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0 はじめに

0.1  『金瓶梅詞話』について

『金瓶梅詞話』は、蘭陵笑笑生の著であり、全 10 巻で、全 100 回から構成さ

れており、全字数は 80 万余である。『金瓶梅詞話』は 16 世紀末に成立し、中

国文学史上、重要な転換点をなす写実小説として非常に有名である。また、写

実主義の小説として非常に優れているばかりでなく、当時の口語形式の口頭語

の実態にきわめて近いものを伝える「方言調査報告書」とも言えるものである。

『金瓶梅詞話』は、白話小説の伝統的言語形式を打ち破り、一般庶民の日常

における言語生活の実態に徹底的に則して書かれている。したがって、言語描

写の面から言うならば、『金瓶梅詞話』は、中国小説史上、革命的であると言っ

て全く差し支えないと思う。

この小説は山東方言を基礎として書かれており、16世紀末から 17世紀初期に

かけての山東南部方言を記録している。その記録によって我々に向かって発信

されるものは音声、語彙、文法の各情報に亘っている。1つの例を見てみよう。



この例に見られる「 進去」の意味は何であろうか。「 」の意味は「つな

ぐ、縛り付ける」である。「 進去」はかなり難解であるため、現代の研究者

は安易にその「 」を改めてしまうのである。たとえば、台湾中央研究院近代

漢語標記語料庫（2008）では、「 」は「竄」に直されている。梅節・陳昭・

黄霖 (1993) は「 」を「鑽」に直している。例を見てみよう。

竄

鑽

このような直し方は極めて不謹慎である。「 進去」は、山東蘭陵方言

(6.3 の付録を参照 ) によれば、容易に氷解する。実際は、「 進去」は「翻進

去」（「登って入っていく」）というフレーズを表現していて、「 」は「翻」の

当て字である。当該方言において、「 」は通常 shuān という音で読み、「翻」

は普通話の fān に相当する音で読む。なぜ「 」が用いられ、「翻」を表記す

るのであろうか。以下にその点を述べてみよう。

中古の「知、庄、章」という三組の声母は、韻母が合口の場合、現代の北京

方言では zh、ch、sh という発音に変わったが、蘭陵方言では、pf、pf‘、f と

いうような発音に変わったのである。1つの例を見てみよう。

  北京方言 蘭陵方言

 磚 zhuān  pfān

 穿 chuān  pf‘ān

  shuān  fān

* 026/11a/06 は、『金瓶梅詞話』第 26 回目、第 11 ページ目の前半、第 6行目」という意味を
表す。前半は aで表示、後半は bで表示する。
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これによって、「 」と「翻」は同じ発音になってしまう。そのため、著録

者は聞きながら、「 」を用いることによって「翻」を記録したのである

本論文では、大安影印本『金瓶梅詞話』を底本として利用する。この影印本

は日光山輪王寺慈眼堂蔵本と徳山毛利家棲息堂に基づいており、ごく一部分は

北京図書館蔵本に拠っている。日光山輪王寺慈眼堂蔵本・徳山毛利家棲息堂

本と北京図書館蔵本という三種は現存する『金瓶梅詞話』系統の版本で完全に

揃っているものである。中国の北京図書館本 ( 現在台湾故宮博物院に収蔵され

ている ) は 1932 年に中国山西省介休県で発現されたもので、現在にいたるま

で最も早く発見された『金瓶梅詞話』系統の版本である。

日本の日光山輪王寺慈眼堂本は、1941 年に栃木県日光山輪王寺慈眼堂で発

見された。

徳山毛利家棲息堂本は、1962 年に山口県徳山毛利家栖息堂で発見された。

日光山輪王寺慈眼堂本と北京図書館本は同版である。だが、北京図書館本

は人為的書き換えの箇所がある。徳山毛利家棲息堂本はこの 2つと異なる箇所

があり、それは、第五回における第九頁 ( 末頁 ) のところである。長澤規矩也

は、慈眼堂本は棲息堂本より早いテキストである可能性が高いと指摘した ( 長

澤規矩也 1963)。

0.2  句式について

句式とはセンテンスの構文の型である。本稿では、主語と動作を表す動詞と

の関係によって、センテンスを主動文・施動文・被動文・使動文という 4種類

に分ける。

主動文とは、主語が主動的動作を行なうというものである。たとえば、例

(1)、(2) である。施動文とは、主語が対象に対して動作を施すというものであ

る。たとえば、例 (3)、(4) である。施動文のマークは主に「把」、「将」（ 『金瓶

梅詞話』では、ほかの言い方もある）である。被動文とは、主語が動作を受け

るというものである。たとえば、例 (5)、(6) である。被動文のマークは主に“被”
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と“吃”（“乞”のような書き方もある）である。使動文とは主語が対象に動作

