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1 は じ め に

ド ライ デ ン (J . D r y d e n) 紘 , 彼自身 が 書 い た T h e lif e of L u cia n と題す

る評論 (1 69 6) で , 十七世紀当時 に お ける イ ギ リ ス の 翻訳出版事情 に つ い て 次

の よう に 述 べ て い る.

1 )

T his h a s b r o u g h t m e t o s a y a w o r d t o t w o a b o u t t r a n sl a ti o n i n

g e n e r al; i n w hic h n o n a ti o n mi g h t m o r e e x cel 七h a n 七h e E n g lis h ,
th o u g h ,

a s m a tt e r s a r e n o w m a n a g e d
,

w e c o m e s o f a r s h o r t of 七h e F re n c h . T h e r e

m a y i n d e e d b e a r e a s o n a s s l g n e d
,

w hic h b e a r s a v e r y g r e a t p r o b abilit y ;

a n d t h a t i s
,

th a t h e r
･

e t h e b o o k s ell e r s a r e t h e u n d e rt a k e r s of w o r k s of

thi s n a t u r e
,

a n d t h ey a r e p e r s o n s m o r e d e v o t e d 七o th eir o w n g ai n 七h a n

th e p u blic h o n o u r . T h e y a r e v e r y p a r si m o ni o u s i n r e w a r din g t h e w r e t ch e d

s c r
･ib bl e r s t h e y e m p l o y ; a n d c a r e n o t h o w t h e b u si n es s is d o n e

,
s o t h a t

it b e b u t d o n e . T h e y liv e b y s elli n g titl e s
.

n o 七 b o o k s ; a n d if th a 七 c a r r y

of f o n e i m p r e s si o n
,
t h e y h a v e t h ei r e n d s

,
a n d v al u e n o t th e c u r s es t h ey

a n d t h ei r a u t h o r s m e e t w it h f r o m t h e b u b ble d c h a p m e n . W hile t r a n sl a -

ti o n s a r e t h u s a t t h e di s p o s al o f t h e b o o k s elle rs
,

a n d h a v e n o b et t e r

j u d g e s o r r e w a r d e r s of t h e p e rf o r m a n c e
,
it i s i m p o s sibl e t h at w e s h o ul d

m a k e a n y p r og r es s in a n a r t s o v e r y u s ef ul t o a n e n q u l rl n g P e o p le ,
a n d

f o r t h e i m p r o v e m e n t a n d s p r e a di n g of kn o w l e d g e
,

w h ic h is n o n e o f t h e

w o r s t p r es e r v a ti v e s a g ai n s t sl a v e r y . ( p . 25)

つ まり, 当時の イ ギ リ ス に は
, 翻訳 の 質 よりも翻訳書 の 種類と部数さ え多く
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売れ れば よい とする傾向が あ っ て , そ れが イ ギ リ ス 翻訳界 の 不評の 原因で あ る

と
,

ド ライ デ ン は指摘 し て い る｡

ひ るが え っ て わ が国の 今 日 の 翻訳出版事情をみ ると,
イ ギ リ ス の 当時の 状況

と よく似て い る の に 驚く｡ もち ろ ん , 当時の 英国で は ラ テ ン 語か ら英語 へ の 翻

訳が主で あり, 現在 の 日 本で は英語 か ら 日本語 へ の 翻訳 が多 い けれ ども, 翻訳

を めぐる諸事情その もの の 根底に は共通 した様相がみ られ る｡ ただ し翻訳と い っ

て も
,

い わ ゆる技術翻訳 は こ こ で は除く こ と を予め断わ っ て おく｡

2 わか国の 最近の 翻訳出版事情

翻訳出版 ブ ー ム が続い て い るが
, 英語か ら 日本語 へ の もの が断然多 い ｡ こ れ

はそう した需要が多 い か らで あ ろう｡ しか し近頃の 翻訳の 中に は
, ｢ 創訳｣ ｢ 超

訳｣ な どと称して 奇を街う傾向が み られ るo お そらく出版社の 商業主義 に よる

宣伝手段と察する が
,

そ の ひと り よ がり の 姿勢 に 疑問を感 じるo 例 え ば訳者の

思い 入れや解説 な ど原文 に はな い 表現 を訳文に 勝手に 添架 したり, 逆 に ま た 原

文の 特定箇所を故意 に削除 した りす る結鼠 日本語と して の 意味は通 るが
, 中

身は原文と掛け離れ て し ま っ て い る代物 があるo もち ろん練達の 翻訳者 な ら
,

原作に 対するある程度 の 改変は以前 か ら行な っ て きた し
,

そ れ に よ っ て 読者が

興味をも っ て 翻訳書を読 める よう に な っ た こ と は確か で あ るo しか しそ こ に は

あくま で も原作を尊重する と い う基本姿勢が あ っ た｡ と こ ろが 今 は
, 原作品 の

内容や表現を大幅に添削, 加除 ( だ か ら超訳な の か) して ま で, 読者 に 売り込

む手の もの が ふえ て い る｡

で はそ の実麿を探 っ て み るo ま ず前述 した ｢ 創訳｣
2) は

,
リ チ ャ

ー

ド ･ バ
ッ

ク の J o n a th a n L iui n g s t o n S e a g u ll ( か もめ の ジ ョ ナ サ ン) を
,

1 97 4 年 に 翻

帯出版し た五木寛之の 造語 で あ る0 日本語訳 の あとが きで
, ｢ こ れ は い わ ば創

作翻訳 -

創訳ともい う べ き もの で, 小さ な部分 は自由 に 日本語 に 移 しか え る姿

勢をと っ た｡ か ソ ト し た単語 も あり, 原文に な い表現を つ け加 え た場所も多 々

ある｡ それは こ の 原書が きわ め て 平易 な文章 で 書か れ, 自由に 入手で きる と い
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う点 か ら, 原文に 即 し て 味 わ い た い読者は
, 直接 そ れ に 触 れ る こ と が可能だ と

