
Meiwaku and Mafan:　A Contrastive Semantic
Analysis of Expressions for Annoyance in
Japanese and Chinese

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/9638URL



３１

曰本語｢迷惑」と中国語｢麻傾」の意味・用法の対照的考察
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１．はじめに

現代日本語において、「迷惑」は

ある人のしたことで相手やまわりの人がこ

まったりいやな気持ちになること。またそ

のようす。

（「外国人のための基本語用例辞典

（第三版)』）

他人のしたことや他人の問題がもとで、困

らせられたり、わずらわしくいやな思いを

したりすること。

（『学研国語大辞典(第二版)』）

といった意味を表す。この「迷惑」は、漢文＝

古代中国語でも用いられるが、例えば日本の中

学校国語教科書（「国語３」光村図書２００６年

度版)にも、「日本語と漢文で意味が異なる語句」

として

迷惑(日本語)他人のしたことで困ること。

（漢文)どうしたらよいかわからなくな

る。道に迷う。

と述べられているように､両者の意味は異なる。

これは日本語の｢迷惑｣の意味に歴史的変化が生

じたためである(1)。一方、現代中国語の「迷惑」

は古代中国語の｢迷惑｣の意味をおおむね引き継

いでおり、その結果、現代日本語の｢迷惑｣と古

代中国語の｢迷惑｣の意味も異なったものになっ

ている(2)。

従って、現代日本語「迷惑」の中国語訳とし

て「迷惑」をあてることはできないわけである

が、では現代において日本語「迷惑」に相当す

る中国語は何であろうか｡｢岩波日中辞典第二

版』（岩波書店1983年）では、「迷惑」に対応

する中国語として「麻恢」が、「詳解日中辞典」

(光生館］983年)と「日中辞典」（小学館１９８７

年）では「麻炊」「打撹」が挙げられている。こ

れらの辞書のいずれもが｢麻奴｣を挙げており、

例文においても「麻傾」が充てられているもの

が多いところから、「迷惑」の最も一般的な訳語

の一つとして「麻炊」を考えることができそう

である。

それでは、「迷惑」の訳として常に「麻恢」が

適切であるのだろうか、また両者の意味・用法

はどのようなところが一致し、どのようなとこ

ろが異なるのだろうか。以下これらの点を検討

したい。

２現代曰本語「迷惑」の分析

まず現代日本語｢迷惑｣の分析を行う。分析の

方法としては、日本語ネイティブ・スピーカー

である近藤の内省と、用例に基づく考察を併用

する。

用例の検索は、朝日新聞の全文データベース

｢聞蔵：DigitalNewsArchivesfbrLibraries｣及び

「CD-ROM版新潮文庫の100冊』によった。前

者は、１９８４年８月以降の「朝日新聞」「週刊朝

日」および「AERA」誌の本文が検索できるも

ので、］984年８月］日～同年８月３１日(３２件が

ヒット)と､2006年６月１日～同年６月３０日(236

件がヒット)の二つの時期を検索したが(3)、同じ

平成１９年１０月１日受理
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－箇月間という期間でヒット数に差がある以外

