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二 葉亭 四迷訳
「あひ ＞i“ き」 に お ける

　　「音調 」 と 「文調 」 に つ い て

籾　内　裕　子

　二 葉亭は
「
余が翻 訳の 標準」 で

，

「
［欧文 は］自 ら

一 種 の 音調 が あつ て 聲 を出

して 讀 む と抑揚が 整 うて ゐ る 。 即 ち音 楽的 （ミ ュ
ー ジ カ ル ） で あ る 。 〈… 〉處

が
， 日本 の 文章 に は この 調子 が な い

。

一
體 に だ ら／＼ して ， 黙讀 す る に は差支

へ ない が
， 聲を出 して 讀 む と頗 る単調 （モ ノ トナ ス ）だ 。 啻に抑揚 な どが 明 ら

か で な い の み か ， 元來讀 み 方が 出來 て ゐ な い の だ か ら， 聲を出 して 讀 む に は不

適當で あ る」
【

と述 べ て い る。 東京外国語学校で ロ シ ア人教 師 の 音読 に よ る授

業 に親 しん で い た 二 葉亭 ら し く，

「音読 した と きの 調 子 」 と して の
「音調 」 を

は っ き り と意 識 して い る 。 と こ ろ が 二 葉亭 は 続 けて こ う述 べ て い る 。

厂けれ ど

も， 苟 くも外 國文 を翻譯 しよ うとす るか らに は ， 必 ずや そ の 文調 を も移さね ば

な らぬ と ， こ れ が 自分が 翻譯 をす る に つ い て ， 先ず形 の 上 の標準 と した
一

つ で

あつ た 」。 即 ち ， 欧文 に は
「
音調 」 が あ り， 翻 訳 す る に は そ の

「文 調 」 を移 さ

な けれ ばな らな い と，
二 葉亭 は言い 換 えて い る の で あ る 。

二 葉亭 が 言 う 「音

調 」 と
「文調 」 に は明 確 な使 い 分 け は あ るの だ ろ うか 。

「予 の 愛讀 書 」 に 多少

二 葉亭の 意識が うか がわ れ る 。 即 ち
「
日本文 に も文調 が な い で はな い

， 所謂語

呂  語 呂は即 ち 文調 で ある 。 然 し 日本 の 文調 とい ふ 奴は著 し く明か で は な い 。

ない こ とは な い が ドウ モ ハ ツ キ リせ ぬ 。 〈
…

〉 聲 を出 して 朗讀 す る と 日本 の 文

章 は ダラ／＼／＼して 居 る や うに 聞え， どう も變化 が 乏 し く抑揚頓挫が 缺 けて

い るや うに 思 はれ る 。 〈
…

〉 ［欧文 の ］文章 も朗讀法 に よ つ て 生 き た り死 ん だ り

す る こ と は事実で あるが
， 文章 に よつ て は或程度 まで は朗讀の 巧拙に 拘 は らず

文章其物の 調子 が あつ て
， 従 て 黙讀 を して も其者 に 調子 が移 つ て ， どん な に殺

し て 見 て も調 子丈 け は 讀 む 者 の 心 に 移 る文 章が あ る」 。

2
こ の 記事 で 二 葉 亭 は

「音調 」 と い う言葉 を使わ ず， 音読 し た 際の 抑揚 も 「文調 」 に 含 ん で い る よ う

で あ る 。 しか し な が ら音読 した 場合 の 調子 と， 音読の 巧拙 に 関わ らず ある程度

伝 わ る調 子 を意識 して い た こ と は確 か で
， 前者 を 「音調 」， 後者 を 「文調 」 と

し つ つ
， 混用す る こ と もあ っ た とい うこ とで あろ う。

　
「
あ ひ 〉

“

き」 の 調子 に つ い て
， 先行研究 で は 次 の 特徴が 指摘 さ れ て い る 。

3

  ロ シ ア 語の 語順 を忠実 に移 すた め ， 副文 を先 に訳 さず 倒 置法 の形 を とる 。
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二 葉亭四迷訳
「あひ S き 」 に お け る