思 っ たか らで あ る｣ と
,

五 木 は自己宣伝 しなが ら述 べ て い る｡

そ こ で 原文 と訳文 を 二 個所引用 し対比 して, 創訳 の 手際 を観察 し て み るo

3 )

It w a s m o r ni n g ,
a n d t h e n e w s u n s p ar kled g old a c r o s s t h e rip p le s o f

a g
･

e n tl e s e a .

A m il e f r o m s h o re a fis hi n g b o a t ch u m m ed 七h e w a t e r
,

a nd t h e w o r d

f o r B r e a k f a st F l o ck fl a s h e d t h r o u g h t h e ai r
,
till a c r o w d of a th o u s a n d

s e a g ulls c a m e t o d o d g e a n d fig h t f o r bit s o f f o o d . It w a s a n o t h e r b u s y

d a y b e g in n in g . ( p . 1 )

朝 だ｡ しずか な海 に
,

み ずみず し い太陽の 光が 金色 に き らめ きわ た っ た｡

岸か らや や 離れ た沖合で は
,

一

隻の 漁船が魚を 集め る た め の 餌を海 に まき始

め る｡ す る と
,

そ れを横か ら失敬 しよ うと い う< 朝食 の 集 い> の 知 らせ が 上空

の カ モ メ た ちの 間 に すば やく ひ ろが り, や がて 押 しよ せ て きた無数 の カ モ メ の

群れ が
, 飛 びか い な が らわ れが ち に食物の きれ は しを つ い ば み だす｡ 今 日も ま

た こう し て, 生きる た め の あわ ただ し い 一 日が はじま る の だo ( P . 1 )

It w a s
,
f o r hi m

,
a s t h o u g h t h e r o c k w e r e a gi a n t h a r d d o o r i n t o

a n o t h e r w o rl d . A b u r st o f f e a r a n d s ch o ck a n d bl a ck a s h e hit
,

a n d t h e n

h e w a s a d rif t i n a s t r a n g e s k y ,
f o r g e tti n g ,

r e m e m b e rin g ,
f o r g e t ti n g ;

a f r aid a n d s a d a n d s o r r y ,
t e r rib ly s o r r y .

T b e v oi c e c a m e t o hi m a s it h a d in t h e fir s七 d a y th a t h e b a d m e t

J o n a t h a n Li v i n g s t o n S e a g ull . ( p . 86)

彼 に と っ て そ の 宕 は, 別 な世界 へ 通ずる巨大 で 堅牢 な扉 の よ うな もの だ っ た｡

激突 の 瞬間, 恐怖と
, 衝撃 と, 暗黒が作裂 し, やが て 彼 は不思議 な見 た こ と も

な い 空 を漂 っ て い た の だo 意識を失 っ た り
,

ふ っ と正気 に 返 っ た り,
また意識

を失 っ た り しな が ら｡ 不安 で, 悲 しくて
,

く や しか っ たo とて もくや しか っ たo

やが て あ の 声が き こ え て きた｡ それ は彼が は じ め て ジ ョ ナ サ ン ･ リ ゲ イ ン ダ

ス ト ン に 出会 っ た 日 に 聞 い た声 だ っ たo ( p . 9 4)
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こ う して み る と
,

こ の ｢ 創訳｣ はか なり大胆な意訳が随所 に み られ る と は い

え, 本質的に ほ原文 の 展開を忠実 に辿 っ て い る の で, 世間
-

般 の 翻訳 と大 し て

違わ な いo

次 に ｢ 超訳｣
4 )

に つ い て は, すで に 何人か の 翻訳家が,
シ ド ニ

-
･ シ ェ ル ダ

ン の 一 連 の 作品か ら相当数の 個所 を とりあげて , 原文と 日本語 と を比較 しな が

ら
,

そ の加除添削 ぶ り の 凄 さや 誤訳の 多さ を指摘 し,
コ メ ン トを加 え て

, 大方

が そ の やり方 に 不賛成 の 意向を示 して い る｡ 筆者白身も ｢血族｣ ( B l o o dlin e)

か ら 二 個所 を拾 っ て , ｢ 超訳｣ の 手並 み を見学する こ と に す る｡

5)

H e w a s s e at e d i n th e d a rk
,

alo n e
,
b ehi n d t h e de s k of H ajib K afir

,

s t a ri n g u n s ee l n g ly o u t o f t h e d u s t y offic e w i n d o w a t t h e ti m ele s s

m i n a r et s o f Is t a n b ul . ( p . 1 7)

こ こ は ヨ -

ロ
ッ

パ と ア ジア , 二 つ の 大陸に ま たが る大都会イ ス タ ン ブ ー ル で

ある｡

電気も灯 さ な い 暗い 事務所 の
, 中で

, 男が 一

人, 机 に 向か っ て じ っ と座 っ て

い た｡ ほ こ りだ ら けの 窓 ガ ラ ス を通 して
, 昔 に変 わ ら ぬ 寺院 の 尖塔が はる か遠

く に霞 ん で み える ｡ ( p
.
1 5)