は、意味・用法の面で目立った相違は認められ

なかった。後者の「CD-ROM版新潮文庫の100

冊｣では､戦後発表の作品のうち、安部公房『砂

の女』、遠藤周作『沈黙』、大岡昇平『野火』の

用例を主な考察の対象とした。

任天堂が自社の製品である｢ニンテンドーDS」

の需要予測を誤って生産数が過少であったため

品薄となり、消費者が思うように｢ニンテンドー

DS｣を入手できなかったことを詫びる中で用い

られている例であるが、任天堂側としてもこの

ような事態は望ましいものではなく、できれば

需要に沿った数を当初から生産したかったとこ

ろであろう｡

次に、害を与えること自体が一義的な目的で

はなく、他の意図・目的をもって行う行為の副

次的な結果である場合がある。

④｢米軍基地の騒音で学校や家庭が迷惑を受

２－１原因を作る者＝加害者

現代日本語の｢迷惑｣について、前掲の辞書記

述に、「ある人のしたことで」「他人のしたこと

や他人の問題がもとで｣とあるように、「迷惑」

の原因を作る者(以下｢加害者｣と呼ぶこともあ

る)が居て､それは人や社会集団(組織)であり、

その行為や行為に伴う事態が｢迷惑｣と称せられ

ることが多いが、

①犬が朝早くから吠えて隣近所が迷惑してい

けている｣など豆記者たちの質問はなかな

カミの切れ味。

（「朝日新聞」1985年８月２１日朝刊）

⑤預り証に名前を使われた全共連の吉本邦

和経理部長は｢名前や印鑑を使われ、迷惑

Ｚ二（中略)書類は事実無根のつくりもの

だ｣という。

（｢朝日新聞』1984年８月］６日夕刊）

⑥同社は｢国税局と－部見解の相違はあった

が、課税処分を受け入れた。不正取引に関

しては関係者に多大なご迷惑をかけ、深く

亘(「日本語基本動詞用法辞典』例文）

②「猫のおしっこが臭いうえ、毎日鳴き声や

爪を研ぐ音が鳴り響いていました。窓から

猫が出入りして、そこらで糞をするので、

みんな迷惑してましたよ」

（｢週刊朝日』2006年６月２日号）

といった、動物の行為が原因と言える用例もあ

る。ただしこのような場合、純然たる動物の行

為としてよりも、買い主の管理・しつけの不足

といった、人間の関与する問題として捉えられ

ているように思われる。

おわびする。社員教育を強化し、再発防止

に努める」としている。

（『朝日新聞』2006年６月２日夕刊）

④は飛行機の発着等、基地としての活動を遂

行するのが目的であって、その活動に伴って騒

音が生じるのはある程度想定されていることで

はあろうが、騒音を発生させることや、まして

学校や家庭に害を与えることを一義的な目的と

しているわけではないであろう。

⑤は全共連の名前での書類を偽造し保証金

をだまし取ったという事件で、金銭をだまし取

るのが目的であり、全共連に害を与えること自

体が目的ではない。ただし、それ自体が目的で

はないにしても、必然的に全共連に害が及ぶ行

為をそれと承知して行ったものということはで

きるだろう。その点、④と比べて加害の意図`性

が一段強いということになろうか。

２－２加害の意図

前掲の辞書記述に、「こまったりいやな気持

ちになる」｢困らせられたり、わずらわしくいや

な思いをしたりする」とあるが､そのような害を

与えることが加害者の意図であるか否かに着眼

する。

まず、そのような害を与えることが、加害者

側にとっても意図しない意外な結果である場合

がある。

③岩田社長は「需用を予測できず、お客さん

に迷惑をかけた」と話した。

(「朝日新聞」2006年６月８日朝刊）
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⑥はセイコーエプソン社で社員の不正取

