童謡 に 『早 く鬼六 ア ，

眼玉 ア 持 っ て 来ば ア ， え え な ア 』 と言 う の を聞 き家 に帰 る 。 翌 日， 川 に 行 くと鬼は眼玉 を よ こ

すの が い や な ら名を当て て み ろ と言 い ，大工 はわ ざと出まか せ の 名を幾 っ か言 っ た後最後 に鬼

六 と言 う と鬼は消え る と い う話で あ る 。 」 （r日本昔話事典』稲田弘二 他編）

　同様の モ チ ー
フ の 民話 は ，グ リ ム 兄弟に よ っ て採集され た 「ドイ ッ 民話」に 厂ル ン ペ ル ス テ ィ

ル キ ン 」 として み え て お り，深 く人類普遍 の 古代思考 の 存在 を感 じさせ る 。

　繁鎖に わた る の で ， こ こ で は こ れ以 上 の 例は引か な い が ， 諱名観念 の 存在は西洋文化に も普

遍 の もの で あ り，父 ・ 母 ・お じ ・ おば を フ ァ
ー

ス トネ ーム で 呼ぶ こ と は西欧諸国 に お い て も許
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　 　 　 　　 　 　 　 　 （注 9 ）

されぬ こ とで あ っ た。　　 そ の 普逓 の 観念がイ ン ド ・ヨ
ー

ロ ッ パ 語系 の 人称代 名詞 に は及ん

で い な い の に対 し， 日本語で は人称代名詞全般に及 ん だ こ とが，二 っ の言語構造の 両極 とまで

見 え る差異 を生み，そ の 反影の 程度 に よ っ て 中国語 の よ うな 中間的構造 を も生 ん で い る の で あ

る。

§皿 ．古代中国の 諱名観念 と礼

　 か つ て 加藤常賢先生 は，「解釈 は 起源 に あ らず」 と の 方法論 に 立 ち ，古 代中国 の 「礼 」 を，

祭政一致時代 の 法律 ・政治 ・道徳 ・宗教 ・経済を内包 する未分化 の 綜合的文化と して 位置づ け，

そ の 根本概念 が，現存 の 未開民族間 に残存す る 「タ ブ ー ・マ ナ 」 （taboo −mana ） 信 仰 と全 く

同 じもの で ある こ とを明 らか に され た 。 そ の 宗教儀礼 と して の 「礼」 は ， や が て人知 の 発達 に

従 っ て ，

一
部は神聖性を失 い ， 神聖儀礼 と世俗儀礼 と に 分化 して行 っ た 。 そ の分化の 段階に あっ

て，儀礼に 貫通す る意味を 「孝 ・ 悌 ・ 信」な ど の 言葉に翻訳 した の が孔子で あ り ， 儒教倫理 学

の 発生で あ る と の 見方は ， 以後中国思想 の 本流 とな る儒教 の 淵源を ， 人類古代思考 の 普遍 に た

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注 IO）
ど られ た もの で あ る 。

　以下私 の 考え る名とタ ブー
， 古代中国 の 諱名観念 も，

こ の 大きな枠組 の 中の
一

側面 と して露

呈 して い る もの で あ る 。

§皿
一 1　 「名」 と 「字」

　 中国 の 史伝 に 登 場す る人物 に は 『史記』 以来 ， 多 くそ の 「名」 と 「字」が示 され る の は ， §

2 に 示 し た 原始観念 に 由来す る もの で あ る 。 名を諱む こ と か ら， タ ブーの か か ら ぬ もう
一つ の

名 を与え る こ と は ， 古代 エ ジ プ ト， イ ン ドな ど に も見え て い る。

　 「奇妙 に もそ の 比較的高度 な文化が 最低級 の野蛮時代 の 名残 りと交錯 して い た古代 エ ジ プ ト

　人で も， 同 じ恐怖が 同種類 の慣習を生 ん だ と思 われ る 。
エ ジ プ ト人 は誰で も二 っ の 名を もら

　 い ，それ ぞ れ真の 名 とよ い 名，ある い は大 きい 名 と小 さ い名 で 知 られ て い た 。 そ して 良い 名

　 ある い は小 さ い 名が全 く開放的で あ っ た の に対 し， 真の 名あ る い は大 きい 名は ひ たか くしに

　 秘め か くされ た らしい 。
バ ラ モ ン の 子供 は二 っ の名 を もらい ，

一
っ は常用の もの ， 他 は父母

　 の ほか は誰 も知 る こ との で きぬ 秘密 の 名で あ る 。 後者は結婚などの よ うな儀式に際 して だけ

　 用い られ る 。 こ の 慣習 は，呪術が真実 の 名 と結合 され た場合 の み有効に な ると こ ろ か ら， 人

　を呪術か ら護 る 目的で 行われ る の で あ る。」 （『金枝篇』 〔二 〕192p）

　 こ の 「良 い 名 ， 小さ い 名」， 「常用 の もの 」が ， 中国に お け る 「字」 の 原義に他な らな い
。 こ

うした 二 つ の 名 を与え る慣習は，他 の 文化 で は呪術が そ の 効を失 うと ともに 消え て い っ た の だ

が ， 中国 で は 「怪力乱神を語 らぬ」 （「論語』「述而」）孔子儒家集団に よ っ て ， 改め て 合理 的解

釈 が 付与 され，「礼」 と して 制度化 され たた め，清朝瓦壊 ま で こ の 慣習が 生 き続 け る こ と に な

る の で あ る。

　「名」 と 「字」の 儀礼的側面 は，そ の 字形 そ の もの に示 されて お り，白川静氏 の 解 釈 に そ の

原義が解か れ て い る 。

　 「名の 金文の 字形 は 夕に 従わず，上部は 肉の 象形 で あ る 。

一中略一下部の 口 は載書祝冊 の 器 。
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　　 肉を薦 め て 祖廟 に告 げる意 の字形 で あ るが，特 に こ れを名字の 名 に用 い る の は命名 ・告名
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 （注12）
　 の 儀禮に際 して こ の 儀が行なわ れ たか らで ある。」 （「説文新義」巻二 ）