訳文 の ｢ こ こ は
･ ･

･
･ ･ ･ イ ス タ ン ブ - ル で ある｣ は, 原文 に は な い 添加表現 で あ

るo ま た原文の
"

H ajib K afi r
"

が訳文で は カ ッ ト され て い る. そ の 他 の 日本

語もか なり乱暴な 訳で あ る｡

H is w aiti 喝 h a d th e p a ti e n c e of a h u n t e r
.
t h e q uie t s till n e s s of a m a n

in c o n t r ol of h is b o d y a n d hi s e m o ti o n s . H e w a s W el s h
,

w it h t h e d a rk
,

s t o r m y g o o d l o o k s o f bi島 a n c e st o r s . H e h a d bl a c k h ai r a n d a st r o n g

f a c e
,

an d q uick i n t ellig e n七 e y e s th a t w e r e a . d e e p bl u e . H e w a s o v e r six

fe e t t all
,

w it h t h e le a n m u s c ul a r b o d y of a m a n w h o k e p t hi m s elf in

g o o d p h y si c al c o n diti o n . ( p p . 1 - 2 )

男は獲物 を待 ち構え る 漁師の よ うな辛抱強さ で
, 部屋の 主が戻 るの を待 っ た｡
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身 じ ろ ぎ
-

つ す るで な い 堂 々 た る構え だ っ たo

男 の 名 はリ ー ズ . ウ ィ リ ア ム ス ｡ ウ ェ
ー

ル ズ人 で あ る｡ 人目を引く精悼な顔

つ き と浅黒 い肌 は
,

生 ま れ 故郷の 先祖か ら受け継 い だ も の だ｡ 黒い 髪 の 毛 に,

が っ し り と した目鼻立 ち
,

ア イ 色の 鋭 い 目 は, 男 が た だ者で な い こ と を示 して

い る｡ 日頃 の 節制を物語 る か の よ う に
, そ の 長身 は 引き締 ま っ て い て 敏捷 そう

だ ｡ ( p
. 1 6)

こ の 訳文 に も原文 に対する 加除添削が相当 に 施さ れ て い るo 訳者 の ペ ン ネ ー

ム ｢ 天馬龍行｣ の よ う に
, よく い え ば不嘱奔放 な 意訳 で あ るが

, 実際 に はどう

も悪達者な窓訳 と しか思 え な い
｡ そ こ で こ う し た訳 し方が 顕著 にみ られる本を

もう 一

つ あげる｡ T o u chi n g th e V o id と題す る ノ ン フ ィ ク シ ョ ン も の の 翻訳

が ｢死 の ク レ バ ス｣ と題名を変 え て
, 中村輝子 (共同通信社論説委員) の 手 で

1 99 1 年 に 岩波書店か ら刊行さ れ た. 英国人登山家 二 人 の パ ー

テ ィ が
,

ペ ル ー
･

ア ン デ ス の シ ウ ラ ･ グ ラ ン デ 峰西壁の 初登撃 に 成功 して か ら
, 下山す る途中で

起き た ク レ バ ス へ の 墜落事故を
, 当事者 の 一 人 ジ ョ

ー ジ ･ シ ン プ ソ ン が 書き綴 っ

た遭難体験記で ある｡
こ の 本 は全体 で13 章 か ら成 る が

, 第5 章 ｢ 事故｣ の 冒頭

か ら原文 と 訳文 と の 対応する個所 に 下線 を つ け て 比 べ て み るo

6 )

" . . . Si n c e le a v l n g
･

t h e s u m m it th e p r e vi o u s a f t e r n o o n w e h a d d e -

s c e n d e d n o m o r e t h a n 1 ,
00 0 fe e 七i n s 七e a d o f g e上土i n g all t h e w a y d o w n 七o

t h e g l a ci e r i n t h e si x h o u r s w h ich w e h a d r e ck o n e d .
∫ b e g a n t o f e el

i m p a ti e n t ･ I w a rs ti r ed o f t hi s g ri n din g n e e d t o c o n c e n t r a t e all t h e ti m e ･

( p
. 60)

前 日 の 午後, 頂上 を た っ て か ら30 0 メ
ー

ト ル も下り て い な い ｡ 下 の 氷河 ま で

6 時間 で 下 れ る と読ん で い た の に だ ｡ 焦りを感 じ始 め た｡ 終始奥歯 をか み し め

な が ら､ 注意力を集中 させ て い る こ と に 疲労 しき っ て い たo

下線部は ｢精神集中が必要 な
,

こ の 骨 の 折れ る状態｣ と し た い ｡



6 0 翻 訳 論 迫 造

W e did n
'

t s p e ak .
T h e m o r n in g h ad a lr e a d y t a k e n it s t oll

,
a n d th e r e

w a s n o t hi n g lef t t o s a y . ( p . 60)

二 人 と も口 を きか な い
｡ す で に 午前 の 時間は残 り少 なく, 話す べ き こ と もな

か っ た o ( P p . 84 - 8 5)

下線部 は ｢午前中の 行動が ひ どく応え て い た｣ と考 え る｡

T h e s h allo w fis s u r e w a s filled w it h p o w de r
,

s o t h a t h o w e v e r h a r d l

t h r a s h ed a b o u t l s e e m e d t o m ak e n o u p w a r d m o v e m e n t a t all ･

E v e n t u all y i m an a g ed t o h a u l m y s elf b a ck o n t o le v el g r o u n d .
F r o m a

s a f e dist a n ce Si m o n ‡1 a d w a t c h ed m y s t r u g gl e s w ith a g r l n O n his f a c e ･