引・着服が発覚した際の社長の記者会見での用

例であるが、この場合の元社員の行為は、元社

員本人にとっては故意の行為であり、会社の関

係者に害を与えること自体が目的ではないにし

ても、会社の関係者にも必然的に害が及ぶと

分っていて行った行為であろう。この場合、直

接の加害者でなく、加害者の属する組織の上

司・トップといった責任を持つ立場の者が、加

害者の行為に気づいてコントロールすることが

できず、加害を防止できなかったとして謝罪し

ているのであるが、このような謝罪の場面での

｢迷惑(をかける.かけた)｣の使用は、一種の慣

用的表現として定着している観すらある。

加害そのものを主要な目的として行う場合、

「迷惑」が使われることは少ないが、次の例は

その可能性も考えられる。

⑦調べでは、六人は七月二十四日午前二時ご

ろ、小田急線下北沢駅近くの同区代沢五丁

目の路上で、爆竹を続けざまに鳴らしてい

て、たまたま通りかかった同区三軒茶屋、

専門学校生Ａさん（20）に「近所迷惑だか

害」の程度に注目してみる。

「迷惑」で表される被害の種類・程度として

は、①②④⑦のような騒音・悪臭等による生理

的不快感、⑤のような経済的損失や社会的信頼

の失墜、その他心理的負担・精神的負担などが

挙げられるが、被害の程度が人が死ぬ程の深刻

なものであることは少ないようである。

被害の程度が人が死ぬほどのものである例

としては、次のようなものが見られた。

⑧「たばこは、吸っている人よりも、周囲の

非喫煙者が被る迷惑の方が甚大です｡」

（｢朝日新聞」2006年６月３日ｂｅ週末）

非喫煙者にとって匂いが嫌であるとか煙いとか

いう程度にとどまるのなら、生理的不快感とい

う程度だが、副流煙により健康を損なうことま

でも指しているのであれば、悪くすると命を失

う結果にもなる。ただそうだとしても、そのよ

うな結果がただちに出るわけではなく、将来に

おいてそのような結果を招く可能性が高まると

いうことである。このように、将来の可能性・

蓋然性といった程度にとどまる場合、被害の程

度が命に関わるほどのものであっても「迷惑」

の使用が可能となるようである。「迷惑駐車」

－交通事故の誘因になり得るし、それが死亡

事故である可能性もある－というのも、この

部類であろうか。

しかし､次の⑨の例は｢将来の可能'性･蓋然`性」

というよりかなり強い｢必然性｣に近い関連があ

るものと考えられる。

⑨「パードレ、お前らのためにな、お前らが

この日本国に身勝手な夢を押しつけよる

ためにな、その夢のためにどれだけ百姓ら

が迷惑したか考えたか。見い。また血が流

らやめろ」と注意された。（『朝日新

聞」1984年８月１７日朝刊）

爆竹を鳴らすこと自体を楽しんでいたのだとし

ても、多くの人が就寝している午前二時頃とい

う時刻を考えれば、近所の人が安眠を妨げられ

る等の被害が必然的に伴うことは容易に想定さ

れるし、むしろそのような加害そのものを主要

な目的として意図した愉快犯的行為と取られて

も仕方のないところであろう。ただ､通りかかっ

たＡさんの立場からは、六人の行為がそのよう

な加害を意図したものであるか否か断定はでき

ないから、意図的と断定する言い方ではなく、

「近所迷惑」と評したのかも知れない。

れよる。何も知らぬあの者たちの血がまた

流れよる」

（遠藤周作「沈黙」Ⅶ

『CD-ROM版新潮文庫の100冊」ｐ､362）

宣教師セバスチァン・ロドリゴに対する日本人

の通辞の発言であるが、この場合の被害は、信

者らが過酷な弾圧一棄教しなければ多大の

２－３被害の程度

前述の｢こまったりいやな気持ちになる」「困

らせられたり、わずらわしくいやな思いをした

りする」のような害を「被害」と呼び、その「被



金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編） 第５７号平成２０年3４

結果として害をもたらしてしまう場合(④)、

あるいは加害が一義的な目的ではないに

しても必然的に加害を伴う行為をそれと

知って行う場合(⑤⑥)等に、「迷惑｣が使わ

れることがある。

○被害の程度が、人が死ぬほど深刻なもので

ある場合は｢迷惑｣が使われることは少な

い。ただし、将来の可能`性・蓋然性の域に

とどまるようなものである場合(⑧)、「迷

惑｣と称される行為の実行者が直接の加害

者ではなく、その行為自体は善意で行われ

たと解釈される場合(⑨)、話し手が直接の

加害者ではなく、加害者の属する組織の上

司・責任者等で、加害行為が行われている

ことをその時点では知らず、コントロール

できなかったという場合(⑩)等には、「迷

惑｣が使われることもある。

といったことになるであろう。

苦痛の末に命を失うほどの－を受けること

である。信者にそのような害をもたらしながら

も布教しようとしていることを、通辞は非難し

ており、その中で「迷惑」を使っているわけだ

が、直接の加害者はパードレではなくキリスト

教を禁止している日本の為政者であること、布

教自体は善意に基づく行為であることを醤酌し

た言葉遣いという面があろうか。

更に次の例になると、故意でかつ殺害自体を

目的とした加害行為について｢迷惑(をかける.