「
音調」 と

「文調 」

  体言止 め （ある状 態 を述べ る 場合） とデ止 め （注釈的表現）の 使い 分 け。

  擬声語 ・ 擬i態語 が 挿入 され る 。

  副詞 や形容 詞が積 み 重ね られ る 。

  「あわ あわ しい 白 ら雲が 空 ら
一

面 に 」 の よ うに 同音が く りか え され る 。

  原文 の 動詞過去形の 重 な りを
「
座 して ， 四顧 して ， そ して 耳 を傾 けて 」 の よ

　 うに 同音で 再現 して い る 。

　い ずれ も首肯す べ き指摘で あ り，

厂あひ S
’
き」 の 調 子 を担 う特色 で あ る 。 し

か し
「音 調」 と 「文調 」 とい う二 葉亭 の 理解 を用 い て 分析 すれ ば，

二 葉亭が原

文 の どの よ うな音 調 を移植可能 と考 え再現 した の か ， 移植で きな か っ た音調 は

何だ っ た か ， 音読 に よ らず とも心 に残 る と考 えた文調 は どの よ うに訳文 に表現

され た の か が 明 らか に な るだ ろ う。 本稿で は明治 21 年の 初訳 （1，
158−69）を

取 り上 げ地 の 文の 調子 を検討 し，
二 葉亭の 努力の 跡 をた ど りた い

。

1
． 隠れ た韻の 再 現

　H ．エ ン ゲ リガ ル ドの 分析 に よ る と，

4
ロ シ ア 語 の 散文 に お け る音楽性 に は次

の 要素が あ る。

  詩 と同様に ， 力点の 有 る母音 とない 母 音の 交代 ， その トー ン の 高低 に よ り リ

　ズ ム が 作 り出さ れ る。

  韻 の 組み合わ せ に よ っ て メ ロ デ ィ
ー が 生 み 出 され る 。

  文章 の 中で 韻 を踏 ん だ連 が構成 され ハ
ー モ ニ ー が 作 り出 さ れ る 。

　特に ツ ル ゲー ネ フ は散文の 途中で 詩の よ うに韻 を踏ん だ連 を作 り， それが
一

種 の メ ロ デ ィ
ー に な っ て い る。

一
例 と して エ ン ゲ リガ ル ドは 〈・CBHnaHHe・〉 を次

の よ うに 分析 して い る。

5

To　6S互』 He 　Bec6Jb 旦H
，
　cMe 由皿珥 菌cH 　Tp6neT 　Beclltil

，

−7− −7− −7− −7 − 一’

／

He 　M 触 oe 田 y噂 KaHbe
， 　 　 　 　 　 　 　

−7−7−7−’
／

正Ie 螂 rHm 佃 OP 詑 ra
， 　 　 　 　 　 　 　

−7−7一ノ
／
−

He　p66Koe　H　XOA6nHoe 　 　 　 　 　 　 　 　
⊥ 一

／
一一’一

／
一

．leneTaHbe 　H63AHe 齢 ceHH
， 　 　 　 　 　 　

厂一
／

’一
／

’一
／

厂一一
／

ae 丑Ba　cA61 田 HaH
，
　APeM6THafi 　　　　　　　　　　　　　　／

−
／
−’一一

／
一’一一

／

60，fiTOBHfi．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／一一7
C』a6bl員 B｛…TeP 　I｛yTb−z｛YTb　THH シJI　no 　BepxY 田 iくaM ．

HM ．十 4　ail．

　 　 4 且M ．

　 　 3HM ．

　 　 2 口e．

3xp ．十 八K ．

aK．一ト2　He ．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 a乢

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　
厂一
／

’一一
／

〆一
／

’一一
／

！−
／xp ．十JLK．十 xp ．十双K．

一
｛
−
xp ．

（牙M ．： HM6 ；an ．： aHanecT ；
・Ilc．： rlcaH；xp ．： xope 且；毋｛．： ムaKTHJIb；aK．： aHaKpy3a ）
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籾内裕子