をさせるというものである。使動文のマークは主に“教”（“交”と“叫”とい

う書き方もある）である。この 4種の句式で漢語におけるすべてのセンテンス

パターンを包含できる。例を見てみよう。

主動文：

 (1) 

 (2) 

施動文：

 (3) ( 北京口語 )

 (4) 

被動文：

 (5) 

 (6) 

使動文：

 (7) 

 (8) 。

 (9) 

特に注意すべきは、例 (8)、例 (9) は一般的に被動文であると見られるが、本

研究はそのように考えておらず、使動文と見ることである。例 (8) は、私にバ

ナナを食べさせたというニュアンスを表わしている場合が普通である。さら

に、例 (9) を見れば、このニュアンスがより明らかとなる。これについて、本

稿では馮春田 (2000) の観点を支持する。馮春田は「使役」( 本論文の「使動」

に相当する ) を「具体使役」・「抽象使役」という 2種に分け、抽象使役はある

状況 ( 条件 ) もしくは原因がNにある動作や行為施したりあるいはある状態を

呈したりさせるが、ときには使役する主語が出現しなく、VP(AP) が Nの自主
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的動作や行為、状態であるという場合もあることを指摘した。ここでは、「具

体使役」・「抽象使役」という表現を「具体使動」・「抽象使動」に変えることと

する。例を見てみよう。例 (10)、(11)、(12)、(13) は具体使動文で、例 (14)、(15)、

(16)、 (17) は抽象使役である。

 具体使動

 (10)  

 (11) 

 (12)  

 (13)  

 抽象使動

 (14)  

 (15) 

 (16)  

 (17)  

本論文は主に施動文という句式を中心として、その構文および『金瓶梅詞
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話』における施動文の使用状況を全面的に掘り起こし、さらに漢語史や現代方

言とも結びつけ、その変遷を分析することとする。

0.2  施動文について

施動文は、一般的には処置式と呼ばれる。処置式という概念は、王力 (1944)

が最も早く指摘したものである。王力は以下のように述べている。

「中国語には、「把」或いは「将」という助動詞を用いることによって目的語

を述語の前に置くという特別な形がある。( 中略 )「把」というものは、「做」

という行為を導入するが、これは「施行」(execution) もしくは「処置」と呼

ばれる。中国語では「処置式」と呼ぶ。」これを本論文では、施動文と呼ぶ。

施動文は、主語が対象に対して動作を施すというものである。施動文のマー

クは主に「把」、「将」である。それぞれ 2つずつ例文を見てみよう。

 (1)  將

 (2)   將

 (3)   

 (4)   

また、『金瓶梅詞話』では、「擺」という当て字をつかう施動文は 1つ見える。

例を見てみる。

 (5)   

１４８ 松山大学論集 第２０巻 第２号



本論文では、「将」、「把」を中心として、『金瓶梅詞話』における施動文を考

察しておこう。

1 「将」を使う施動文

1.1 「将」の歴史

施動文の中の「将」とは「持、拿」という意味を表わす「将」という動詞が

派生したものである。施動を表わす「将」の出現時代について、研究者の意見

は一致していないが、一般的に唐代からこの「将」を使い始めたというが認め

られている。「将」は唐代以後、広く普及していった。例を見てみよう。

 (1)  將

 (2)  將

 (3) 將

1.2 「将」の構文形

施動文では、目的語は不可欠である。これは施動文の鉄則と言えよう。『金

瓶梅詞話』において、「将」の基本的構文は「N＋将NP＋ VP」である。「VP」

は複雑な形でも可である。例 (9)、(10) では、「将」のあとに相当長いVPを置

いている。例を見てみよう。

 (4)  將

 (5)   將

 (6)  

將
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 (7)  將

 (8)  將

 (9)  將

 (10)  將

文脈によっては、Nはより前方に置くことができる。すなわち、Nの後には

VPを挿入してもよい。たとえば、例 (11)、(12)、(13) である。

 (11)  將

 (12)  將

 (13)  將

　主語がはっきり分かる場合もしくは主語を明言する必要がない場合、Nを

省略することができる。例を見てみよう。

 (14)  將

 (15)  將
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 (16)  將

 (17)  將

將

1.3 「将」の使用環境

『金瓶梅詞話』は、306 箇所で「将」が用いられて施動文を構成している。「将」

の使用環境について、以下のような考察を加える。

1.3.1 地の文における「将」

306 回の中、283 回は地の文で使われ、総数の 92％で、絶対的優勢を占める。

語り手の叙述言語としての地の文は全篇の約 4割を占め、会話文は約 6割を占

める。この観点からするならば、地の文における「将」の出現の比率は極めて

高いものということとなる。例を見てみよう。

 (18) 將

 (19)  將

 (20) 將

 (21)  將

 (22)  將

 (23) 將

特に注意すべきは、以下のように「将」が用いられる箇所もあることである。
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 (24)  將