かけた)｣が使われたものと考えられる。

⑩「今回の事件で、多方面に多大なご迷惑を

おかけしたことを深くおわび申し上げる。

容疑者と被害者が本大学の学生であること

は遺憾で痛恨の極みだ」と述べた。

（｢朝日新聞』2006年６月２９日朝刊）

女性との交際に関するトラブルから、男子大学

生ら二名が集団暴行を受けた上に生き埋めにさ

れて死亡した事件の、容疑者の－人と被害者の

－人が在籍する大学の学長が会見で述べた言葉

である。被害には、大学の評判が落ちたことに

より一般の在学生・卒業生が受ける社会的不利

益や精神的苦痛といったものも含まれるのだろ

うが、被害者が殺されたことも当然含まれるで

あろう。

組織の一員が行った行為ではあるが、組織の

指導者・上司・トップが気づかず、コントロー

ルできなかった行為について組織の代表者・責

任者が謝罪する場合、加害行為の実行者本人に

とってその行為が意図的であっても｢迷惑｣が使

われ得ることは、用例⑤に関して前述したが、

そのような条件下では、被害の程度が人の死を

伴うようなものであっても、「迷惑｣の使用が可

能ということになろうか(4)。

加害自体が意図的で、かつ人が死ぬような被

害をもたらす行為の直接の加害者が、その行為

について｢迷惑(をかける.かけた)｣を使うこと

は考えにくいと思われるが、次の⑪はそれに該

当する。

⑪Ｋ容疑者は｢罪を償いたい｡被害者や家族に

本当に迷惑をかけた」と謝罪した上で(中

略)Ｈが報復を提案し、賛成した｣と経緯を

説明した(5)。

（「朝日新聞」2006年７月４日夕刊）

⑩と同じ事件の直接の加害者が、自分の行為を

認めた上で｢迷惑をかけた｣と言っているのだが、

この用例は、日本語ネイティブ・スピーカーで

ある近藤としても違和感が強い｡強いて言えば、

主導的な役割を果たしたのは自分ではなくＨで

あって完全に自分の意志的な行為ではなかった

ことをアピールしたい意図に基づくものであろ

うか。

以上、特に２－２２－３において述べたことをま

とめると、

○加害自体を意図して行われた行為に対し

て｢迷惑｣が使われることは少ないが、他の

意図・目的をもって行う行為の意図せざる

「迷惑｣については、「迷惑だ｣｢迷惑する」｢迷

惑をかける｣等を特に区別することなく､被害者
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側からの使用・加害者側からの使用による違い

の有無についての考察も不十分である等、なお

多くの課題を残しており、今後よりきめ細かな

考察を期したい。

になれ、職を探す手間を省ける。

（「坏球在銭』2007年８月２５日）

⑫の場合、単なる「煩預な礼儀」というだけ

のことである。⑬の場合、実習生から正社員に

なるコースをとることができれば、「麻炊」を省

くことができる、ということであろう。それに

比べて、そうでない通常の職探しは「麻傾」だ

ということにもなるが、それは特に恵まれた環

境にない限り、普通の職探しの際にかかる手間

であり、誰か他人の行為のために不必要な手間

をかけさせられる、ということではない。この

場合も、特に「麻炳」の原因を作る他者として

の加害者は想定できない。

また「麻炊」には、加害者と被害者が同一と

`思われる場合もある。

⑭在今年的中期逃挙中，如果共和党要改変伊

拉克政策，在］１月逃挙前撤軍,麻畑将会更

多。（『人民阿」2006年８月３１日）

國もし今年の中間選挙期間中､共和党がイ
ラク政策を変換すれば､選挙前の１１月に撤

退して､さらなる面倒なことになるだろう。

３現代中国語「麻炊」の分析

次に、現代中国語「麻炊」の分析を行なう。

「麻傾」の分析に当たっては、中国語ネイティ

ブ・スピーカーである邪の内省と、用例に基づ

く考察を併用する。

用例の検索は、「坏球在銭」「人民剛」（主に

2006年以降の記事を検索)、および「中国文学

岡」によった。後者については、『漢語大詞典」

に用例が揚げられている作家である魯迅・老

舎・曹禺の作品を検索の対象とした。

なお以下に中国語の用例を示す場合、邪によ

る日本語訳を付す。

３－１原因を作る者＝加害者

先に2-1で見たように、日本語｢迷惑｣では、

その原因を作る者＝加害者が居て、それは人や

社会集団（組織）であることが多かった。これ

に対し、中国語「麻奴」では、特に原因を作る

者＝加害者が想定されない場合がある。

⑫"我一向只以力地満肚子是麻畑的礼竹雲了，

却不料地述有遮祥怖大的神力｡”

（曽迅《朝花夕拾・阿辰与く山海鋒>》）

國｢僕は彼女が煩碩な礼儀を身に付けてい
るに過ぎないと恩いきや、まさか彼女には

こんな偉大な神力があると思いもしなかっ

たのだ｡」

⑬有失耆家圦力，学艮在朋llk学校可以将理陀

知帆恨快特力実践，送祥学生可以拭到恨多

爪趣。其次，学艮也逐歩完成由学生到社会

人的辻渡，如表現好的tZi，述可在丈刀期后

直接在実。企)化由学徒鋳力正式工，省去伐

工作的麻炊。

國(略)もし､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽがよければ、
実習先の企業で直接に実習生から正社員