( p p
. 60 - 61)

亀裂 は浅く て も粉雪が 詰 ま っ て い るた め,
い く らもが い て も這い 上が れ ない ｡

や れ ば や る ほ ど底 の 方 ま で 沈 ん で い く｡ サ イ モ ン は離れ た 安全な 場所か ら ニ ヤ

ニ ヤ 笑 っ て 私の あが きを見 て い た｡ ( p . 85 )

こ の 訳 で は
,

原文の 下線個所 がす っ ぽ り抜け落ち て い る｡

I s t o o d r o u gh ly m id -

p oi n t o n t his w e d g e o f i c e r u n n l n g a c r o s s t h e

rid g e
,

w it h i t s n a r r o w e d g e a b u t ti n g th e rid g e li n e .
i t r a v e r s e d c a r ef ully

a w a y f r o m th e rid g e
, . . . ( P

.
6 2)

私 は, 稜線 に 打ち 込ま れ た 氷 の 模の お お よそ 真 ん 中に 立 っ て い た o 稜線を 離

れ て 注意深く ト ラ バ ー

ス し なが ら - -

( p . 88)

こ の 訳で も, 原文 の 下線個所 の意味が 脱落して い る｡

し か し こん な 粗探 しみ た い な作業を続 けて も
,

空 しく感 じる ば かり な の で 話

題を変 え る こ と に し よう｡

ふ つ う常識的に 考 え れ ば, 時が移 っ て も所が変 わ っ て も, 翻訳の 基本原 理 は

不変 の はずだ と思 う. し か し意外に も実際に は
,

ヨ
ー

ロ
ッ

パ や 日本 の翻訳出版
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の 歴史を辿 っ て み る と
, 時代 や場所 に よ っ て そ の 原理 の 解釈の 仕方 に 揺れ動き

が み られ る｡ こ れ は興味深 い 問題 で あ る の で
, その 辺りの 状況を探 っ て み る｡

3 ドラ イ デ ン の 翻訳観

そ こ で 本論 の 冒頭に とりあ げた ド ラ イ デ ン の こ と に話を戻す｡ 彼 が自ら の 翻

訳理 論を集大成した 著作 はなく, 次 に 挙げる書物 ( 1 - 6 ) へ の 序文 と して 書

い た文芸批評の 申に
, そ の 翻訳観が 散見 さ れ る に過 ぎ な い

｡

1 0 uid
'

s E p is tl e s (1 68 0)

2 S yl u a e / o r
,
T h e S e c o n d P a r t of P o e ti c al M i s c ell a nie s (1 6 85)

3 E x a m e n P o e tic u m l b ei ng Th e T h iT
･d P a r t of M is ella n y P o e m s (16 9 3)

4 T h e S a tiT
･

e S Of D o ci m u s J u n i u s J u u e n a lis; t o g e t h e r LUit h t h e S a ti r e s

of A ul u s P e rsi u s F la cc u s (16 9 3)

5 T h e lif e of L u ci a n
,
A D is c o u r s e o n m s W T

･i ti n g s
,

a n d a C h a r a c t e r of

S o m e of t h e P T
･

e s e n t T T
･

a n Sla t o r s (16 96)

6 T h e w o rk s of ViT
･

gil: c o n t ai ni n g H is P a s t o T
･

a ls , G e o g ic s , a n d 戯 eis

(1 69 7)

こ れ らの 書物 - の 序文や 献辞 な どに
, 彼 の 翻訳観 を 明示する 文章 が鎮 め ら れ

て い る｡ 以下に 目 に 付く もの を拾 っ て み る ｡

(1) A ll t r a n sl a ti o n
,
I s u p p o s e

,
m a y b e r e d u c e d t o 七h e s e t h r e e h e ad s .

Fi r s t
,
t h a t of m e t a p h r a s e

,
o r t u r ni n g a n a u t h o r w o rd b y w o r d

,
a n d

li n e b y ユi n e
,
f r o m o n e l a n g u a g e i n t o a n o t h e r .

T h e s e c o n d w a y lS th a t o f p a r a p h r a s e
,

o r t r a n sl a ti o n w it h l a tit u d e
,

w h e r e t h e a u t h o r is k ep t i n v i e w b y t h e t r a n sl a t o r
,

s o a s n e v e r t o b e

l o s t
,
b u t his w o rd s a r e n o t s o st ri c tl y f oll o w e d a s his s e n s e ; a n d t h a t

t o o is ad mi t t e d t o b e a m plifie d
,
b u t n o t alt e r e d .

T b e thi r d w a y is t h at o 王i m it a ti o n
,

w h e r e t h e t r a n sl a t o r (if n o w b e
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b a s n ot l o s t t h a t n a m e) a s s u m e s t h e lib e r t y ,
n o t o nly t o v a r y f r o m

th e w o rd s a n d se n s e
,
blユt t O f o r s a k e th e m b o th a s b e s e e s o c c asi o n ;

a n d
,
t aki n g o n ly s o m e g e n e r al hi n t s f r o m th e o rig l n al

,
t o r ll n di v isi o n s

o n th e g r o u n d - w o r k
,

a s h e p l e a s e s .