　 こ の部分 は
一
種の 詩連 とな っ て い る 。 始め と終わ りが堂 々 と した 流れ る よ う

な五 歩句に な っ て い る こ と
， 韻律が 常に 変化 して い る こ と

， そ の 両者が 自然 に

合わ さ っ て 一
つ の ハ ー モ ニ ー を作 り出 して い る こ と 一 これ が エ ン ゲ リガ ル ド

の 分析 に よ る 〈・CBHnaHxe・〉 の 音楽性 で あ る 。
二 葉亭 が 厂欧文 に は一 種 の 音調 が

ある 」 と述 べ て い る の も ， お そ ら くは こ の よ うなア ク セ ン トに よ り生 じる音楽

性 を指摘 して い る と思 わ れ る 。

「
抑揚が 明 らか で な くだ らだ ら して い る 」 日本

文で
，

これ ほ ど まで に 複雑な
「
音調 」 を・再現す る こ とを，

二 葉亭 は して い な い
。

これ は再現 不 可能 な
厂音 調」 で あ る。

　 しか し H ．プ ロ ツ キ
ー に よ れ ば

，

6
これ ほ どは っ き りし た 詩形 で な くて も，

ツ

ル ゲ ー ネフ の 散文 に は 韻をふ んだ音が 隠さ れ て い る 。 例 え ば 〈胡 C觚 e甜 朋 册 翩

KpyrOM 　H　C」y田 a」．・〉 とい っ た例で ある 。 散文 の 中に こ の よ うな韻律 が置 か れ る

と
， 波の よ うな配置の 力点に よ っ て 声 を長 く伸 ば し， 単語 を発音す るた め の 時

問に 同等の 間隔が あ くよ う に な り， 結果 と して 音楽の 拍子 に近 くな る。
こ の よ

うな隠れ た韻 は ， は っ き り と眼に 見 えな く と も， 耳 に はメ ロ デ ィ ア ス な歌 うよ

うな響 きを残 す 。 この 場 合は ア クセ ン トの 効果 ， 即 ち抑揚 をな く して も 〈（
−Ae」）〉

と い う同音 の 繰 り返 しが 印象 づ け られ る 。 それ が 「自分 は座 して ， 四顧 して ，

そ して 耳 を傾 けて ゐ た 」 とい う二 葉亭 の 訳文 に な っ た の で あ る 。
こ れ は移植可

能 な
「
音 調 」 で あ ろ う。 そ の 他

「
も つ れ つ か ら み つ し て nyTafiCb 　x

fiepeceKaflcb7 」
「
欠伸 を しな が ら， 足を揺か しなが ら Kaq 廻 Horo ｝o　H　3eB翌 」

「
フ

トま た 萎 れ て ， 蒼 ざ め て ， ど ぎ ま ぎ し て 　MTOTqac 　 onfiTb　 fiOHHK”a　 BCfl，

nO6 』eAHe 墨 ，
　CMyTMnaCb 」

厂『ア ク ー リナ 』 は漸 く涙 を と S’め 9 ， 頭 を擡 げ二⊆， 跳

り上 ツ て ， 四邊 を視 象は して ， 手 を拍た 　OHa　 HpMTMx ．［a
，
　 HoAH ”」a　 ro 」loBY

，

Bcl〈oqH 」a
，
　oMHHy 璽 h　H　BcanecHygLa 　pyl〈aMH 」 な ど も同 じ効果 をね ら っ た訳文 で

ある 。 同音の 重 な りが 多 く観察 さ れ る二 葉亭 の 訳文の 中で も， 上記 の よ うな

「隠れ た韻」 は移植可 能な
「音調」 と して 認識 され再 現 された もの と考 え られ る。

2
．

ア ソ ナ ン ス ／ア リタ レ ー シ ョ ンの 再現

　同音 が 重 な る他の 表現 を， 畳語 が 単独 で 使 わ れ て い る部分 を除外 して 探 す と ，

次の 例 を拾 うこ とが で き る 。

  白 ら雲 が空 ら
一

面 に Pblx”blMH 　6e”blM9　06”aKaMK

  し めや か な 私語 の 聲 」LpeMoTHaH　6eπToBH ”
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二 葉亭四迷訳
「
あひ ゴ き」 に お け る 「音調 」 と 「文調 」

  キ ラ／ ＼ とき らめい て　OHa 　”PKO　 BcnblXMBana

  ザ ワ ／ ＼ ざわ つ き　 OHa 　 Bcsl 田 yMHO 　cTpy πrcH 財 eHeqeT

　ざわ／ ＼ ざわ つ き　BCfl ！1PONKa」a

  或 はそ こ に在 りとあ る物総 て
一

時に 微笑 したや うに　oHa 　 To　 o3apfi』acb 　 Bcfi，

　 cπoBH 。　B五P∬ BHetl 　Bce 　y」bl6H ）！xocb

  地上 に散 り布 い た ， 細 か な ， 落ち 葉　nex ｛aBuJMe 　 Ha 　 3eM 』e 　 Me ・llcBe 　 」HcTbA
　 あ ら

  頭 をか きむ し ツ た や うな パ アポ ロ トニ ク KynPHBb 】x 　Ranop 。THnKOB

  蛙なや か に墮れ た　mPKO・ro ハygoe　Hego

  大 氣中 に含まれた一
種清涼の 氣 は人 の 氣 を爽か に して　BBo3 且yxe　qyBcTBoBa 諷acb

　Ta 　o£ 06eHHaH ，　£ yxafi　£ Be｝KecTb ，　KoTopaH ，　Hailo”H”兄　cep 互Ue　KaKHM −To　60ApblM

　 OLIIyli！eHxeM

　  の 場合 「ら」 は二 つ と も捨 て が なで あ る 。 特に 前者 は 「
は くうん 」 と読 ま

せ な い た め の 捨て が な で ，

厂
ら」 を確実に 意識 させ よ う として い る 。   は ル ビ

が ふ られ て い な い た め 「し ご」 で な く
「
さ さや き 」 と よ む可能性 もある が ， 他

の 箇所 で 「
私語す る よ うに 」 とい う用 法が あ り

厂
し ごす る」 と読む 方が 自然 な

た め ，
こ こ に あ げた例 も 「しめ や か な し ご」 と判断 した 。   の

「
落 ち 葉」 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

　　 　　 　　 　
　

　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　
　　

か し ら

「ち 」 も 「ら くよ う」 と読 ませ な い た め の 捨 て が なで あ る し，   で は
「頭」 と

ル ビが ふ られ
「
あた ま」 とは読 め な い よ うに な っ て い る 。 総ル ビ に な っ て い な

い
「
あひ 5“ き」 初訳に お い て ，

こ れ はか な りの 程度 同音で 読 ませ た い と い う意

識が 働 い て い た こ とを うか が わ せ る。

　 なぜ こ の よ うな同音の 重 な りを使用 した の だ ろ うか 。 上 記例文の 後 ろ に 示 し

た の が 対応 す る原文 で あ る 。 9 例中 5 例が
， 下線で 示 した よ うに ア ソ ナ ン ス や

ア リタ レ ー シ ョ ン を含 ん で い る 。 プ ロ ツ キ ー が 指摘 して い る よ うに ，

S 『猟人 日

記 』 の 音楽性 を生 み 出す重 要 な要素 に ア ソ ナ ン ス と ア リタ レ ー シ ョ ン が あ り ，

ツ ル ゲー
ネ フ は特に 自然描写 の 部分で 同音の 繰 り返 し を好ん で 用い て い る 。 自

然描写 の 部分 全体 を検討す る と
， 原文 に お けるア ソ ナ ン ス ／ア リタ レ ー シ ョ ン

と二 葉亭訳 に お ける同音 の 重 な りは位置 的 に も分量 的 に も必 ず し も
一 致 して い

な い が ， 原文 の 随所 に ち りばめ られた 同音 に よる効果 に少 しで も近 づ こ うと し

た 二 葉 亭の 努 力 が あ っ た よ うに 思 われ る 。

　 た だ し同音 の 重 な りは ， 特 に 日本語 に お い て は ， 意識 しな くて も頻 繁 に起 こ

りうる 。 これ は は た して 二 葉亭の 意識的な操作で あ っ た の か
， 偶然の な せ るわ

ざだ っ た の か を判断す る必要が あ る 。

　第一
に ， 前 述の よ うに 捨 てが な を使用 して 読 み 方 を確定 させ て い る こ とは

一
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つ の 意識 的な操作の 現れ と考 え られ る 。