　　「字 は 周禮外史 『書名』 の 注に 『古 日名，今 日字』 また は 禮記冠義 「已冠而字之』，公羊傳僖

　 九年 「字而笄之』 とあ るよ うに 名字相對 して 用 い，そ れが字 の 初義で ある 。 名は祭肉を薦め

　 祝告 して 祖靈 に生子 の 名 を い う儀禮 で あ り，字 は祖廟 に 子を見 え しめ る儀禮で あ る 。 ゆえ に

　 字は
宀

予 に 従う 。 」 （「説文新義』巻十四）

　 引用 は 一部で あ る が ， 許慎 の 「説文解字』 に 「从 口从夕，夕者冥也 ， 冥不相見，故以 口 自名」

（暗が りで 名 の る），「乳也，从子在
宀

下，子亦聲」 （子に授乳する） と説か れて きた もの を，古

代 の実相 に か え され た字解 と思 う。

　　「名」 と 「字」 の 字形が 古 く二 つ の 加入儀礼が 行わ れた こ とを示 して い る が ，そ の 命名儀礼

は，『禮記」 （「内則」） に
一

連の 生子の 礼 を記 した段に 見え る 。

　　「  三 月之末，擇 日剪髪爲髫 ， 男角女羇 ， 否則男左女右。 是日也 ， 妻以子見於夫。 貴人則爲

　 服 。 由命士以下 ， 皆漱澣 。 男女夙興 沐浴衣服 ， 具視朔食 。 夫入門升 自昨階 ， 立于 昨西郷 。

　 妻抱子 出 自房，當楯立東面 。 姆先相 日 厂母某敢用時日，祇見孺子 。 」夫對 日 「欽有帥 。 」父執
　 　 　 　 　 　 　 　 ◎ ◎

　 子之 右 手， 咳而名之 。 遂左 還師 。   了 師辯告諸婦母名 。 妻遂適寢 ， 夫告宰名 。 宰辯告諸男

　 名 。 書 日某年某 日某生 。 而藏之 。 宰告閭史，閭史書爲二 ，其
一

藏閭府，其
一

獻諸州史。 州史

　獻州伯。州伯命藏諸州府 。 」

　以下，「内則」 に は 「世子，適子，庶子」等，子 の 身分 に 応 じた儀礼が記 され て い るが， い

ず れ も三 ケ月 に して命名が 行われ る 。 所 引の　  の部分は命名の 式次第，  以下 は告名 の こ と

を記 して お り， 已に 礼 の制度化の 際 に は 「名」 は 「師」や 「宰」に よ っ て 諸方に 告 げ られ る も

の で あ り ， 古代 エ ジ プ トや バ ラ モ ン の 慣習 の よ うに絶対的秘匿を受 け る もの で はな くな っ て い

る 。 元来 は呪術回避 の 為全面的に 秘匿 され た もの が ， 単 に 上位者 の 名 に の みそ の タブー意識が

残 され た 段階の 儀礼が 「内則」 の 内容で ある
。

そ うな る と
， 通用の 名と して の 字 も当初か らっ

け られ る必要はな くな り ， 相応 の 変質を 起こ す 。 起源と して は 厂祖廟に 子 を 見え しめ る儀禮」

で あ っ た 「字」 の 儀礼 は，同 じ加入儀礼 で も成人の そ れ 「士冠禮」 と結 び っ き，呪術 回避 の 原

義は忘れ られ ， 人倫として の 「敬」意 の 観念を も っ て 解釈され る よ うに な る 。

　 「  字 辭 日，禮儀既備，令月吉 日，昭告爾字，爰字孔嘉 髦士攸宜，宜之 于假，永受保 之 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＠ ◎ ◎ ◎ 　 ◎ ◎ ◎ ◎

　日，『伯某甫』，仲季季，唯共所當。

一
中略

一
  冠 而 字之 ， 敬 其 名 也 。 （「儀禮』 「士冠禮」）

　 「  冠而 字之 ， 成人之道 。 （鄭注字所以相尊也）」（『禮記』 「冠義」）

　 「  男女 異長，男子二 十，冠而字 。 父前子名，君前臣名 。 女子許嫁 笄而字 。 」 （『禮記」 「曲

　禮上」）

　成人 の 冠礼 に は，  の よ うな荘重な 唱え ご と に よ っ て 「字」が与え られ ， 「伯某甫」 と称 さ

れた。  ，  が そ の 意義づ け で ある が ，「某 の 名を敬 う」 と は 「名」 に 対 す る敬意 か ら 「字」

を つ けて そ れを呼ぶ と い う解釈 で，已 に 古代呪 術の 影 は消 え ， 現代 日本語 ・中国語 に行 われ る

上位者 の 実名敬避 の意識 に大差 な い もの に な っ て い る 。 となれば，  の よ うに 「名」 の 完全 な

秘匿 は不用 で ， 父 の 前 ， 君の 前 （上 位者 の 前）に はそ の 敬避は解除 され る の で あ る 。 こ の よ う

に名 を い わぬ こ とを敬意 の 意識 で と らえる よ うに な る と，下位者で も相 当 の 尊重 を受 くべ きも

の は ， 同様 の 待遇を受け る こ とと な る 。 次 の 規定が それ で あ る。

「國君不 名卿老 世婦 。 大夫不名世臣姪嫦 。 士不名家相長妾 。 （鄭注 ， 雖貴於其 國家 ， 猶有所尊
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也。卿老上卿也 。 世臣父時老 臣 。 ）」（『禮記』「曲禮 ， 下」）