( P r ef a c e t o t h e T r a n sl a ti o n of O uid
'

s E p is tle s) ( p
.
1 )

(2) i t a k e i m it a ti o n of a n a u th o r
,
i n th ei r s e n s e

,
t o b e a n e n d e a v o u r of

a l a t e r p o e t t o w rit e lik e o n e w h o h a s w rit t e n b ef o r e hi m , o n t h e

s a m e s u bj e c t; t h at i s
,

n o t o t t r a n sl at e his w o r ds
,

o r t o b e c o n fi n ed t o

his s e n s e
,
b ut o n ly t o s e t hi m a s a p a tt e r n

,
a n d t o w ri t e

,
a s h e

s up p o se s t h a t a u t h o r w o uld h a v e d o ne
,
h a d h e li v e d i n o u r a g e . a n d i n

o u r c o u n t r y . Y e t I d a r e n o t s a y ,
th at eit h e r o f t h e m h a v e c a r ri ed t his

lib e r tin e w a y o f r e n d e rn g al l t h o r s s o f a r a s m y d e fi niti o n r e a ch e s .

(ibid .) ( p
. 4 )

(3) I m it ati o n a n d v e rb al v e r sio n a r
･

e
,
i n m y o p i ni o n

,
t h e t w o e x t r e m es

w hic h o 11 g h t 七o b e a v oid e d . (ib id .) ( p
. 6 )

(4) T h e q u alific a ti o n of a t r a n sl a t o r
,

w o r t h r e a di n g ,
m u s t b e

,
a m as t e ry

of t h e la n g u a g e b e t r a n sl a t e s o 山 of
,

a n d t h a t h e t r a n sl a t e s i n t o ; b u t

if a d eficie n c e b e t o b e all o w e d i n ei 也e r
,
it is i n 七b e o rig i n a l; si n c e if

he b e b u t m a s t e r e n o u g h of t h e t o n g u e o f his a ut h o r
,

a s t o b e m a s t e r

of his s e n s e
,
it is p o s sible f o r hi m t o h a v e a th o r o u gh c o m m a n d o f

t h at . B u t w it h o u t t h e l a t t e r
,
h e c a n n e v e r a r ri v e a t t h e u s ef u l an d th e

d elig h tf u l; wi t h o u t w hic h r e a di n g i s a p e n a n c e a n d f a tig u e . ( T h e L if e

of L u ci a n ) ( P
.
2 6)

(5) A t r a n sl at o r t h a t w o u ld w rit e w ith a n y f o r c e o r s p irit of a n

o rl g l n al
,

m u s t n e v e r d w ell o n t h e w o r d s of h is a u th o r . H e o u gh t t o

p o s s e ss hi m s elf e n ti r ely ,
a n d p e rf e c tly c o m p r e h e nd t h e g e ni u s a n d s e n s e

of his a u th o r
,
t h e n a t u r e o f th e s u bj e c t

,
a n d t h e te r m s of t h e a r t o r
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s u bj e c t t re a t e d o f; a n d t h a n h e w ill e x p r es s hi m s elf a s j u s tly ,
a n d

w it h a s m u ch lif e
,

as if h e w r o t e a s o r l g l n al; w h e r e a s
,
h e w h o c o p i e s

w o r d f o r w o r d
,
l o s e s all t h e s pi rit i n th e t e di o u s t r a n sf u si o n . (ibi d)

( p
.
2 7)

(6) H e
,

w h o i n v e nt s
,
is m a s t e r of hi s t h o Ⅵg h 七s a n d w o rd s : h e c a n t u r n

a n d v a r y t h e m a s h e p l e a s e s till h e r e n d e r s t h e m h a r m o ni u s ; b u t th e

w r e t c h e d t r a n sl a t o r h a s n o s u ch p ri vil eg e: f o r
,

b ei n g tie d 七o th e

t h o u g h t s h e m u s t m a k e w h a t m u sic h e c a n i n t h e e x p r e s si o n ; a n d
,
f o r

t his r e a s o n
,
it c a n n o t al w a y s b e s o s w e et a s t h a t of t h e o rl g l n al .

( D edic a ti o n of th e m n eis) ( P P
.
3 7 - 3 8)

これ ら の 文章 その 他を通 し て み る と ,
ド ラ イ デ ン の 翻訳観 は大体次 の と おり

に ま と め られ る｡

T)

翻訳 の 仕方 に は三 種現 が あ るo 直訳 ま た は 逐語 訳 ( m e t a p h r a s e) , 意 訳

( p a r a p h r a s e) と翻案 ま た は超訳 (i m it a ti o n) で あ る . 翻訳 を学習す る場合

に は, 逐語訳 と超訳を 避け, 意訳 に力を入れ る の が よ い o

翻訳者 は, 表現方法と思想 と精神にお い て 原作者 と
一

体に な り, 原作者が 自

分と同国人 ま た は同時代人 で あれば, お そ らく こ の よう に 習 い た で あ ろう と考

え られ る よう に翻訳す べ きで あ っ て , 主観を混入 し て は な ら な い .