(ま、アメリカ共和党政府がイラク政策を転換し

て選挙前にイラクから撤退することが原因で、

さらに面倒な思いをする、ということである。

この場合､さらに面倒な思いをするというのは、

中間選挙で共和党が野党民主党に負けることを

さしているのだが、そのような事態を招く原因

を作ったのは共和党自身ということになると考

えられる。すなわち、アメリカ共和党が、被害

者であると同時に加害者でもあるということで

ある。一方、日本語の「迷惑」では、その原因

を作った加害者は他人一被害者とは別の人や

組織一であり、このような場面では「迷惑」の

使用は不可能と思われる。

被害者と別の加害者が想定できる場合、その

加害者は人や社会集団（組織）であることが多

く、この点では「迷惑」と共通するようである

が､次の用例のようにセミや､子犬のようなペッ

トであることもある。
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⑮熊蝉来勢凶猛的北上迄幼給日本的許多地方

都帯来了極大的麻奴,亡ｲ｢]高達95分m的鳴

叫声使許多城里人根本元法安静地入睡。

（略)干是，日本政府１６日正式将蝉的鳴叫声

宣布力燥音汚染。

（｢坏球在銭』2007年８月１７日）

國クマゼミの凶暴な北上運動が日本の沢
山のところに多大な迷惑をかけている。９５

らせられるということのようである。

このような違いがあるとすると、例えば中国

語を母語とする者が、単純に「麻炊」＝「迷惑」

と理解して、日本語で

子犬を飼い始めたのですが、意外に手間が

かかって迷惑しています。

と言った場合、本人は中国語「麻恢」から類推

して、子犬が本来持っている性質やその性質に

よる行為_誰か特定の人間に責任があることで

はない－のために手間がかかって困っていると

いうことを言おうとしているのに、日本語話者

には、ペット業者なり前の飼い主なりといった

特定の人間に責任のある問題として非難してい

るように受け取られ、誤解を招く、といった事

態が生じる恐れもありそうである。

デジベルに達する鳴き声が大都会の人々に

静かに眠らせない。（略)そこで、日本政府

は１６日に正式に蝉の鳴き声を騒音汚染と

定めた。

⑯"男生好像恨少弄定物,我同学葬辻一条小蛇，

兄泣几面就役再見了;有看辻有女生養小狗，

可受得不得了。我也想養，又伯会恨麻烟。”