　以 上に 加え て ，「男女非有行媒，不相知名」 （r禮記』「曲禮，下」）が あ り，雄略 歌 的 意識が

礼式化 し た もの で ある。上位者 に対す る諱名 は 「諸侯生不名」（『禮記』 「曲禮，下」） と あるだ

け で そ の 身分に 応 じた規定が事改あ て 明示 され て い な い が ， それ はあま りに も普遍的意識で あ っ

たた め で あ ろ う。

　 さ て ， 男子 に 字 して 「伯某甫」 と言う とあ る の は ， 「伯」 は伯仲叔季 の 兄弟 の 序列 ， 「某 甫」

が字 で あ る が ， 経書 で は 「某父」 と記さ れ ， 「甫」 は 「父」 の 仮借 字 で 「父」 が 本字 で ある 。

  に 女子に も許嫁 の 際に笄を挿 して 字を与え る こ と が 見え て い る が
， 経書に しか と指摘で きな

い が ， 王国維 の 「女字説」 （「觀堂集林』巻三
注 13

）に周代 の 彝器 に鋳こ まれ た 「女字」 を解読

して 十七 の 例を得，い ずれ も 「姓」 ＋ 「某母」 と記さ れて い る こ とを示 されて い る。十七例 の

うち呼称の 一
番長い もの を

一
例だ け 引い て お くと ，

　 「齊侯匝 日， 齊侯作霊孟姫良母寶 匝。 」 とあ り， 「姫良母」が 「姓」＋ 「某母」 の 部分 で， こ

れはそ の 出身国 「駢」 の 名 と姉妹の 序列 （孟仲叔季）の 厂孟」が添え られ て い る。 『春 秋』 に

見え る女性の 記事は ， む しろ こ の 「孟 姫」 の よ う に ， 「序列 ＋ 姓」 で 示 され る の が普 通 で ，そ

の名 も隠 さ れ て い る 。

§皿
一 2　 「礼」及び 「春秋左氏伝」に 見え る命名法の 意味

　 命名の 儀礼に つ い て は先に 述 べ たが，命名 に避 ける べ き こ とと して次 の 規定が 示 され て い る 。

　 「名子者不以國 。 不以 日月 。 不以 隠疾，不以 山川 。 」 （「禮記』 「曲禮 ， 上」）

　 何故 ， 国名以 下 を名付 けに 用 い て はな らな い か ， 又如何 に名付 くべ きか に っ い て は ， 『左氏

　 伝』 の 次の 記事が そ れをよ く語 っ て い る 。

　 厂九月丁卯 ， 子同生 。 以太子之禮擧之 。 接以大牢 ， ト士負之 ， 士妻食之 。 公與文羌，宗婦命

　之 。 公 問名於 申繻 。 對日，名有五。 有信， 有義， 有象 ， 有假 ， 有類。 以 名生爲信 ， 以 徳命爲

　義 ， 以 類命爲象 ， 取於物爲假 ， 取於父爲類 。 不以 國 ， 不以 官，不以山川，不以隠疾，不以畜

　牲，不以器幣 。 周人以諱事神，名終將諱之，故以國則癈名，以官則癈職，以山川則癈主 ， 以

　畜牲則癈祀， 以器幣則癈禮。 晉以 僖公癈司徒， 宋以 武公癈司空，先君獻 ・武癈二 山 。 是以 ，

　大 物不可以名 。 公日，是其生也，與吾 同物 。 命之 日同 。 （「左傅』「桓公六年傳」）

　「禮記』「内則」 の 太子誕生 の 礼を取り行 い
， 命名法を 申繻に 問うた もの で ， そ の 命名 法 に は

「信 ・義 ・ 象 ・ 假 ・類」の 五 っ が ある 。 生まれ なが らに 名を もっ て い る の が，「信 」。 以下 徳義

の 名をつ け る 「義」， 子 の 容貌に ちなむ 「象」， 生 まれ た時 の 事物に ち なむ 「假」， 父 に 関 す る

事物に ちな む 「類」 で あ る 。 子同 の 場合 は生 日 を父 と同 じ くし た こ と か ら 「類」 を も っ て 「子

同」 と名付 け られた 。

　そ の 命名法の 第
一

「信」 に は 「名」 と 「靈魂」
一

体時代 の 神秘 の影が 色濃 く残 っ て い る 。 名

を もっ て 生 まれて くる とは，例え ば，「左伝」 隠公元年 に見 え る宋武公 の 子仲子が ， 掌紋 に魯

の 字を も っ て 生 まれ ， 果 して 魯の 夫人 とな っ た話，同 じ く桓公 の 公子友が，占 トして 「友」 の

名を知 り，生まれて み るとや は り掌紋に 「友」 の 字が あ っ た とい う話な どに ， 運命論的命名法

が見え て い る 。 神話時代の 帝嘗高辛 は生 まれ な が ら に 自分の 名を言 っ た と伝え られ る 、

　 「宋武公生仲子，仲子生而有文在手，日，爲魯夫入，故仲子歸于我」 （「左傅」隠公元年日）
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　　「成季之將生也，桓公使 ト楚丘之父 ト之 。 日，男也 。 其名 日友 。