　第二 に ，
二 葉亭 と同時代 に 活躍 した翻訳者 との 比較が 有効で あろ う。 外語 で

二 葉亭 と同期だ っ た 佐波武雄が明 治 22 年 に
『その 前夜』 を翻訳 して い る 。

9
同

じ外語で の 教養 をべ 一 ス に して い る こ と
， 同 じ ツ ル ゲ ー ネ フ 作品 で あ る こ と ，

また翻訳 した 時期 が近い こ とか ら比較対 象 と して 適当 と思 わ れ る 。

『そ の 前夜 』

は
『猟 人 日記 』 ほ どで はな い が音楽 的な フ レ ー ズ もあ り， 佐波 の 訳文 は次 の よ

うに な っ て い る。

Ka3旦JIocb
，

3acTb ］Bulafl　M旦cca　cTeKJI旦 T5DKe垂旦 McBeT 些 y」ler・：量cb　B　oPpoMHOIi 　KyHeJ ［H
，　H

He60 　y田 ・Gg　K　He貢Ha 且Hg ，
　H　Ky壁 H旦ble 基el〜e旦bH 　Hcno 丑BH ＞KHo 　PJ ”ne・JIMcb　B　ee 　Hpo3pauHoe

．nOHO ．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 てん す い い っ し きがん じ ょ う　 じゅ 詫い 　さか しま　 くうめ い 　　　 すい てい

恰 も廣大 な る
一

面 の 玻璃 を布 き た る如 く天 水
一

色岸 上 の 樹影 は倒 に 空明な る水底
　 ふ どう

に浮動す るか と疑 は る 。

　佐波の 翻 訳 は漢語 で 自然 を描 写す る とい う伝統 に の っ と っ て お り， 当時の 読

者 に はか え っ て読 み や す か っ た と思われ る 。 ア リタ レ ー シ ョ ン や ア ソ ナ ン ス を

意識 し て い た か ど うか は不 明で ある が ， 音を再現 し よ うと した形跡 はな い
。 明

治 42 年に全訳が 出る ま で
，

1° 『猟人 日記 』 か ら
一

番多 く訳 した の は嵯 峨 の 屋 お

む ろ で ，
7 編 を訳 して い る が ， そ の 翻訳 は

一
番早 くて 明治 27 年， 多 くは 35

，

36 年に集中 して い る 。

「あひ 〉
’h
き 」 か らか な り年数 が た っ て い るた め厳密な比

較対象 とはな らない が ， 嵯峨 の 屋 の 翻訳 に お い て も執拗 に 同音 を重 ね る 方法 は

採 られ て い な い
。

つ ま り同音 を重 ね る とい うの は
「あひ S

’
き」 に お ける二 葉亭

独 自の 特殊 な努力だ っ た と考 え られ る 。

　第 三 に ， 明治 29 年 の 改訳 （1， 304− 13） に は次の よ うな変化 が 見 られ る 。

　 た わ い

  耐力 の無 い 白雲
　 　 　 　 　 　 さ　 5 や

  睡む さ うな ， 私語 ぐや うな 音

  或時は其処 に在 る ほ ど の 物が
一

時 に微笑で もしたや うに

  其処 らに落散 つ た 葉
　 　 　 も り や

  頭の ．茸々 ／＼ した パ ア ポ ロ トニ ク

  俄に 目ば ゆ い 程 に光 り出す

  ざわ ／ ＼ と風 に 揉立 て られ る ；ぎわ ／ ＼ と して

  蒼空が 華や か に
　 　 　 　 さiy 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ こ ろ　さわや か

  空気 は 爽然 とした
一

種 の 涼味 を含ん で 人の 精神 を壑 す る

  は 「爽 」 とい う漢字が重 な り音 として も
「 さ」 が 重 な っ て い るが

， 初訳 の
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二 葉亭四 迷訳
「あひ ゴ き」 に お ける

「
音調」 と

「文調 」

よ うに
「
氣」 とい う同 じ漢字 ・同じ音 を 3 つ 重 ね るイ ン パ ク トは弱 ま っ て い る。

　 こ の よ うに 改訳 で は ほ と ん どの 音が 解体 され て い る 。 こ の 9 例 と も初訳 で 偶

然音が重 な り改訳 で 偶 然他の 語に 変わ っ た と考 える よ りは
， 意識的 に重 ね意識

的に解体 した と見た 方が 自然で あ ろ う。
二 葉亭 は原文 で ツ ル ゲー ネ フ が好 んで

同音 を重ね た そ の メ ロ デ ィ
ー に 気 づ き

， 翻訳 で も再現 し よ う と努力 した の で は

ない だ ろ うか 。
こ の 場合 も

「音調 」 の 再現 の
一

例で あろ う。

　以 上 の よ うに 考 え る と
， 冒頭 の 有名 な

一
文

「
秋九月中旬 と い ふ こ ろ ，

一
日自

分が さる樺の 林 の 中 に座 して ゐた こ とが 有 ツ た SI　 CKILeJI　 B　 6ep旦30B 祕 pgure
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う ら　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ る ひ