 (25) 將

 (26)  將

『金瓶梅詞話』では、ある「分付」が用いられている場合、会話文であるよ

うに考えられるのであるが、実際には、地の文において現れている。このよう

に「将」を使う箇所は、地の文と見る。

1.3.2 会話文における「将」

会話文は全篇中約 6割を占めるが、会話文で使われる「将」はかなり少数で

あり、全篇中わずか 23 箇所のみで使われる。例 (27) は独り言であるが、会話

文と共通すると見ることができよう。例を見てみよう。

 (27) 將

 (28)  

將

 (29)  將

 (30)  將

注意すべきは、ある会話の場所で使われる「将」は文語であって、地の文に
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属するということである。たとえば、例 (31) では、禅道佛の場所で使われるも

ので、自然の会話でない。例 (32)、(33) は会話文であるが、やはり「將天比地」

や「恩將仇報」は固定的なフレーズとして使われ、「将」は純然たる口語とし

て独立した文法項目に属するとは見られない。

 (31)  將

 (32)  將

 (33)  

將

以上のことから見れば、「将」は主に地の文で使われることが分かる。『金瓶

梅詞話』の各回における「将」の具体的な分布状況は 3を参照。

2 「把」を使う施動文

2.1 「把」の歴史

施動文の「把」は唐代から使い始められたものである。「把」もしくは「将」

を使って構成された施動文の意味はいずれも同様である。唐代から南宋まで

に、この 2つの形は併用されていたが、「将」が優勢を占めていた。呉福祥の

考察によると、敦煌変文では、「将」の施動文は 97箇所、「把」の施動文は 27

箇所で、「将」が優勢を占める。南宋になってから、口語においては、「将」の

活力は弱まってゆき、「把」が施動文の天下を統一してしまったという説もあ

るが、やはりあらためて検討しなければならない問題である。例を見てみよう。
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 (1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  

2.2 「把」の構文形

2.2.1 「把」の基本的構文形

基本的構文は「N＋把NP＋ VP」である。この形は施動文の主流として用

いられる。「VP」は複雑な形も可である。たとえば、例 (10) である。特に注意

が必要なのは、「把NP＋吃 ( 乞 )NP ＋ VP」という形も出てくるということで

ある。たとえば、例 (11)、(12) である。例を見てみよう。

 (6) 

 (7)  

 (8)  

 (9)  

 (10)  

 (11)  
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 (12)  

文脈によって、Nはより前方に置くことができる。すなわち、Nの後にVP

を挿入してもよい。たとえば、例 (13)、(14)、(15) である。

 (13)  

 (14)  

 (15)  

主語がはっきり分かる場合もしくは主語を明言する必要がない場合、Nを省

略することができる。たとえば、例 (16)、(17) では、主語はそれぞれ発話者の

文嫂、西門慶である。例 (18)、(19)、(20) では、発話者や聞き手にとって、主

語を指摘する必要がなく、ある状況が暗黙のうちに了解されている。例を見て

みよう。

 (16)  

 (17)  

 (18)  
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 (19)  

 (20)  

2.2.2 「把」の基本的構文形の変種

① 『金瓶梅詞話』では、「N＋把NP＋……」というような「VP」を含まな

い形が用いられる。この形は基本形の変種と見られる。「N＋把NP＋……」

という形は、Nが「NP」によって損失や被害を受けるという意味を表わす。

文脈や言語環境などによって、どのような損失や被害を受けるかははっきりと

表現されるが、第三者としての人物は明確には分からないのである。例文を見

てみよう。

 (21)  

 (22)  

 (23)   

 (24)  

 (25)  
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② 『金瓶梅詞話』では、「N＋把＋VP」というような「NP」を含まない形が

用いられる。この形も基本形の変種と見られる。「N＋把＋VP」という形にお

いて、文脈によっては「把」の後の「NP」を省略してしまう。例を見てみよう。

 (26)  

 (27)  

2.3 「把」の使用環境

『金瓶梅詞話』では、2,052 箇所で「把」が用いられた施動文を構成する。「把」

の使用環境については、以下のような考察を加える。

2.3.1 地の文における「把」

すでに触れたように、語り手による叙述言語としての地の文は全篇の約 3割

しか占めないが、「把」が用いられる箇所は 1,358 回であり、総数の約 66％を

占め、やはり優勢を示す。例を見てみよう。

 (28)  