一中略一及生，有文在手日

　　 友，遂以命之 。 （「左傳」閔公二 年傳）

　　「高辛於顳項爲族子，高辛生而神靈，自言其名」 （r史記』「五 帝本紀」）

　 名 に 関す る古代観念が 儒家的合理主義 に よ っ て 礼 と して 制度化 された とは い え， こ う した所

に 「名」 の 神秘性が意識の 表層に ま で 顔 を出 して い る もの と思 う 。

　 父 の死後，周 の 礼で は生前 の 本名をはばか っ て これを諱 （い み な） と し， これを い わず に祖

霊 に仕え た
。

一
方 「名」 と 「字」 に加え て 死者 に呼 びか け る に は別 に 第三 の 名 「諡 」 （お くり

な）を っ けた 。 国名，官名，山川の 名等を名 とすれば，父の 死後 そ れ らを変え ずに は そ の祭祀

は不可能 と な る 。 実際 に そ の よ うな こ と の 起 っ た実例 と して ， 晋で は 「司徒」が，宋 で は 「司

空」が 君名を避 け て それ ぞ れ 「中軍」「司城」 と変 え られ，魯 の 献公 ・ 武公が 「具 ・ 敖 」 の 山

名を も っ て 名付 けられた の で，二 山の 名を改め た こ とがあげ られ て い る 。 こ うい う規定が名に

関す る神秘感が生 きて お り，諱名観念が強 く残 っ て い る 時代 に如何 に重要 な もの か は，そ れを

持 たぬ 未開民族が経験 しっ っ あ る言語 の 混乱，歴史 の 断絶 に 照 らす時，明確 に みて とれ よ う 。

　　 死者 の 名を諱む慣習 は ， オ ース ト ラ リ ア 原住民，ア メ リカ イ ン デ ィ ア ン
， シ ベ リア ・サ モ

　 エ ド族，イ ン ド ・ トダ族， ア フ リカ ・ ア カ ム バ 族，ナ ン デ ィ 族， フ ィ リピ ン ・ テ ィ グア ン 族，

　 ニ コ バ ル 群島 蒙古 ， ア イ ヌ と遠 く地 を 隔て られ た諸 民族 に 報告 され て い る 。 （『金枝 篇』

　 （二 ）二 十二 章三 ，「死者 の 名」）

　 そ の 死 者 の 名が ，動植物 や火，水 な ど 日常用語 と
一致す る場合 に は他 の 語 に変 えね ばな らな

くな る 。 そ の 結果 ， 各部族 ごと に そ の方言を異 に す る と い っ た極端 な言語 の分化が起 っ て くる 。

こ うした諱名観念が もた らす極端 な方言の 分化 絶 えず変容の 中にお かれ る言語の 不 安定 の 実

例 も同書 に数多 く報告 され て い る 。 そ の うち フ ィ リ ピ ン
，

ニ コ バ ル 群 島の土語 に つ い て デ ・プ

レ ス トル 氏の 発言 として 引か れて い る
一条の みをあげて お こ う。

　　彼 ら の 社会に は 「歴史の 生成」を ， あ る い は少な くと も歴史的物語 の 伝達を 最 も有効 に 妨

　 害す る と考え られ る最 も奇異 な慣習が普及 して い る 。
ニ コ バ ル 群 島の 信仰 に絶対 の裁可を与

　 え る あ る厳格 な掟 に よ っ て ，どん な人 の 名で も彼の 死後に は 囗 に して はな らな い
。 極あ て し

　 ば しば 起 こ る こ とが あ るが，仮 りに あ る人が ニ コ バ ル 群島土語 で 「鶏 」r帽子」 「火」 「道 」

　 な ど の よ うな名を もっ て い た とすれば，彼 の 死後 こ の よ うな語の 使用は，死者 に 対する個人

　的な指標と して だ け で な く， そ れが表す通 常 の名 と して す ら注意深 く回避せ ね ばな らぬ ほ ど

　 徹底的 に こ の 掟は 守 られて い る の で ある 。 こ う して 沢山の 名が彼 らの 語彙か ら消失 し， 目差

　す事物を表わす た め新語が鋳造され るか代用語が他 の ニ コ バ ル 方言や外国語 の 中か ら選 ば れ

　 る こ と に な る 。 こ の 異常な慣習 は言語そ の もの を不安定 に す る ばか りで な く， 政治生活 の 連

　続 を破壊 し， 過 去の 記録を全 く不可能 に して しま わ な い ま で も ， 不確実か っ 不明瞭な も の に

　す る の で あ る 。 」

　礼 の 命名法の 規定 は こ う した混乱を未然 に防 こ うと した もの で あ る 。 晋の 僖公や 武公の 例 は

諸侯 の こ とで あ り，国内に お け る最高位者と して 「名」 の タ ブ ー
が守 られ た例で あ り，

こ の よ

うな規定 が なか っ た と して も ， 中国の 当時の段階の 文化 ic直ち に ニ コ バ ル 土語の よ うな混乱を

もた らす わけで はな い が，広 く名 に関す るタ ブー
が行 われて きた名残 りと， そ の混乱回避によ っ

て 生 まれ た規定で あ る 。 儒家は諱名に関す る礼を定め
， 上位者に残存す る 「名」 の タ ブ ー観念

を 「敬」意 と い う人倫 観念で 解釈 し直す一方，そ の 秘 め られ た タ ブー意 識が 歴史記述 に もた ら
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す 混乱を防 ぐた め次の 原則を立て て い る 。

　　 卒哭乃諱，不諱嫌名，二名不偏諱，逮 事父母 則諱王父母，不逮事父母，則不 諱 王父 母 。

　 君所無私諱，大夫之所有公諱 。 詩書不諱，臨文不諱 。 廟中不諱 。 夫 人之諱，雖質君之前，臣

　 不諱也 。 婦諱不出門 。 大功小功不諱 。 入竟問禁 ， 入國而問俗 ， 入門諱 。 （「禮記』「曲禮 ・上」）

　 経典整備の 段階 に達 した 中国 の 諱名 は，未開民族 の そ れ の よ う に全面的 な もの で は な く，父

母 に 仕 え る も の は祖父母 の 名 を諱むが ， 父母 に仕 え な い も の に は適用 され な い な ど ， 限定的な

もの で あ る 。 何 よ り も，文献記載 「詩書に 諱 まず，文に 臨ん で は諱 ま ず」 と した原則 が 重要で

あ る。 こ れは み ご と に 未開諸民族 の よ うな歴史 の 断絶を防 ぐもの で あ っ た。た だ， こ の 規定が

文字通 りに 運 用 され て 行 けば，中国 の 歴 史記述 に 何 の 障害 もな い の だ が，事実はそ う はな っ て

い な い。

　 未開の 段階 を抜け出 しっ っ あ っ た時に ， こ う した原則 を立て 得た儒家の 合理精神と は確か に

み ごとな もの で あ るが ， これが経典 と して 一旦固定 される と，秘め られた原始観念 は こ れ また

清朝崩壊ま で 生 きなが らえ ， 時に暴威を振 う所に ， 儒学が 中国文化の 足枷 とな っ た
一
面 も否定

で きな い
。

　 と い う の は，一た ん は 「詩書不 諱，臨文不諱」 と規定 さ れ，諱名が 原始 的 タ ブー
で は な く，

「敬」意 に発す る こ ととな っ て も， 文献記載に もそ の 「敬」意 を持ち込み た い となれ ば 諱名が

発生 して くる 。 こ の 規定を生ん だ タブ ーの 下意識 が働 くた めか，歴代 の 史書 は 「避 諱学」
一

科

を 立て ね ば正 し い 読み取 りが出来ぬ こ と と な っ て い る 。 陳垣 「史諱擧例』 は歴代 の 史書か ら避

諱の 事例を集 め，そ の あり方を分類整備 した もの で ， 文献学， こ と に 本文批判 に は欠か せ ぬ知

識で あ る 。

　 諱 を避 けて ， 字を改あ た り，空格 と した り， 筆画を欠 い て 欠筆 と した りの 方法 は史書 を読む

者の 常識で あ る が
，

一
方 で 祖諱を避け て

，
せ っ か く与え られ た官職を辞し た り，李賀の よ う に

進士 の 試験が父 の 諱 「晋」 と同音 で あ っ たた め ， 受験を断念す るな ど ， 不合理 の 事象ま で 生ん

　 　 　 （注 14）
　　　　 　　 これ に は韓愈が 「諱辯」 を書 い て 翻意を促 した が ，李 賀 の 深層 意識 に 潜 ん で いで くる 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注15）
た も の は，合理精神を も っ て な る韓愈に も動か せ な か っ た 。