翻訳者 の 務 め は, 原作に み られる独樽の 表現様式
･ 意味

･ 思想 ･

精神な どの

特質 蚤, 忠実 に 翻訳 へ 移す こ と で あ っ て
,

原作 の 言葉 だ け を移す こ とで は な い｡

翻訳者 は, 原作 の 外国語と翻訳 に細 い る自国語 と の 卓越 した 知識 と, 熟達 し

た語学力 と, さ ら に 全体的な事柄 に 関す る幅広 い
, 豊 か な 教養 を身 に つ けて い

な けれ ばな らな い . しか し どん な場合 で も, 原作者を凌ぐ改変 を し て はな らな

い
｡ 以上で ある｡

ド ラ イ デ ン 時代 の イ ギリ ス で は, ラ テ ン 語 か ら英語 へ の
, そ れ も韻文の

, 翻

訳 が主 で あ っ たo 今 の 日本で は, 英語 か ら 日本語 へ の
, そ れ も散文 の

, 翻訳 が

多 い
｡ しか し い ずれ に して も どん な言葉 で も,

ニ カ 国語の 相違点を十分 に把操
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し, そ れ を徹底的 に研究する こと が
, 翻訳 を学習する さ い 最も大切で あ る の は

い うま で もな い o

4 ｢ 不実の 美女｣ 論争
a )

ド ライ デ ン と 同時代に ,
フ ラ ン ス で はベ ル ･ ア ン プ イ デ ル ( B elle s l nfid ele s)

と い う言葉が 生ま れ た, 体裁 は美 しい が 原文 に 忠実 で な い 翻訳 を
, 文字通 り

｢不実 の 美女｣ に 例えたもの で ,
い かに もフ ラ ン ス 人好 み の し ゃ れ た m et a p h o r

で あ るo そ の 当時, 職業翻訳家 の ペ ロ
ー ･ ダブ ラ ン ク ー ル は , ギ リ シ ャ

･ ロ
ー

マ の 古典作品を広範囲に 亘 っ て 翻訳 して い た｡ 彼の 訳文は美 しく, そ の 時代 の

フ ラ ン ス で最も愛好 され た作物で あ っ た｡ し か し古典学者の メ ナ ー ジ ュ が
,

ペ

ロ
ー の 翻訳を

, 自分 がか つ て 深く愛し た女 の よ う だ
, 美 しい が 不実 な女 だ っ た

と 批判 し た結鼠 こ の 鮮烈な曹愉が フ ラ ン ス 語 と し て 定着 し
, 今世紀 に な っ て

も ｢ 不実 の 美女｣ に 関す る翻訳論争が続 い て い る｡

十七世紀 の フ ラ ン ス で は
, 古典翻訳の 多くが読者 に 好 まれ る こ と を第

一 と し

て , 原作に 対する添加 ･

削除が は とん ど自由 に 行な わ れ た｡ こ の 時代 に は, ギ

リ シ ャ
･

ラ テ ン の 古代文化に 対する熱烈な崇拝JL が 消え, フ ラ ン ス 語 が 整備 さ

れ , 古典主義文学 が 開花 して
,

フ ラ ン ス が ヨ ー

ロ ッ
パ 文化 の 中心と して 君臨す

る に 至 っ た｡ それ で もま だ古代作品の 翻訳 は盛 ん に 行な わ れ た が
,

そ れ ら を 自

分 たちの 趣味噂好 ･ 流儀作法に合わ せ て 紹介す る傾向が 顕著 に な っ たo 当時の

読者 は優美と繊細を求め
, 古代人 は その 好み に 合わ せ て 変身 させ られ た｡

こ の

ように して ｢ 不実 の 美女｣ が 大手 を振 っ て 閥歩 した の で あ っ た｡ しか し見方を

か え れ ば
,

こ う した 時代 は, 翻訳が もうすで に 創造的情動 で はなく なる直前 に,

い っ と き欄漫 た る花を咲かせ た時期で あ っ た と もい え る｡

｢ 不実の 美女｣ に 傾倒 した十七 ･ 十八 世紀 の 反動で , 十九世紀 の 初 め に は逐

語訳 の 傾向が目立 っ よう に な っ た｡ こ の よう に主流 を占め る もの が 時代 に よ っ

て 変化する ｡ ある 時代 に少数派だ っ たもの が
, 次の 時代 に は多数派 にな っ た り

する｡ だが 文法構造に 大きな違い が ある言語同士の 場合, 完全 な逐語訳 は 不可
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能 に近 い
.