oceHblo
，
　oKo 涯o　Ilo”oBzHbl 　ceHTfi6pH 」 （改訳 ：

一 日自分 が さ る樺林の 中に ）の 読

み 方 も問題 に な っ て くる 。

「一
日」 と書 い て 「あ る ひ 」

「
い ち に ち 」

「
い ち じ

つ 」 ， ど う読 むべ き な の か 。 改訳 で 「あ るひ 」 とル ビ が振 られ るた め初訳で も

同 じ読み 方をす る傾 向が あ る が ，

U
読 み 方 は未 だ 確定 され て い ない 。 意 識 的 に

同音 をか さね改訳 で解体 して い くとい う文脈で 考 え るな らば
，

「い ち！つ
， ！

ぶ ん が 」 と読 む 可能性 もあ る と指摘 して お きた い 。

3． デ止 め

　同音の 繰 り返 し と並 んで 二 葉亭訳 に独 特の調 子 を もた ら して い る の が 「デ止

め 」
「
ナ ガ ラ 止 め 」 で ある 。 両者 とも 日本文学に も と も と ある普通 の 表現

．
だ が ，

二 葉亭の 使い 方が 原文 と何 らか の 関係を持 っ て い るの か ど うか を検討 した い
。

【例 1】
　 　 　 はこや なぎ

こ の 樹 ［白 楊］の 見 て快 よ い 時 と云 ツ て は ， 只 背び くな灌木 の 中央に
一

段高 く甕

えて ， 入 り日 をま と もに受 け ， 根本 よ り木末 に至 る まで む らな く樺色に 染 ま り乍 ら ，

風 に 戰い で ゐ る夏の 夕暮か ，

一 さ な くば空名残 りな く晴れ渡 ツ て 風 の す さ ま じ く

吹 く日， あをそ らを影 に して 立 ち なが ら， ザ ワ／＼ざわ つ き ， 風 に ふ きなや まされ

る木 の葉 の 今 に も梢 を も ぎ離れて 遠 く吹 き飛 ば され さ うに見 える 時か で 。

OHa　6blBaeT　xopo 田 a 〈．．．〉，
　KoPAa 〈＿〉− MnH

，
　KoP丑a

，
　B　flcHblA　BeTpeHhlth 　JleHb，

　oHa 　BcA

田 yMHo 　cTp ｝
「？tTcA 　M　Jerleqevl

’Ha 　cMHeM 　He6e
，　M　KaN く瓜b1舜　2【HcT 　ee

，　no 及xBa ｛｛eHHb 磁

cTpeM ．leHbeM ，
　KaK −6yATo　xoqeT 　copBaTbcfi

，
　cJleTeTb 　M　yMqaTbcfi　B 双anb ．

　〈・Korna ・〉 で 始 ま る長 い 従属節が 二 つ つ い た 文章 で ，

「白楊 が 美 し い の は〜 の

時か
，

〜 の 時 か だ 」 とい う文意 で ある 。
こ こ で

厂
デ止 め 」 以 外の 終止形 を考 え

る と 「〜 時か ，

〜 時か で あ る」
「〜 時だ」 とい う表現 が あ りえ る 。

二 葉 亭自身
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は文末語 に つ い て 次の よ うに語 っ て い る 。