　 そ ればか りか，礼の 諱名が敬意を も っ て 説か れれ ば，そ れが リ ゴ リズ ム と化す る時，反転 し

て 不敬罪 と して 獄に っ なが れ る者ま で 出て くる し， 清朝の よ うに異族が漢化 しよ うとす る時に

は，そ の リゴ リズ ム が極端 まで 進み ， 大逆罪 と され ， 刑死す る もの まで 出て い る 。

　　當時上 諭日 ， 「閲其進到之書， 第
一

本敍文後凡例 ， 竟將聖 祖世宗廟 諱及朕御名字様開列 ，

　深堪髪指 。 此實大逆不法，爲從來未有之事，罪不容誅，即應照大逆律問擬，以申國法而快人

　心 。 」以 諱殺戮多人 ， 眞 「從來未有之事」 （陳垣 『史諱擧列』）

　 「快人心 」 と は言 い も言 っ た りだが，陳垣 は 余計 は こ と は言わ ず ， 厂眞 r從來未有之事』」 と

乾隆 の 言葉 を乾隆 に 投げ返 して い る 。 「四庫全書」 の 整備 と い う中国文化集大 成 の 大事 業 を行

な っ た同 じ乾隆の 漢文化尊重 の 表裏で あ る こ とを思 う と儒学 の 足枷 の 深 さを思 わず に は い られ

な い 。 こ う した こ とは他国 に起 っ た野蛮 な こ とで はす まず，タ ブーの 意識を基底 に持 っ た 呼称

で 言語 をや り取 りして い る 日本人 に も無縁で はな い
、 勅語 を奉読 して 「御名御爾」 と唱 え て い

たの は っ い 先頃まで の こ とで ある し，
な くな られた昭和天皇を 「先帝」 と呼称す るな どの 社会

事象 も見え て い る 。 私達 の 深層 意識 に あ る タ ブ ー観念は ，
こ れ を明示 して おか ぬ と ， 常に 本卦

返 り の 危険を は らん だ もの と して 存在 して い る 。
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　要 す る に ， 原始未開 の 段階 を脱 しっ っ あ っ た周文化 ， あ る い は原始儒家は タ ブ ー
に 起源す る

諱名観念 を当時 の 合理 精神で 上位者 へ の 「敬」 に 位置づ け，諱名慣習 の 無制限な拡大を回避し，

言語 の 混乱 ， 歴史 の 断絶を防 ぐ規定 を設 けた 。 しか し，「敬」 の 観念 で 解釈 さ れ っ つ も，上位

者 に 関 して 依然 と して 人々 の 下意識 に は タ ブ ーと して の 古代観念が生 きなが らえ た こ と に な っ

た の が ， 日中両国の 歴史的事実で あ る。

§皿
一 3　 殷王 の 名

　殷王朝 の 世系は 『史記」「殷本紀」 に示されて お り，そ れ は遠 く神話時代 の黄帝 に っ なが る 。

そ の ため 王朝の 実在ま で 疑われ た 事 もあ っ たが，殷壗 卜文の 発掘以来 ， 歴代 の 王 の 祭祀が篌づ

け られ ， そ れは幾分 の 修正 を要す る もの の ，司馬遷 の 依據 した史料の 確か さを示す もの とな っ

て い る 。 そ の 名 は誕生 の 日を も っ て っ け られ て い る こ とに特徴が あ る 。 次に そ の ト文か ら帰納
　 　　 　 　 　 　　 　 　 （注16）
された世系表 を引 こ う。

（1）上申　　   匚 乙　　   匚丙　　 （4）匚丁　　   示壬
一

（6）示癸　　 （7｝大 乙 一
　（8）大丁　　 （9）大甲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ntk 卿 崩 陟 纛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀰

⊥
〔沃 丁〕

GZ小甲

　　矼1）大庚　   大戊

吼 、黠

＿
⊥1籥」1

　　　　　　　　磁
1

辛
戊
癸

−

妣

妣
妣

　 　　 　   中丁

膿
　　　Lq牋 甲

妣 己 ・妣癸

  廩辛

  康丁
　 　 ll

　妣辛

鞫 ：1難

岡 武乙
　 11

　妣戊

岡 文武丁
　 　 ll

　 妣癸

〕漸

絢帝 乙

  魯 甲

鋤 般庚

  小辛

  1」丶乙
一

　 11

　 妣庚

〔  帝辛〕

（注16）

　『史記』 に は み え ぬ 女性 の 名 も ト文 に は見え て い て ， こ れ は い ずれ も 「妣」 ＋ 「十干」に な っ

て い る。 男性の 名 も二 字目は いず れ も十干 とな っ て い るが，一字 目に異 りが見 られ る 。 郭沫若
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注 17
　　　　　　　　　　　　　　） に お い て 「祖 ・妣」 の 対文で あ る こ と ， また そ の 初字 「且 ・は 「祖妣釋」 （「甲骨文研究」

匕」が牡 器 ・ 牝器で あ り，「祖 ÷干」，「妣 ＋干」が，周人 の 「某父」「某母」 と称 され るの と同

じと解 き ， 母 を知 っ て父 を知 らなか っ た 「亞血族婚」 時代 に は ， 「某母」「某父」 と は 「某男」

「某女」 と い うに 同 じと い わ れ る 。

　そ の後 の 甲骨学 ・文字学家 に は，郭沫若の 「祖妣」 の 字解 は受 けい れ られ て い な い が，世系

を一見 し て そ の 対文で あ る こ とま で は否定 されな い で あろ う 。 周 代 に は 「没母 ・没父」 に は

「妣 ・考」 が対文 とな る の だが ， 用法 に 何 らか の 変化 が あ っ た の だ ろ う 。 また 「祖」 を
一

字 目

に もたな い名 も，「大中小」 の よ うな類別詞 を冠 した もの がみ られる 。 こ れ に つ い て は 殷代世
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系の 復原に始め て 手を着けた王国維 「殷 卜辭中所見先公先王考」 （r觀堂集林』巻九）に 羅振玉

の説 を引 い て 次 の よ う に 言 っ て い る 。

　　 ト辭於先王本名之外，或稱帝某，或稱祖某，或稱父某兄某。羅參事 日，有商一代帝 王，以

　 甲名者六 ，以 乙名者五，以 丁名者六 ， 以 庚辛名者四 ， 以壬 名者二
， 惟以 丙 及戊 已名者 各

一
，

　 其稱大甲小 甲大 乙小乙大丁中丁者，殆後來加之亦別 。 然在嗣位之君，則徑稱其父 爲父 甲，其

　 兄 爲兄 乙 ， 當時巳 自了然 ， 故疑所稱父某兄某者 ， 即大乙以 下諸帝矣 。 余案參事説是也 。 非獨

　 父某兄某爲然 ， 其云帝與祖者 ， 亦諸帝之通稱 。

　 以 下 ト文 の 実例 を引 い て
， 大 中小ば か りで な く ， 「三 祖庚」 と 「盤庚」 を 呼称す る な ど 数字

を も っ て 同 じ干名 を区別 し ， そ れ に 祖字を 付す こ と， ま た ト文に よ っ て 同 じ人物が 「父 某」

「兄某」の 形 で 出て くる こ とが示 さ れ て い る 。 す る と 「妣某」 と こ れ ら通称 を冠 した 干 名 が果

して 後世の 「名」 に当 る もの で あ ろ うか 。 王又 は男性と して の 通称＋生 日 ， こ れ全体が 後世の

「字1， 呼ば れ て い い名 で あ っ た と推測す る 。 司馬遷 の 「殷本紀」 に は ， 生 日を も っ て 名 づ け ら

れた始 め の 遠祖，上甲 「微」， 王朝の 創始者，大 乙 「成湯」， そ の 亡国の 王，帝辛 「紂」 の 名が

別 に示 され て い る 。 「微 ・湯 ・紂」 こ れ らが軽軽に 呼 ば れ て な ら ぬ 実名だ っ た の で は な い か 。

「微」 に つ けた 『史記索 隠」 の注 に
　 　 　 　 　 　 　 　 ◎　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　 ◎