 (29)  

 (30) 

 (31) 

 (32)  
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 (33)  

『金瓶梅詞話』には、一見会話文のように見られる箇所が、ニュアンスに

よってやはり地の文であると見られるものがある。たとえば、すでに触れた

「分付」という形は、実際には語り手による叙述言語である。このようなケー

スは地の文に属する。例を見てみよう。

 (34) 

 (35)  

 (36)  

2.3.2 会話文における「把」

会話文で使われる「把」は 694 箇所であり、総数の約 34％を占める。例を

見てみよう。

 (37)  

 (38)  

 (39) 

 (40)  

 (41)  

 (42)  
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以上を総合するならば、地の文と会話文との比較に基づく場合、地の文にお

ける「把」は優勢を示すということになり、地の文における「将」はより優勢

を占めるのである。会話文の場合には、「把」は「将」より絶対的優勢を占める。

つまり、『金瓶梅詞話』の会話文では、「把」のみが用いられるといっても差し

支えないのであり、会話文における「将」は極く少数であるため、偶然の現象

だとも言ってよいぐらいなのである。これに関する詳しい情報は 3を参照。

全篇の各回における「把」と「将」の分布がどのような状況であるか、以下

に考察を行なっておこう。

3 「将」と 「把」の分布と考察

3.1 「将」と 「把」の分布

地の文と会話文に分けて、各回における「将」と 「把」は統計処理されてい

る。具体的分布は表 1の通りである。

表 1　「将」・「把」の分布表
項目 将 把 項目 将 把
回数 地の文 会話文 地の文 会話文 回数 地の文 会話文 地の文 会話文
001 11 1 34 5 051 6 7 17
002 3 7 1 052 7 19 10
003 3 8 2 053 2 23 4
004 4 6 2 054 2 14 7
005 4 1 14 12 055 15 5
006 3 8 3 056 1 7
007 1 1 9 3 057 1 16 2
008 2 12 4 058 2 15 16
009 2 18 1 059 3 34 10
010 4 11 060 4 3
011 1 7 9 061 8 5 9
012 3 30 15 062 1 16 26
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013 1 8 3 063 5 1
014 2 7 11 064 2 7 4
015 7 4 065 4 4 1
016 18 12 066 3 0 1
017 3 9 2 067 4 2 16 11
018 5 12 5 068 3 14 7
019 3 25 15 069 1 13 18
020 14 10 070 6 4 1
021 2 16 13 071 6 13 4
022 7 6 072 7 11 17
023 2 19 10 073 5 3 17 7
024 9 6 074 5 15 4
025 1 1 16 12 075 2 15 22
026 4 23 19 076 2 18 18
027 3 22 5 077 3 12 5
028 2 9 6 078 17 7
029 6 13 3 079 7 23 16
030 1 15 2 080 3 9 2
031 3 15 8 081 5 12 2
032 3 9 082 5 14 3
033 2 18 5 083 5 16 6
034 2 16 10 084 2 8 2
035 1 22 20 085 7 5
036 1 5 3 086 3 2 11 22
037 3 10 4 087 2 1 14 4
038 4 26 8 088 2 6 3
039 5 14 8 089 3 1 19 5
040 1 10 6 090 1 1 18 3
041 2 11 1 091 4 1 16 5
042 2 6 7 092 3 39 7
043 2 15 5 093 5 17 6
044 1 10 3 094 3 24 4
045 1 4 5 095 1 1 14 9
046 5 17 7 096 1 11 3
047 7 17 5 097 1 7 7
048 8 1 16 1 098 3 2 15 3
049 6 15 3 099 3 1 17 5
050 1 16 4 100 5 1 12 5

合計 「将」 「把」
地の文：283 会話文：23 地の文：1,358 会話文：694
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3.2 「将」と 「把」の考察