で あ る ， あ つ た ， だ らう， な どい ふ 結尾の 聞 き苦 しきは言文 一致 の嫌悪 せ らる べ き

点な るべ し。 然れ ども雅俗折衷 に あ りて も， け り，
こ そ ， らむ ， な ど い ふ 結尾の 態

とら しき語句ある と同 じ きの み 。 唯 ， け り， こそ ， らむ は ， 我等の 耳 に熟 し， 習慣

久 し くして 左程 と も感ぜ ず ， 是れ歳月の経過 に 因 りて ， 習慣 自か ら之 を然 らしめた

る の み 。 若 し言文
一

致 を して ， 百乃至 二 百の 歳月 を與へ しめ ば ， 或 は習慣久 しきに

亙 りて ， 遂 に ， で ある ， あ つ た ， だ ら うも或 は雅に 聞 き得 るや も知 る べ か らず 。

12

　二 葉亭 は
「
で あ る 」

「
あ っ た 」

「
だ ろ う」 とい う結尾 を言文一 致 の 聞き苦 しい

弱 点 だ と 思 っ て い た の で あ る。

「
あ ひ 5

“
き 」 初 訳 に は

「
で あ る」 の 過 去形

「〜 で あ っ た 」 とい う用例は 6 カ 所 あ る。
8 年 を経 た 改訳 に お い て も

厂
で あ る 」

が 7 例で ， 数量 的 に は大差 な い が ， 歴史的現 在 の
「〜 で あ る」 として 統

一
して

使用 され て お り，

「で あ る」 とい う文末語 に 対す る抵抗感が 薄れ て い る よ うで

あ る。 上記の 例文 も改訳 で は 厂時 か で あ る 」 に な っ て い る 。 また
「〜 だ 」 は初

訳 で 1カ 所，
　
13 厂〜 だ っ た 」 とい う用例 は

一
つ もな い

。

　だ とす れ ば
，

「〜 す る時で あ る」
「〜 時か だ 」 と い う文末語 は初 訳 の 時点 で は

耳慣れ な い 表現 で あ り， 聞 き苦 し さ を避 けた か な り必然的 な選択 で あ っ た と考

え られ ，
ロ シ ア 語 の 原文 とは 関係 な く用 い られ た用語で あ る 。

【例 2】
「
あした ……オ イ／＼頼むぜ 」 ト男は 忌々 しさ うに 口 早 に 云 ツた ， 少女の ブル ／＼

と震 へ て差 うつ む い た の を見て 。

− 3aBTpa＿ Hy
，
　Hy

，
　Hy

，
　no＞Ka」Iy員cTa

，
　Ho ムxBaT 四 QH 　rIocHc 田 Ho 　H　c　Aoca／ieM，　yB駟 eB

，

qTO 　OHa 　3aT 　 eneTa ．na　 BCH 　H　 TMXO 　HaKAOH 　UJa　 rOJ【OBy ：

こ の 場合 ， 完了体副動詞 を生 か し
， 主文 の 後 ろ に つ け る語順 を再現 して い る 。

【例 3】

  眼 ざ しは分 らなか ツ た ，　 始終下 目の み使 っ て ゐ た か らで
，

シ カ シ 〈…〉

　 只 He 　MOr 　B既 eTb　ee　ma3
＝

OHa 　 MX 　He 　 nOAHHMaAa ；HO 〈．一〉

  総じて首付が愛 らし く， 鼻が す こ し大 く圓す ぎたが ， それ す ら左 の み眼 障 りに は

　 な ら な か ツ た 程で
。

　 Bcfi　ee 　roJloBKa　 6bMa　 oqeHb 　 MH ”a！ 皿a｝Ke 　 HeMHoro 　ToJIcTbl 爵 MI 〈pyPJblti　 Hoc 　 ee　 He

　 j［OPTHA ．

  心細 く成 ツ て 來た ， 眼 に遮 る物象 はサ ツ パ リとは して ゐれ ど， お もしろ氣 もお か

　 し氣 もな く， さびれ はて た うち に も ， どうや ら間近 に な ツ た 冬 の す さ まじ さが 見
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二 葉亭四 迷訳
「
あひ ゴ き」 に お け る

「
音調 」 と 「文調」

　透 か され る や うに思 は れて 。

　MHe　cTaJo 　PpycTHo 三cKBo3b 　HeBecenyK ）
，
　xoTH 　cBe ＞Kyff 〕yJlbl6Ky　yBsVLaroLlleti　npHpo 几bl，

　 Ka3aAocb
，
　fiPoKpallbtBaJlcH　YHblJlbl員 cTpax 　He 丑aJleKo 藺 3HMbl ．

  總身 をブル ／ ＼震 は して頂門で 高波を打たせ た …… こ らへ に堪 へ た溜 め涙 の 關が

　
一

時 に 切れ た の で 。

　 Bce　 ee　Teno 　cy 丑opo｝KHo 　BoJHoBa ．Gocb ， 3aTbI，fiOK　TaK 　 H　llonHMMa 、IC只 yHe 負．．．　Aonro
　 c双ep冫KaHHoe 　rope 　 xnblHyuto　HaKoHeq 　 lloToKoM ．

　      と も， ダ ッ シ ュ や セ ミコ ロ ン の 後 ろ か ら理 由や程度の説明をつ け加 え

る原文 と同 じシ ン タ ク シ ス とな っ て い る 。   は 理 由の 表現 と は限 らず 「ブル ブ

ル とした後 ， 悲 しみ が ど っ と あふ れ た 」 とも解釈 で き るの だが ，
二 葉亭 は理 由

と とっ て 後 ろか ら 「デ 止 め 」 で つ けて い る 。

　以上 の 例か ら考 え る と 「デ止 め 」 は 戯作 か らつ ら な る 自然 な表現 で あ り，

「〜 で あ る ・〜 で あ っ た 」 とい うよ うな 聞 き苦 しい 文末語 を避 けた必 然の 結果

で もあ っ た 。 同時 に二 葉亭 は その も と も とあ っ た 表現 をロ シ ア語の 完了体副動

詞 に あて た り， 理 由や状況 を主文 の 後 ろ に お くシ ン タ ク シ ス に そ っ た訳 と して

も使用 して い る の で あ る
。

これ らは原文 の 音楽性 を再現 す る 「音調 」 で は な く，

文章そ の もの が もつ 調子 と して の 「文調 」 と考え られ る 。

4． 「ナ ガ ラ止 め 」

「
ナ ガ ラ止 め 」 は全部で 4 カ 所 ， 全て 不完了体副動詞 に あて た訳で ある 。

 
「
待ツ たか ？」 ト初 めて 口 をきい た ， 尚ほ何処 をか 眺めた儘 で， 欠伸を しなが ら ，

　足 を揺か しなが ら 「ウー ？」

　
− AgTo

，
　Haqan 　oH

，
　npoAen ｝fca月 「朋 丑eTb 　Kyna −To 　B　cTQpoHy

，
　Kaq 朋 HoroK 〕 H3cBa 月： −

　 AaBHO　Tbl　3丑eCb ？

  「ア ラ泣 は しませ ん よ」， トあわ て 〉 「
ア クー リナ 」 は云 ツ た ，

せ ぐり來 る涙 を漸

　 くの事で 呑 み込 み なが ら
。

　
− Hy

，
　He 　6y好 ，

　He 　6y五y，
　ToponnHBo 叩 eH3Heena 　AKy。MHa

，
　c　yc剛 HeM 　PJoTaH 　cJe3bI ．

 
「
ア ラ か に ……か に して 頂戴 よ」 ト

「
ア ク ー リナ 」 は早 や 口 に 云 ツ た ， 辛 うじて

　 涙 を呑 み 込 み なが ら 。

　
− He　cep 鰤 Tecb ，　BMKTop　A．fieKcaH五pb−

，
　nocne 田 Ho 　HpH6aBuaa 　oHa

，
　e丑Ba　c！Lep＞KliBaH

　 CJ匸e3bl ．

  「チ ヨ ツ 極 りを始 め た 」 ， ト
「 ヴヰ ク トル 」 は平 気で 云 ツ た ， 後か ら眉間 へ 帽子 を
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滑 らしなが ら 。