　　皇甫謐 云，微字 上甲， 其母以 甲日生故也。商家生子以 日爲名 自微始 。

　 とあ るが，上 甲を字と して 捉 え て い る 。 ただ 「生子以 日 爲名」 と名字の別が あ い ま い に な っ

て い るが，素直に 読 めば 「微」 を名 と捉 え た と思 う。

　 「成湯」 は帝号 と して読 まれ て き て お り，そ の うち，「湯」 が字で あ る とか名で あ る とか 「紂」

と と もに諡で ある とか説 かれ て 来たが，「微」 と同じ実名で ある と思 う 。 「諡」 は周制で あ り ，

悪行 ・非行 に ちな ん で 「諡」 とす る と い う考え はそ の 起源に な い こ と， 宋 の 鄭 樵 の 見 解 の 通 り

で あ る 。

　　按諡法 ， 惡諡莫如桀紂 ， 其次莫如桓靈 ， 其次莫如幽属 ， 此古今之所聞也 。 以臣所 見 ， 皆不

　然，桀紂是名耳 。 非諡也。 名者生之所命 ， 而非死之所加也。 當夏之季 ， 當殷之興 則未有諡 ，

　桀非諡也 。 當殷之季，當周之興 ， 雖有諡法 ， 然得諡 爲榮， 不得諡爲辱 ， 名之以 紂辱莫大焉 。

　桀之所名者取於木，猶高柴公孫枝之 所取云耳 。 豈有賤人多殺之名，而可以爲名乎 。 紂之所名

　者 ， 取於絲 ， 猶臧乾南宮結之所取云 耳。 豈有殘義損善之名， 而可爲名乎。 是名也非己之所更，

　即父兄之所命也 。 安得有是義乎 。 （「通志』 巻四十三 厂諡略」）

　諡法が 周制 に発す る こ とか ら見て，桀 を 「賤人多殺」，「紂」 を 「殘義損善」の諡 とす るの は，

諡 を 「行之 迹也」 （『禮記』「表記」 の 鄭注） とす る意識 の 拡大解釈 に よる も の で あ る 。 日名 を

も っ て 名 とす る こ と は夏 の 末季に起 こ り，桀 もま た 「履発」 の 名と と もに 伝え られ る 。
こ の 桀

が木に ち なん だ実名 ， 紂が糸に ちなん だ実名とされ る な ら ， 微と と も に湯 もま た 実名で あ ろ う。

　思 うに 史書 に実名が直接 で る理 由 は，

  人物特定の 為客観的に記述 され る場合 （「臨文不諱」）。

  そ の 名を称 して 称揚す る場合 。

  タ ブ
ー

を剥奪 して あえ て 名を表す場合 。

との 三 っ が あ る 。 「桀」「紂」の 名 が特記 され る の は  の 意識 に よ る もの で，後世そ れが悪諡 の

考え と結び つ い た も の で あ る 。 遠祖上 甲微， 殷王朝創始者大乙湯の 名が 「史記』 に 称 され る の

は  の理 由に よ る 。
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　霊 魂と
一
体 と して 捉 え られ た 「名」 は知 られ る こ と で 呪い を受 ける タ ブーの 側面 と ， 唱え る

こ とで 永 生を得 る逆 の 側面 を もっ て い た 。 こ う した   の 古俗を示す も の と して ，
二 つ の 名を用

い て 実名を タブ ー
と した エ ジ プ トに全 く逆 の 慣習が残 っ て い る 。

　　 エ ジ プ ト人 は 「死者 の 名を語 る こ と は死者を再 び甦 らせ る こ とで ある 」 と言 っ た 。 墓碑銘

　 に は ， 「消え去 っ た者に 生 の 息 吹を与え る」 た め に ， 墓 に入 っ た者の 名を語 る よ う通 行 人 に

　懇願す る句が記 された 。 彫 っ た り書 い た りして ある名 を消す以上 の 大 きな危害を， エ ジ プ ト

　人 に加 え る こ とは で きなか っ た 。 彼 の 名を示す文字を破壊す る こ とは，霊魂 の 破壊を意味 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注18
　 た 。 （『神話伝承事典』「Name 」 の項，　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　 ）