ミ ル ト ン の ｢ 失楽園｣ を 仏訳 し た シ ャ ト ー ブリ ア ン の 翻訳 は
,

逐語

訳 に よ っ て 原文を裏切 っ た例と して よく引き合 い に 出さ れるo
シ ャ ト

ー ブ リア

ン は ミ ル ト ン を逐語訳 し ようと努め た けれ ど も, 意味や表現 に 忠実 で ある こ と

ば で きな か っ た｡ 原語 と 訳語 を逐
一 対応 させ た翻訳 は

, 原文 に 忠実 で はありえ

な い
｡

ロ シ ア の 詩人 プ ー

シ キ ン は
t

そ の よ う に 批判 し て い る｡

5 翻訳 の 難 しさ, 面白さ

原文 に 忠実 な翻訳とい っ て も, 何 を も っ て 忠実と する か に な る と, 話が 面倒

に な る｡ その 際翻訳家 が とる 態度 は, 大 ま か に い っ て 原文密着派 と訳文重視派

と に 分か れ る｡ 前者 は個 々 の 語か ら構文 に 至 る ま で, 原文 に 密着す る形 で 訳文

に 移 し て い く こ と に よ っ て, 原文が 正確 に 読 み 手 に 伝 え ら れ る とす る｡

一

方,

後者 は原文の 作風 ･ 文体 に 忠実 で あ ろう と しな が ら も, と きに は原文 か ら遠去

か っ た方が
,

か え っ て 原文の 意味や 精神が き ち ん と読者に 伝 わ る と考 え る｡ し

か し実際に はそ う単純 に 二 分で き るも の で は な いD

一

語
-

句悉く完全 に訳文 に

移すの は不可能 に 近 い し
, 原文か ら離れ る と は い っ て も,

い く ら で も遠去 か っ

て よ い と は誰も考え て い な い
o

こ の 間題をさ ら に 敷和すれ ば
,
翻訳 は外国文化の 異質性を反映 し た もの で あ

る べ きか
,

そ れ と も, あ く まで 自国文化 の 作品 と し て 読め る よ う な もの で あ る

べ きか と い う こ と に な る｡ つ まり多少 の 無理 を強 い て も, 訳文 に原文 の 構造を

反映さ せ る べ き だと する立場と, 訳文 に は原文 と等価 の 文学的価値 が な けれ ば

な らな い と主張する立場 の 対立 とも い え る｡ し か し実際の 翻訳作業は, 原文重

視か 訳文重視か とい っ た単純明快な 筋書き通 り に は運 べ な い｡ 程度 の 差 はあ っ

て も, 翻訳者 の 誰もが と き に は原文 に 密着 し
,

とき に は原文 か ら遠去か る｡ 従 っ

て 翻訳 と は, 結局 こ の 両方 の立場の 妥協 の 産物 と い う こ と に な る｡

イ タ リ ア に ｢ 翻訳者 は裏切り者な り｣ と い う 古 い 警句 が ある.

M ｢ 裏切り者｣

を ｢ 反逆者｣ と訳す人もい る｡ こ の 警句 の 心情的背景 に は, 翻訳が もと もと宿

命的な 困難 を伴 う作業 で ある こと に 対 し て の
,

二 つ の 姿勢 が あ る と い え る o
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｢裏切 り者｣ は, 宿命 に 対する受動的, 消極的な 姿勢 で あ り , 困難 な 翻訳作業

に 下さ れ た評価 へ の 黙従で ある｡ ｢ 反逆者｣ は
, 宿命と対決 し

, 創造的 な 価値

に 挑戦する能動的, 積極的な活動 で ある ｡ い ずれ をと るか ば, 翻訳者 の 原語読

解力と 訳出文体力 とが 大い に 関与する｡ さ らに 訳者 の 自信
･

興味
･ 適性 な ども

無視で きな い ｡

で は次い で, 明治以降 に お ける わ が 国の 状況に つ い て 概観す る｡ 明治初期の

蘭書 の 翻訳 に 始ま る翻訳態度 に は
,

原文と 訳文の 関係 か ら み て
, 直訳 ･ 対訳 ･

義訳 ･ 意訳 ｡ 豪傑訳な ど多様 な用語が使用さ れ た が
, 大別する と 直訳

･ 意訳
･

豪傑訳 の 三 種頬 に な る. 豪傑訳 は乱訳と も呼 ばれ 翻案に 近 い もの で
, 今日 の 超

訳 に 相当す る. そ し て 明治中期以後次第に逐語訳 に統
一 さ れ

,
そ れ が主流 に な っ

て い っ たo

10 )
明治末期か ら大正中期 に か けて は

,
英書か ら の 日本語訳 が ふ え

,

｢ 原書か ら訳 した｣ と い う文言 の 原書 が
,

い っ も英訳本 を意味 し て い て
,

つ ま

り重訳 が多 か っ たo さ ら に大正末期 に は, 左翼物 の 翻訳出版が 始ま っ たが
, 釈

者 の 語学力不足 と理 解力貧弱が生 ん だ意味 (正体) 不明な 妖怪も どき の 日本語

訳を
, 当時の 知識層は深遠な哲 理 を説く教え と思 い 込ん で もて はや し た｡ そん

な 風潮 に 乗 っ て
, 例え ば ｢ 彼 は靴屋 だ｣ と い え ばすむ と こ ろ を

,
｢ 彼 の 社会的

経済的存在規定 は, 皮革加工 業的商行為 なの で ある｣ と い う風な
,

ま こ と に 奇

妙 な言 い 回 しま で が 流行し て, 日 本語 の 混乱に 拍車をか け た｡

11) ｢ - -

学 会 の

批判 の 欠乏, 出版社 の 商魂, 読者の 忍耐 な どの 理 由で
,

思想 と哲学等 の 分野 に

お ける直訳作品 の 質が
, 特 に 不十分で あ る｣ と

, ｢ 国語大辞典｣ ( 国語学会編)

の ｢ 翻訳｣ で 指摘 し て い る｡

12)
事程左様に 翻訳 は難 しい ｡ だ か ら面白い ｡

6 ｢ 翻訳学｣ 構築 の 試み

野上豊 一 郎 はそ の ｢ 翻訳論｣ で
, 翻訳の 態度 を, 西洋 の もの を 西洋 ら しく訳

出す る, 西洋の もの を日本の もの に 作りか え る
, 内容だ けを伝 え れ ば よい と す

る
,

の 三 つ に 分 けた 上で
, 要する に完全な 翻訳 は訳者 の 理 解力と 創造力に 期待

する しか な い と言 っ て い る｡

13)
言 い か えれ ば, 翻訳 は訳者の 語学力 ･ 学問的造
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詣 ･ 芸術的審美眼 な どを総合 した個人技芸 に , そ の 質 の 良否が 賭け られて い る