− Hy
，
　 TaK 　 H　ecTb

，
　 HoL皿 a　 IIJalcaTb，　 x．laJLHOKPeBHO 　 npoMo 』BiLfi　 BHKTop

，
　 Ha 五BMraH

s9｛！！9LtgapryzE1aa−1t！1esga3a・

　
「
ナ ガ ラ止 め 」 自体は新 しい 表現 で は な い が

，

「あひ 〉
“
き」 に お け る

「
ナ ガ ラ

止 め 」 は ， は っ き り原文 の シ ン タク シ ス を意識 した結果 の 訳語 と言え る。

　「デ止 め 」 も
「
ナ ガ ラ 止 め 」 もそれ 自体 は新奇 な 表現 で は な い が ， 多用 さ れ

る こ とで 「あひ 5
“
き」 訳文 に 二 葉亭独 自の 調子 を もた ら して い る 。 音楽性 を う

み だ す
「音 調 」 と は趣 を異 に す る が ，

「
日本文 で 文調 を出 したい 」 （「予 の 愛讀

書 」） と願 っ て い た 二 葉亭 が 好 ん で使用 した 言葉 で あ ろ う。 し か も無秩 序 に使

うの で は な く， 原文の シ ン タ ク シ ス に 合わせ て い る点で
， 翻訳 とい う枠組み の

中で
「
文調 」 を創 出す るた め に な さ れ た 努力で あ っ た と言 え る 。

　本稿で は地 の文 に限 っ て 分析 したが ， 会話文に つ い て も二 葉亭の 工 夫が 見 ら

れ る
。 従来， 厳密 な地 の 文 の 訳 出に 比 べ て会話部分 は不 出来だ と評 さ れ て きた 。

しか し原文 に さ ほ ど忠実で な い 訳出部分は ， 実 は人情本， 滑稽 本 ， 落語速記本

な ど ， 江戸末期 の 文 学 に影 響 を受 けて い る 。

一 例 をあ げる とア ク リー ナ の 言葉

に 次 の よ うな訳 が あ て られ て い る 。

「
ア 丶

『
ヴ ヰ ク トル

， ア レ ク サ ン ドル イ

チ 』， ど うか して
，

一 所 に 居 られ る や うに は 成 らな い もんか ネ ー
」。 対応 す る原

文 は 〈IAx
，
　BHKTop 勣 eKcaH 即 blq

，
　KaK 　gTo 　HaM 　6blTb　6e3　Bad ・〉 （あな た な しで ど う

し ま し ょ う ！）で ， 清新 な 自然描写 の訳出に比 して 古 くさ さ を感 じ させ る し ，

忠実 な訳 で もな い
。 し か し こ の 言葉 遣 い は 「梅 児譽 美」 に お け るお 長の 言葉

　 　 うち

「そ の 中に は どふ か して お 兄 イ さ ん と
，

一
所 に な られ る こ ともあ るだ らふ か と

，

當 もな い こ と を便 に し て 」 （「梅児譽美」 三 編巻 之七 ） を思 い 起 こ さ せ る 。

「あ

ひ 〉
“
き」 成立 当時 ， 人 情本 は

一
般 に まだ か な り流布 し て い た 。

二 葉亭 の 『浮

雲』 に お い て も昇が 文三 を 「丹 治 」 と呼 んで 揶揄 して お り， 当時の 読者 に 「梅

児譽美 」 の 登 場人物丹 治郎が 色男の典型 と し て す ぐに 理解 され る だ け の 基盤が

あ っ た こ とを うか が わ せ る 。 詳細 は稿 を改 め て 論 じ るが
， 会話部分 に つ い て も

人情本な ど をべ 一
ス に した

一
種の

「
調子 」 が 存在す る の で あ る 。

　以上 検 討 して き た よ うに
，

二 葉亭 は 原文 の もつ 音楽性 の 中か ら移植可能 な

「
音調」 と して

，

「
隠れ た韻 」

「ア リタ レ ー シ ョ ン 」
「
ア ソ ナ ン ス 」 を同音 の 繰 り

返 し で 再現 して い る 。 また独自の
「文調 」 を もっ た 日本文 を創造す るた め に ，

「
デ止 め」

「
ナ ガ ラ止 め 」 を用 い て い る が ， 翻訳 とい う枠組 み か ら逸脱 す る こ と
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二 葉亭四迷訳
「
あひ ts

“
き」 に お ける 「音調 」 と 「文調 」

な く， 原文 の シ ン タ ク シ ス に即 し て 使 用 して い る 。

「あひ S“ き」 とい う短 い 翻

訳 の 中に ，
二 葉亭 は実に 多彩 な仕掛 けを施 して い た の で ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （もみ うち　 ゆ うこ ・長野大学）