　 こ の名 に関す る二 つ の 側面が作用 して ， 「微」厂湯」「紂」 の 名が あ らわ れ て い る と考え る 。

世系譜の 中に み え る 厂雍 ・ 戔 ・ 羌 ・ 南 ・ 魯 ・ 般 ・武」 の よ うな類別詞とは見え な い個別性をも っ

た用字は客観的 に示され た そ の 名に あ た る もの と思 う 。
い わ ば ， 殷の 人の 通称 は 日名を も っ て

呼ば れ ，

一般 に は表れ に くい 実名を も持 っ て い た と考え る の で ある 。

§皿
一 4　 春秋 の 筆法と諱名観念

　 『春秋』 とは魯 の 不修春秋を資料と して，孔子が そ の 政治 的理想 を こ め て 刪述 した もの ， そ

の 日記体 の 簡略 な記述 に は孔子の 価値判断が示 されて い る と，古 くか ら考え られて きた。 孟子

が 「孔子成春秋， 而亂臣賊子懼」 （「滕文公下」） と言 っ て 以 来 ， そ の 筆法に 示 され る 「微言 大

義」「一字褒貶」 を追求 した もの が春秋学，春秋三 伝で あ る 。 中で も 「公羊伝」厂穀梁伝」 は もっ

ぱ ら， そ の 筆法を追求 し， 書法の 原則 を考え た もの で あ る 。 「左 氏伝」 は記述 の 背景 と な る歴

史物語 を展開す る に 特徴が あ る が，そ の筆法 に 言及 し，孔子 の批 判を認 め る こ と に変 わ り は な

い 。

『春秋』 が 果 して 直接孔子 の 手 に な っ た も の か ど うか，r春秋』の 記載法 に 本 当 に 褒貶 の 意 が

あ っ た か どうかは 自 ら別 の 問題で あるが，そ の よ うな もの と読 む こ とに よ っ て ，春秋学， 儒家

政治思 想が生れ て 来た事実 は動かせ な い 。 また少 くと もそ こ に
一

定の 書法の 存在 して い た こ と

は，同種 の 記事の 記載法を比較 して帰納で きる もの が ある こ とか ら知 られ て い る。 今 ， 諱名観

念に関す る もの を あ げれ ば ， 同盟 の 諸侯 に はそ の卒 に 名を い うが ， 未同盟 の 諸侯 に は名を い わ

な い と い うこ とが，「凡例」 として 「左伝」 に立 て られて い る。

　　左傳隠公七年 ， 春， 滕公卒 。 不書名， 未同盟也 。 凡諸侯同盟 ， 於是稱名 。 故薨 則赴以 名 ，

　　告終稱嗣也，以繼好息民 。 謂之禮經 。

　　經　僖公廿有三 年，十有
一月，杞子卒 。 左傳 ， 十

一
月 ， 杞成公卒， 書日子 ， 杞夷也 q 不書

　名未同盟也 。 凡諸侯同盟，死則赴以名，禮也。 赴以名，則亦書之 。 不然則否，避不敏也 。

「左伝」 は 同盟諸侯 の 卒 は全て 名を書 くこ とか ら上の 凡例を立 て ，未同盟の 諸侯で も時 に名 を

書 く例外 を ， 告げて 来た場合に は書 くと補足 して い る 。

　 また 「穀梁伝」 に も同様 の 解釈が あ る 。

　　隱公八年 ，辛亥，宿男卒 。 （傳）宿微國也。 未能同盟，故男卒也 。

　とす る と こ れ を諸侯の 死 の 書法 と帰納で きそ うだ が ， 隱公七年 「滕侯卒」 に は 「穀梁伝」 は

ま た別 の 説明を加え て い て ，更 に 「公羊伝」 も微妙 に ニ ュ ア ン ス を異 に して い る 。

　　隱公 七年，滕侯卒，（穀梁傳）滕侯無名 ， 少日世子 ， 長日君 ， 狄道也 。 其不正者名 。
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　　 隱公七年，滕侯卒，（公羊傳）何以不名 ， 微國也 。