一男生在何巻中附上迭様一段活。

（｢人民剛』2007年４月１８日）

國｢男子学生全員がペットをあまり飼わな
い、あるクラスメートは小蛇を飼ったこと

があり、何度か見たが、その後一度も見て

いない。僕は女子学生が子犬を飼っている

のを見て､子犬がかわいくてならなかった。

僕も飼おうと思っているが、困らせられる

３－２加害の意図

3-1で述べたように、「麻奴」には加害者が居

ない場合、被害者と同一である場合、セミや、

猫・子犬といった動物である例がある。これら

の場合、加害の意図があっての行為ではないで

あろう。また、人間や人間の組織が原因を作る

者＝加害者である例を見ても

⑰手机王端出故障所帯来的麻畑最令消費者唯

以接受，他(｢]往往恢怒地逃拝投沸和索賠。

（「人民阿」2006年９月４日）

國携帯電話の思いもよらない故障による
面倒なことは、利用者がもっとも受け入れ

ことを恐れている｡」と、ある男子学生がア

ンケートにこう書いていた。

⑮の場合は、クマゼミという野生動物が鳴く

ことが原因であり、⑯の場合はペットの動物の

手間のかかる性質や行為が原因と考えられる。

ただし、日本語「迷惑」は、クマゼミのような

人間の飼育していない生物に対しては、人間に

よる環境変化のためにクマゼミが異常に増えた

など、人間が何らかの形で関わる問題として捉

えている場合でないと、（全く不可能ではない

が）使いにくいように思われる。⑯はペットの

動物についての例であるが、「迷惑」はやはり、

ペット業者や前の飼い主など、人間が何らかの

形で関与している問題でないと使いにくいよう

に思われるのに対して、この用例は必ずしもそ

のような含みはなく、その動物自体が生来持っ

ている性質やその性質に基づく行為によって困

がたく、彼らは怒りながら訴えや賠償請求

に走ってしまうことはしばしばである。

という例は、携帯電話会社の不手際が原因であ

るが、故障によりユーザーを困らせたり怒らせ

たりすることは、携帯電話会社側にとっても好

ましくないことであり、意図しない意外の結果

であると言えるだろう。

加害が意図的、あるいはそれ自体が第一目的

ではないにしても必然的に加害を伴う行為をそ

れと知っていて行なったもの、という例は多く

はないが、次のようなものが見られた。

⑱在美国強勢的圧迫下，絶大多数国家不得不
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対美国或"低失"、或"示好"、或"沈黙"，否

則自己就会面'|(ii更大的"麻'１，１"。

（『人民阿」2003年９月１１日）

國アメリカの力の前で､大多数の国がアメ
リカに対して、「頭を下げる」か「友好を示

す」か「沈黙」かの態度を示さざるをえな

い。でなければ、自分の国はさらなる面倒

なことに直面するだろう。

３－３被害の程度

「麻傾」で表される被害の種類・程度は、⑮

のクマゼミのような騒音等による生理不快感、

⑰の携帯電話の故障による不便さ（場合によっ

ては経済的損失を伴う）など多岐にわたるが、

被害の程度は人が死ぬほどの深刻なものである

ことは少ないようである。

被害の程度が､人が死ぬほどの深刻なものであ

る例としては､前掲の⑱⑲が挙げられる。⑬は、

アメリカの軍事力を強く意識していると思われ

る記事で、軍事力の行使といった事態は必然的

に少なからぬ人の死を伴うが、将来における可

能性・蓋然`性の予測にとどまる点、前述の通り

である。また⑲は、報道の時点で既に一部の人

質が殺されており、既定のことであるが、事件

の全体像として死亡者が何人になるかはまだ予

測のつかない段階であり、その意味でやはり⑬

に近いところがあるのかと思われる。

⑲牟舛燐表示，幹国的宗教旅行者在国外遇到

麻航已鐙不是第一次，但送些宗教団体似乎

是"鉄了心，,，－直置政府的幼告干不頤。

（「人民悶」2007年７月２８日）

國牟紳燐延世大学教授は､韓国の宗教旅行
者は外国で面倒なことにあうことがもう初

めてではない。しかし、これらの宗教団体は

態度が固く、政府の勧告をずっと無視してい

たとの見解を示した。

⑱はアメリカによる何らかの加害行為が予

想されるということであり、アメリカにとって

は意図的な行為であろうが、まだ実際に行なわ

れたことではなく、将来における可能性・蓋然

性の予測にとどまる用例である。このような場

合、加害者にとっては意図的行為でも、「麻炊」

の使用が可能ということかと考えられる。

⑲はアフガニスタンに入国した韓国のキリ

スト系ボランティア団体が、タリバンに人質と

して捕えられた事件の報道で、７月２８日の時

点においては、リーダー格の牧師がすでに殺害

されており、韓国政府とタリバンとの交渉も難

航している段階である。加害者であるタリバン

の第一目的は、韓国軍の撤退や身代金の要求で

あろうが、人質に害を与えることは第一目的で

はないにしても、必然的に伴う被害と言えるだ

ろう。しかも、この場合、人質の自由の拘束や

－部の殺害という被害は既に発生しており、既

定のことである。しいて言えば、進行中の事件

であって、事件の全体像としてどのような規模

の加害行為が行なわれることになるのかが未確

定であり、可能性・蓋然性の予測にとどまる⑬

に近いところがある、ということであろうか。

邪は中国語ネイティブ・スピーカーであるが、

中国で暮らしたのは高中生〈日本の高校生に相

当）までであるせいか、「麻伽の⑮⑯⑱⑲のよ

うな用法は、自分の内省では考えつかず、意外

なものであった。そのような面も含めて、本稿

における｢麻炊｣の分析には未熟なところがある

と思う。更に精密化することをめざしたい。

４「迷惑」と「麻奴」

以上、「麻傾｣について前節で述べたことをま

とめると､大体次のようなことが言えると思う。

○｢加害者｣については、特に居ない場合、加

害者と被害者が同一である場合、加害者が

動物である場合にも使われ、その点｢迷惑」

よりも用法が広いと言える。

○｢加害の意図｣については、特に加害者が居

なかったり、動物であったりする場合はも

ちろん、加害者が人間である場合も、意図

しない意外な結果であることが多い。
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○｢被害の程度｣は人が死ぬような深刻なも