と もい え る｡

翻訳が 人間 の 行な う作業 で あ るか ぎり,
こ の ｢ 技芸｣ と い う要素は常 に 変わ

ら な い ｡ しか し翻訳 は言語 を扱う の で , 言語の もつ 特性 に立脚した科学的分析
･

構成 の 方法が 求め られ る べ きで あ る｡ 名人芸だけ に 任せ て お か な い で , 理 論と

実践 の 科学化が 必要で あ るo 翻訳 は究極的 に は人間 の ｢技芸｣ で ある こ と を認

め るが, 翻訳の 基本原理 と な る科学的方法論 の 構築を試み た い
｡ こ の よ う な観

点か ら, ナ イ ダ (E . A . N id a) らが ,
二 十世紀後半 に な っ て 発展 し た 情報理論

や 構造主義言語学 と生成変形文法の 成果を と り入れ て , そ れ を 翻訳作業に 活用

し よ う と す る ｢ 翻訳学｣ の 構築 に 意欲的 に と り組 ん で い る ｡ そ の 考え は,

T o w a r d a S cie n ce of T r a n s la t in g や , Th e T h e o T
･

y a n d P r a c ti c e of

T7
･

a n Sla ti o n に 示さ れ て い るo

t4)
そ こ で は

,
生成変形文法 の 変形規則 や構造的

意味論の 成分分析が 試み られ
,

こ れ に さ ら に 情報理 論 を加 え て , 総合的に翻訳

文作成 の た め の 科学的過程 が述 べ られ て い る｡ 具体例を用 い て 理論 の 実践が 理

解 さ れ, 要素を抽出する手順も構造化 され て い る｡ 特 に注目し た い の は, 変形

文法 で は s e n t e n c e を最大 の 統語単位と 考 え る の に対 し て, 翻訳 で は dis c o u r s e

ま で を単位と しな ければな ら な い と す る点 で あ る｡ N id a の 考 え は, ｢ 翻訳を

読 む者｣ の 立場を 重視する理 論 と い え る｡ デ
ー タ は主 に 聖書 の 翻訳か ら深 めて

い るが , 翻訳 の あ らゆ る面 に も役立っ と彼自身が 述 べ て い る｡

7 お わ り に

ド ライ デ ン の 翻訳綻 ば,
オ ー

ソ ド ッ ク ス な 理 論と い え るo しか し 当時 の イ ギ

リ ス に お い て
,

こ れ に 対する 反論 は ど ん な具合 で あ っ た かo 彼の 鶴の
一

声 に よ っ

て 他 の 文人 ･ 学者 た ち は黙従 して し ま っ た の か｡ あ る い はそ の 後今 日ま で 翻訳

論議が ど の よう に 続 い て い る の か｡ これ らの 点 に つ い て は今後調 べ て い きたい
｡

一

方, フ ラ ン ス に お け る ｢ 不実 の 美女｣ 論争 は
,

こ れ か ら どう動い て い くの か｡

そ の 見通 しを立 て るの も興味深 い テ
ー マ で あ るQ
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次 に そ の 他の 諸国 の状況 はど う な の か｡ 19 84 年 か ら フ ラ ン ス の ア ル ル で 毎年

開催 され る国際翻訳会議で , ｢ 翻訳 に理 論 が あ り得 るか｣ と い う テ
- マ が 議題

に さ れ た とき, 意見 の 対立の 焦点 と な っ た の は, ｢ 原文 に 対す る忠実｣ で あ っ

た｡

15)

各国 の 翻訳家 ･

作家
･

言語学者
･

編集者 な どが 入り混 じ っ て 白熱 し た 請

議 が交 わ さ れた が, 議論 は必ず しも噛み合 っ て い た わ けで はな く
,

む し ろ翻訳

論 と そ の 奥 に 潜む 文化的価値観 とが 交錯 し なが ら噴出 した 感が あ っ た と い う｡

翻訳論争 が 激論 に な りや すい 理 由 は, 翻訳 の あ り方に
, 訳者自身 の 言語, 文化

の 受 け と め方や, 原作者 で あ る他者の 言語 ･ 文化に対する親近 ･ 距離感, 尊敬 ･

反発心な どが 複雑に 絡ま り, 衝突する か ら で あ る と考え られ る ｡

つ い で に
, 最近開発が進ん で い る M a c bin e T r a n sl a ti o n ( 機械翻訳) に つ

い て
,

ひ と こ と付言 し て お く｡ 現時点で の 機械翻訳 シ ス テ ム に は, ま だ多く の

問題 が残 さ れ て い る ｡ 例え ば原文を あ らか じ め人間が 編集 し直 し, 翻訳 の 結果

も人為的 に か な り修正する必要が あ る｡ ま た翻訳 の 対象が
, 論理 性 や 明示性 の

高い 科学的文献が 主 に な っ て い て
, 唆昧性や省略に 満 ち

, 柔軟 な意訳 を必要 と

す る文学的 な文献 の 翻訳は
,

ほと ん ど試み ら れ て い な い ｡

16)

可能 な か ぎり人間的で
, 質の 高 い翻訳を実現する に は

, 文法的知識に よ る言

語処理 だ け で なく
, 文脈や 言語外の 知識 の 柔軟 な処理も可能 と する 人工 知能的

手法 が必要 と な る｡ こ れが 今後 の 重要課題 とさ れ て い る｡

最後 に , わ が 国で い ま目立っ ｢ 超訳｣ に つ い て , もう 一

度考え直 して み よう｡

原作品が き ちん と し た学術書と か文芸書で は なく, 軽 い 娯楽的な 読み 物で ある

な ら ば
,

それ で よ しと し て
,

あ ま り目く じら た て なくて もい い の か とも考える｡

た だ し原作者が, そ んな ｢超訳｣ を許 して く れ れ ば の 話 で あ る｡
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