　 同盟の 諸侯の 死 に名をい わぬ 例 は な く，「左伝」の 「凡例」 は大 旨妥当に見 え るが ，名 を い

わ ぬ こ とに未同盟以外の 理 由 もあ りえ るわ け で ， そ の 意味づ けが 分かれ て い る 。 こ こ で 私が 問

題 に した の は 『春秋』 の 本義 で はな く，む しろ こ うした読 み取 りに 見え る 名に 関す る そ れ ぞれ

の 古代的観念で あ る 。 『春秋』 に 「滕公卒」 と記載され る の を見て ， そ こ に 名が な い 事 に着 目

す る 三伝 の 意識 の 基底 に あ る もの は ， 礼 の 観念 と名分 の 観念 で あ る 。 名 の あ る べ き所 に 名 の な

い こ と か ら，同盟 と未同盟 の 別 の 明示 と み た り，異族 の 風習 で ，若 い 時 に は 「世子」， 成人 し

て 「君」 と呼ばれ，滕公 に は名はな か っ た。正嫡以外 に 名が ある と い う見解， 名 を表わす に 足

りな い 小国で あ る こ とを示 した とす る三 伝 それ ぞれ の 見解 は，戦国期の 人 々 が も っ て い た礼 ・

名分 の 観念 の 反影 で ある 。

　 また ， 当の 『春秋」が ， 「克 己復禮 を仁 と爲す」 （『論語』「顔淵篇」）「必 ずや 名 を正 さん か 」

（『論語』 「子路篇」） とい う孔門の徒 の 手 にな る以上，刪述 の 基底 に礼 ・名分の 観念があ る こ と

は確実で ， 戦国期 の 人々 の そ の 面で の 解釈 を誘 うの は当然 の こ とで あ る 。 そ の 端的な例と して ，

隠公三 年，周の 平王 の 死 を記 し た部分の 「穀梁伝」を 引い て み よ う。

　　隱公三年，三 月，庚戌，天王崩。（傳）高日崩 ， 厚日崩，尊 日崩，天子之崩以 尊也 。其崩

　 之何也 。 以其在民上 。 故崩之。 其不名何也 、 大上故不名也 。

　 「公羊伝」 で は 「崩」 に っ い て の 解釈 はあ るが，「不名」 に っ い て は触れない。 ま た 「左伝」

に は 日付の事だ け言 っ て 二 点 に っ い て は触れ な い 。 しか し， こ の 「穀梁伝」そ の もの に っ い て

は両学派 も異 は立 て ま い 。 っ ま り 「天王崩」の 記載は 正 に 当時の 礼 ・名分 の観念 そ の もの で あ

る 。 最高位者で あ る故に タブ
ー

と して の 名が礼に 則 っ て 尊ば れ ， そ の 死が 「崩」 と換言さ れた

記載 の 説明が 「穀梁伝」 で ある 。 『禮記』 に は 「死」の 換言 と諸侯の 名の 扱 い が 次 の よ うに 示

され て い る。

　　  天子死日崩，諸侯 日薨，大夫日卒，士 日不祿 ， 庶人日死 。 （『禮記』 「曲禮 ・ 下」）

　 　  天子不言出 。 諸侯不生 出。君子不親惡 。 （鄭注，天 子之言 出，諸侯之生 名，皆有 大惡，

　君子所遠 。 出名以絶之 。 春秋傳日，天王 出居於鄭 。 衛侯朔入於衛 。 是也 。 ）諸 侯失地名 。 滅

　 同姓名 。 （『禮記」 「曲禮 ・下」）

　死の タブーは已に身分制に 対応 した もの とな っ て い る こ と ， 名の 扱 い に 同 じだ が ， 『春秋』

は こ の 書 き方 （「名分 論」 に立 っ て） で書かれて い る 。 そ の成書 の段 階が 『春秋』 よ りず っ と

お くれ る 『禮記』 で あ るが ， 春秋 の 筆法が意識 され る の と ，
こ の 礼が ノ ー ト され る の と ， 同 じ

文化 の 大 きな流れ の 中に ある 。

　天子 に名 い わ ぬ と ， 滕侯 の 無名と は そ の 起源を考え れ ば同 じ こ とだ が ， 礼文化 に お い て ，名

は そ の 平等性 を失 い ，名 と身分が結 び っ い て 「名分論」 とな り，一方 は至尊 ゆ え 名 を表 さず，

一
方は未開野蛮 の 「狄道」 ゆ え名を表さ ぬ との 二 っ の 方向に分裂 した捉え方が 「穀梁伝」 で は

な されて い る 。

　  の よ う に ， 諸侯の 名は生前に は秘匿 され ， そ の 領域を失え ばそ の 資格を失い
， 同姓 を滅す

よ うな非道を行え ば，タ ブーの 権利 は剥奪 され る 。 となれ ば ， 『春秋』 に 「名 い う」 と 「名 い

わず」 に 褒貶 の 意が生ず る。 こ の 規定 は鄭注に あ るよ うに春秋伝の 解釈 と対応 した も の で，あ

る い は春秋学か ら帰納 した もの と も読 め る 。
い わば戦国期 の 春秋学 の 担 い 手 と礼の ノ ー トを記

した人 々 と は同 じ観念 の 共有者で あ っ た 。
い わ ば， 礼の 名分と春秋学の 名分 は表裏一

体の もの
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で ， そ の 名分 の ア ン バ ラ ン ス に褒貶 の 意図を読 み と ろ うと した の が ， 春秋三 伝 の 解釈 で あ る 。

名 の 扱 い が そ の 様な も の と し て読 ま れ る な ら，そ れ は稱謂全般に 及 び，氏 を稱す る か 否か
， 公

子 ・夫入 ・爵位を ， 国名を書す るか 否か ， 名を い うか字を い うか等名分 の 扱 い が春秋学の 重大

な 関心事 とな り，「春秋
一

字の 褒貶」 とい う考え，進ん で は新王思想等儒家政治学 へ と展 開 し

て 行 く。
い わ ば儒家政治学 の 基底 に も ， 名と タブ

ー
の 古代観念 は色濃く影を投 じて い る。
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註

注 1　 上 海外国語学院編 「日 本語　第二 冊 上，第
一

課，練 習
一，朗読」

’80の 文，誤 は 己 に 訂 正 ず み 。

注 2　 「思想」 572号，後 に 『日本 の 言語学第五巻，意味 ・語彙」大修館書店 79に 収録

注 3　 第 2 図表作製者 は 当時 26才 の 女性，洛陽 の 大学教師 で 上海外語学院 日本語科大学院生。女 性 で あ る

　　 た あ 「娼娼 ・阿姨 ・姐姐」 の よ う な 自称詞 が で て い る が，男性 に おき変 え れば第 1 図 に 相当す る 「釜

　　 琶 ・叔叔 ・哥哥」 とな る。又大学教師 で あ る た め，学生 へ の 自称 は 「我」 しか 見 え て い な い が ，対手

　　 が小学生 ならば当然 日本語 の 「せ ん せ い 」 に 当 る 「老師」 も使え る。

注 4　        の 番号をっ け た規定は同じ表を簡略に説明 した同じ筆者の 「こ とば と文化」岩波新書所載

　　 の もの を 示 し た 。

注 5　 こ の 「お ね え ち ゃ ん」 の 呼 び か け が そ の 子の 家族の 最下位者に 同化 した 「第二 の 虚構的用法」 で あ

　　 る こ と は，岩波新書 「こ と ば と文化」p160以 下 に 記述 さ れ て い る 。

注 6 　The 　Woman ’

s　Encyclopedia　of 　myths 　and 　secrets 「神話伝承事典」 バ ーバ ラ ・ウ ォ
ーカ ー著．

　　 山下主 一郎等訳，大修館書店
’88 に 「「名』 を 意味す る 語 は 『霊魂』 を意味す る 語 と ほ とん ど同 じで あ っ

　　 た 。 ア イ ル ラ ン ド語 の ainm ，古代 ウ ェ
ール ズ 語 の anu ，古代 ブ ル ガ リア 語 の imen ，サ ン ス ク リ ッ

　　 ト語 の onoma ， ラ テ ン 語 の anima ，　 nomen ，　 numen が 名 を 意味す る 語 で あ る 。 ア イ ル ラ ン ド語 の

　　 ainm は名前，　 anim は 「霊魂 ア ニ マ 」 で あ っ た。あ る場合 に は 同 じ格変化 をす る の で ， しば しば

　　混同 さ れ る。 」 と あ る 。 日本語 で は 「言霊 」 の 語 が こ の 発想 に近 い 。

注 7　 『金枝篇』（二 ）岩波文庫版　永橋卓介訳

注 8　 例 え ば，『ナ パ ニ ュマ ーア マ ゾ ン 原 住民 と暮 ら した 女」 エ レ ナ ・ヴ ァ レ ロ 著　竹 下 孝哉 ・金丸美南

　　子訳　早川書房
’84

注 9　『リーダーズ ・ダ イ ジ ェス ト」
’83， 6 月号 「ドナ ル ド ・キ ーン の 日本診断 3 校内暴 力 に つ い て 」

　　 に 「ア メ リ カ に お い て は，世代間 の 言葉 の 壁 を 取 り払 うた め，特別 の 努力 が 払 わ れ て い る が ， こ の 傾

　　 向 は最近特 に 顕著 で あ る 。 ア メ リカ の 親 た ち の な か に は，子供 た ち に 『パ パ 』や 『マ マ 』 で は な くて，

　　 自分 た ち の フ ァ
ー

ス トネ
ーム を呼ぶ よ う奨励 して い る 人 々 もい る く らい で あ る。ま た ，多 くの 大 学 で

　　 は 教授 と学生 た ち が，お 互 い の 名前 を フ ァ
ー

ス ト ネーム で 呼 び 合 っ て い る 。 」 と こ の 面 の 変 化 を 語 っ

　　 て い る 。 同様 の こ と は フ ラ ン ス な どで も起 っ て い る 。

注 IO　加藤常賢著 「礼 の 起源 と そ の 発達 』 後 に 『中国原始観念 の 発達』 昭和 26年　青龍社 と改題。ま た 東

　　京大学中国哲学研究室編 「中国思想史」 （第
一

章 正統的思想）に も同様の 主旨が 展 開され て い る 。

注12　白川静著 『説文新義」全十六巻　昭和49年　五典書院

注 13　 王 国維著 「觀堂 集林』中華書局
’73

注14　陳垣著 『史諱擧例』台湾文史哲出版社，民国76年

注 15　（宋）洪邁著 『容齋随筆』（「續筆巻第十
一

唐人避諱」）上海古籍出版社
’78

注 16　赤塚忠著作集
一

「中国古代文化史』 p37よ り引用

注 17 郭沫若著 『甲骨文研究』中華書局
’76

注 18　『神話伝承事典』Name の 項，注 6 に 同じ。
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