のではないことが多い。

○加害が意図的である場合、被害の程度が人

が死ぬほどのものである場合もあるが、そ

の場合は将来における可能`性・蓋然性の予

測にとどまったり、加害行為の全体像・規

模が未確定な場合である。

この中の特に第四点に関しては、日本語｢迷

惑｣が､意図的な行為や人の死を伴う重大な被害

をもたらす行為について使い得る条件が比較的

多様であったのに対して､そのような場合に｢麻

Iljiuが使われる条件はかなり限られたものであ

る、ということが言えそうである。

「迷惑」と「麻炊」のこのような相違に関す

る理解が不足したまま、日本語で｢迷惑｣と表現

されたものを単純に｢麻緬｣に置き換えるといっ

た機械的な翻訳を行ってしまうと、誤解が生じ

る恐れがあるだろう。特に日本と中国が加害・

被害の当事者であるような話題においては、不

必要な感情的齪鶴を招く結果になりかねず、注

意が必要なところであろう。

「麻恢」の他に「迷惑」の訳として使われる

中国語には｢打撹｣等もあるが、本稿においては

それらの考察にまで及ぶことはできなかった。

今後の課題としたい。

た(添了麻炊)』との言葉は中国人の反感を呼ぶ。

中国では迷惑（麻傾）とは小さなことにしか使

われないからである｣と厳しく追及したという。

この前後の経緯は矢吹晋（2004）に詳しく、

「迷惑」の訳語として「麻炊」を充てることの

適否についても論じられているが、言語的な観

点から現代日本語の｢迷惑」と現代中国語の｢麻

傾」について詳しく考察することは必ずしもな

されていない。そこで、本稿での考察を踏まえ

て、この問題について若干の見解を述べておく

ことにしたい。

「迷惑(をかける.かけた)」が､非意図的で、

人の命が失われない程度の被害をもたらす行為

に対してのみ使われるのであれば、日中戦争を

中心とした｢過去数十年間｣の日中関係に言及・

謝罪する言葉としては､明らかに不適であろう。

しかし、本稿で述べて来たように、「迷惑（を

かける.かけた)」の意味はそこまで限定される

ものではない（⑪の例は少なからぬ違和感があ

り、除くとしても)。周首相の追及に対して田中

首相は｢日本語で｢迷惑をかけた」とは万感の思

いをこめておわびをする時にも使うのです｣と

述べたというが、「迷惑（をかける．かけた)」

が場合によっては重大な事態に対しても使われ

得るのは本稿で考察してきた通りであり、田中

首相のこの見解は、「迷惑（をかける.かけた)」

の意味・用法の実態から著しくかけ離れたもの

とは言えないであろう(6)。

問題はやはりそれを「(添了）麻奴」と訳した

ことであろう。既に起きた事実であり、被害の

程度も確定している日中戦争について「麻畑」

を用いるのは不適で、加害の意図性や被害の程

度についての認識に著しく欠けるように受け取

られても無理のないところである。

この場面での田中首相の「迷惑(をかけた)」

の使用について､政治的･外交的立場からは種々

の意見があるだろうが､少なくとも中国語訳｢麻

炊」から中国語話者が感じ取るような軽い認識

でなかったとは言えるのではないか(7)。

とすれば、訳語選択の不適切さが無用の誤

付田中角栄首相の「迷惑」

１９７２年９月２５日、日中首脳会談のために訪

中した田中角栄首相(肩書は当時のもの。以下

同)が､周恩来首相主催の晩餐会において述べた

挨拶の言葉の中で､｢過去数十年間にわたって日

中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまい

りました。この間、わが国が中国国民に多大の

ご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて

深い反省の念を表明するものであります」と述

べ、この中の「わが国が～」以下は「我国蛤中

国国民添了恨大的麻傾、我吋此再次表示深切的

反省之意」と訳されたが、それに対して、翌日

の第二回首脳会談の冒頭において恩来首相は

「しかし、田中首相の「中国人民に迷惑をかけ
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解・摩擦を招いた例と言わざるを得ない。この