表 1に基づけば、以下のように考えられよう。

① 全篇における「将」は 306 箇所で、 「把」は 2,052 箇所で用いられており、

「把」が優勢を占める。

②  地の文では、「将」は 283 箇所で、「把」は 1,358 箇所で用いられる。会

話文では、「将」は 23 箇所で、「把」は 694 箇所で用いられており、「将」は書

き言葉として使われているということは明らかであろう。「把」は書き言葉と

しても、話し言葉としても使われるのである。

③ 全篇の各回では、すべて「把」が使われていて、「将」は 10 回において

のみ出現している。且つ、ある回では、「将」は 1回しか使われない。たとえ

ば、第 13、30、40、44、45、50、57、62、69、96、97 回である。このことか

ら見れば、当時「将」は普通の言葉として使われていなかったのかもしれない。

「把」の方は、日常生活で普通の言葉として使われていたのである。

3.3 「将」と 「把」の変遷

唐以来、「将」が使われ始め、元代に至るまで、「将」が常用語彙として使わ

れた。しかし、明代になってから、「将」は書き言葉としてのみ引き続き使わ

れるようになったのである。ここで、「将」と「把」の唐代からの変遷を歴史

的に考察したいと思う。なお、宋代についての考察は現時点において不完全な

ので、とりあえず抜かしてある。

考察するに際して、唐代の『敦煌変文集』（呉福祥 1996）、五代の『祖堂集』

( 張美蘭 2003)、元代の『元刊雜劇三十種』、『關漢卿戲曲集』、明代の『水滸伝』

( 張美蘭 2003)、『金瓶梅詞話』、明末清初の『醒世姻縁伝』、清代の『聊齋俚曲』

および『紅楼夢』( 銭学烈 1992、崔希亮 1995)、『児女英雄伝』を用いる。「将」

と「把」の分布結果は以下の表 2の通りである。
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表 2 ｢ 将 ｣ と ｢ 把」の分布表
作品名 所属時代 ｢将 ｣ ｢ 把 ｣ 備考

『敦煌変文集』 唐 97 27
『祖堂集』 唐 48 14
『元刊雜劇三十種』 元 278 350
『關漢卿戲曲集』 元 142 104
『水滸伝』 明 281 1,255 詞曲は含まない
『金瓶梅詞話』 明 306 2,052
『醒世姻縁伝』 明末清初 639 1,631
『聊齋俚曲』 清 43 533
『紅楼夢』( 庚辰本 ) 清 665 600 崔希亮による統計
『紅楼夢』 清 886 1,021 銭学烈による統計
『児女英雄伝』 清 42 1,647

この表に基づいて、以下の図 1を作成する。

0

500

1000

1500

2000

2500

｢将｣
｢把｣

｢将｣ 97 48 278 142 281 306 639 43 665 886 42
｢把｣ 27 14 350 104 1,255 2,052 1,631 533 600 1,021 1,647

敦 祖 元 關 水 金 醒 聊 紅
( 庚 ) 紅 児

図 1 各作品における「将」・「把」の分布図

表 2と図 1から見れば、「将」と「把」の変遷姿勢を把握することができる。

① 唐代では、「将」は優勢を示し、「把」は少数である。

② 元代になると、「将」と「把」は大体同じレベルで使われる。たとえば、

『元刊雜劇三十種』では、「将」は 278 箇所で、「把」は 350 箇所で用いられる。
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『關漢卿戲曲集』では、「将」は 142 箇所で、「把」は 104 箇所で用いられる。

③ 明代になると、「将」は急劇に減少する傾向を示し、その使用環境も書き

言葉に限られるようになる。たとえば、『金瓶梅詞話』における「将」である。

「把」は急劇に使用頻度が高まった。

④ 清代になると、「将」と「把」の使用状況はかなり複雑な様相を示すが、

次のように解釈することができよう。『醒世姻縁伝』と『紅楼夢』では、「将」

の使用箇所は多くなってきて、特に『紅楼夢』では「将」と「把」の用例数は

大体同じレベルにあり、さらに『紅楼夢』( 庚辰本 ) では、「将」の用例数が「把」

を上回るようになるが、『醒世姻縁伝』と『紅楼夢』はかなり規範的文学言語

で書かれたものであるのである。『聊齋俚曲』では、「将」の用例は少ないが、

その構文は相当単調であり ( 馮春田 2003)、文語として使われている可能性が

大である。『児女英雄伝』では、「将」の用例数は少なく、書き言葉としてのみ

使われ、「把」が普通の言葉として使われる。

ちなみに、現代の中原官話や北方官話で、「将」と「把」の使用状況は『金

瓶梅詞話』、『聊齋俚曲』、『児女英雄伝』と同様である。蘭陵方言では、「N＋

把＋VP」という形も使われている。「N＋把＋VP」において、文脈によって

は「把」の後の「NP」を省略してしまう。また、「N＋把＋VP＋它 ( 他 )」と

いう形も出現している。「N＋把NP＋ VP＋它 ( 他 )」の中では、它 ( 他 ) は

前のNPを指している。それぞれ 2つずつの例を見てみよう。

 「N＋把＋VP」：

 (1) 你 吃了。

 (2) 你 掛牆上。

 「N＋把＋VP＋它 ( 他 )」：

 (3) 你 酒喝它。

 (4) 你 書念完它。
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