ような事態を回避するためにも、日中両語の意

味・用法についての地道な考察の積み重ねが期

待されるところであろう。

（1974年４月９日参議院予算委員会）

というものがある。過去の交戦国のうち、ことさ

らに中国に対してのみ「迷惑（をかけた)」を使っ

て加害を軽いもののように言い繕おうとした､とい

うわけではないようである。

注

(1)日本語「迷惑」の意味の歴史的変化に関しては、

大塚光信（1971)、佐藤喜代治（1979)、福島邦道

（1983)、大塚光信（1990)、堀口和吉（1996）など

があるが、「迷惑」が現代と同様の意味で用いられ

るようになった時期は、これらの研究でも必ずしも

明らかにされていない｡邪は金沢大学教育学部卒業

論文で､東海道中膝栗毛や春色梅児誉美では現代の

「迷惑」の意味にかなり近くなり、漱石の頃には現

代とほぼ同様になっていると見当をつけたが､十分

な調査・検討に基づいたものとは言えず、今後の解

明を期したい。

(2)例えば文化庁（1983）でも、現代日本語の「迷惑」

と現代中国語の「迷惑」の関係は「Ｄ」（｢日本語の

漢字書きを中国語と理解すると別の意味になるも

の｣）に分類されている。

(3)ただし用例⑪はこの期間外のものである。

(4)この場合､事件が会社の業務に関連して起きたと

か、大学の構内で起きたとかいうことではなく、大

学以外の場所で起きたもので､その点組織としての

関与度が相対的に少ないことも、「迷惑｣の使用を可

能にしている条件の一つであるかもしれない。

(5)Ｋ、Ｈは記事では実名であるが、裁判中の事件で

あることからイニシャノレによる表示とした。

(6)戦争の加害について「迷惑(をかける.かけた)」

を使った例としては、次のようなものもある。この

場合、発言者は政治家ではなく、捕虜収容所の中の

捕虜という設定である。

「こんな大がかりな戦争で、こんなところまで攻

めこんできて、ビルマ人にもひどい迷惑をかけ
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辛書評で知る中国の政治･経済の虚実」日経ＢＰ

社2007）

辞書

倉石武四郎・折敷瀬興編『岩波日中辞典第二版｣(岩

波書店1983）

北京外国語学校編『詳解日中辞典」（光生館1983）

対外経済貿易大学・商務印書館・小学館共同編集『日

中辞典」（小学館1987）

文化庁『外国人のための基本語用例辞典(第三版)』(大

蔵省印刷局］990）

金田一春彦・池田弥三郎編『学研国語大辞典(第二版)」

（学習研究社1988）

小泉保他編『日本語基本動詞用法辞典」（大修館書店

1989）

た」

（竹山道雄『ビルマの竪琴」
「ン。

第二話「青し､鶴寄」三

『CD-ROM版新潮文庫の100冊』pll2）

(7)田中首相が中国以外の過去の交戦国について｢迷

惑（をかけた)」を使った例として

第二次戦においては最も迷惑をかけたアメリ

力が沖縄返還に踏み切ったわけでございます。
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漢語大詞典編輯委員会・漢語大詞典編輯処編纂『漢語

大詞典』漢語大詞典出版社(1986～1994） その他

NHKテレビ｢その時歴史が動いた日中国交正常化

３５周年｣(2007年９月２６日放送）資料

『CD-ROM版新潮文庫の100冊』（新潮社）

聞蔵：DigitalNewsArchivesfbrLibraries

国会議事録検索システムhltp://kokkai・ndlgojp

［校正時付記］

中国語表記を簡体字に統一しきれなかった部分が

あり、また簡体字と他の字とに活字のサイズ・書体等

の面で不統一が生じる結果になった｡視覚上の違和感

は免れないが､印刷上の制約によるものとして御理解

いただきたい。

人民岡 httD:"wwwDeoDIe/com.c､／

人民剛捜索瀕道

http:"searchDeoDIe､com・cn/was40/DeoDIe/ＧＢ/indexhtm#２

坏球在銭 httD:"ｗｗｗ・chinadailv､comcn/hqzx/index､hｔｍｌ

中国文学剛 httD:"ｗｗｗ､chineseIiterature､com/indexhtm