＊本稿 は平 成 9− 11年度科学研究費 に よる共 同研究
「
二 葉亭四迷の 初期翻訳に お け る言語

的 可能性」 （研究代 表者 ：谷川恵
一

国文学研究資料館教授） の成果の
一

部で ある 。

注
1 「

余が翻譯の標準 」，

『成功 』 明治 39 年 10月 （『二 葉亭四迷全集』 5
， 岩波書店 ，

1965
，

　 173一 以下 ，

『全集 』 か らの 引用 は巻号 ・頁数の み記す ）。

2 「
予 の 愛讃書 」，

「中央公論 』 明治 39 年 1 月 （5，
167−68）。

−1 「
あひ S

’
き」 の調子 に つ い て言及 して い る主 要先行研 究は次 の通 り。 木村彰

一 「
二 葉

　 亭 の ツ ル ゲーネ フ もの の 翻訳 に つ い て 」，

『文 学 』 昭和 31 年 5 月号 ；安井亮平 『二 葉

　 亭四 迷集』 （
「
日本近代文学大系 」 4）注釈， 昭和 46 年 ， 角川書店 ；柳富子 「二 葉亭 の

　 初期 の 訳業
一

翻 訳散文論 」，

『
日本 文学 に お け る近 代』 （

「
講座比較文学 」 2＞， 東京

　 大学出版 会 ，
1973 ；清水 茂

「二 葉亭四 迷 』 （
「
近代 文学鑑賞講座 」 1）本文 お よび作品

　 鑑賞 ， 角川書店 ， 昭和 42 年 ；新谷 敬三 郎
「二 葉亭訳

『
あひ s

“
き 』 の 問題 」 ，

『
比較文

　 学年誌 』， 早稲 田大学， 1967。
4

　9H2e）zb2ap ∂m
，　ゐ砒κ 侃 α虜，　Me 五〇双HKa 　TypreHeBcKo 消　1］po3bl　〃　TBoPqecKH角　n｝厂Tb

　 Typユ
’e｝leBa．　C60pHmc　cTaTe 最／Ho 江 pen．　H ．　JI．　BponcKoro．　nr．：Va3n．　Ce兄TeJ【b

，
1923．

5
エ ン ゲ リガル ドの 引用はア カ デ ミ

ー
版全集 （TypzeHee　”．　C．　Ho』H．　co6p ．　co ・

｛．：B30 　T．

　 M ．：日ayKa ， 1979．　T．3） と次の 2 個所 が異な る 。

　　 2 行 目　田 yluyKaHbe が LtlYPIIIaHbeとな っ て い る

　　 4行 目　冒頭 に H が付 け足 され て い る

　 ア カ デ ミー版の 〈・BapvaaHTb］1＞ に は上 記の よ うな異同 は 記 され て い な い の で ， 引用 ミス

　 の 可能性 もあ る と判断 し ， ア カ デ ミー版 に あわ せ て 籾内が修正 した 。

6

　Eρo∂（7κπ彦　H ．ノ1．Hpo3a　〈（3anHcoK　ox （γrH腋Ka ＞〉 ／／　TypreHeB　H　erQ　BpeMA ．1
’
lePBbiM

　 c60pHHK ／1互oノ尺pen．　H ．　JI．　BpoAcKoro．　M ．；HP．：roc．　H3A −BO
，
1923．　C．193−199．

7
二 葉亭 が使用 した底本 は 1865 年の サ ラ エ フ版 （CoqHHeHH兄 H ．　 C ．　 TypreHeBa （1844−

　 1864）．X3n．　Bp．　CaJaeBb）x ．　Kap”cpys ：HpH及BopHa 兄 Tnnorpa ΦH只 B ．　Facnepa
，
1865）　と石崔

　 定 され て い る （木村崇
「二 葉亭が 用 い た ツ ル ゲーネ フ 作 品集 」 ，

『文 学 』 1997 年春季

　 号 ，
量20−28）。 以下 ，

二 葉亭訳
「
あ ひ s

”
き」 と対照 す る原文 は 同版 を 使用す る が ， 綴

　 り字は新正 書法 に改 め る 。

s
　Epo ∂oκπ 直 H ．∬ 。　Hpo3a く（3aHHcoK　oxoTHxlca 》）．　C ．197．

9

佐 波 は 『 そ の 前 夜』 を 「
憂 国憐 才　美人 草 」 （『日本之 時 事 』 明治 22 年 4 月）及 び

　
「
あ らしの 花　美 さほ草紙 」 （

『
大和錦 』 明治 22 年 6− 12月） と い う題 名で 発 表 して い
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籾内裕子

1011

12

【3

る 。 前者 は筆者未見だ が ， 柳田泉の
「
両者 と もほ ぼ 同

一
文で ある 」 （

『
明治初期翻訳文

学 の研究』 ， 春秋社 ， 1961） と い う指摘 に従い
， 後者の 訳文 を用 い た 。

戸JEI秋骨 ・敲戸会同人訳
「
猟人 日記 』 昭文堂 ， 明治 42 年 （英語か らの 重訳 ）。

安井亮平の 注釈書で は暫定的な読み 方 として
「あ るひ 」 と い うル ビ が ふ られ て い る 。

また太 田紘子 も 「あ るひ 」 を採用 して い る （太 田紘子編 『二 葉亭四迷
「
あひ S

”
き 」 の

表記研 究 と本文 ・索引』 和 泉書院，
1997年 6 月）。

「小 説文体意見 」，

『文芸倶楽部，s 明治 31年 3 月 （5， 67）。

初訳で は ，

「だ止 め 」 は
「
ア ， 秋 だ 1」 と い う感嘆文 に 1カ 所あ る だ けで あ る。

｝OKO 　MOIMHyTH

Bocco3 双aHHe 　TypreHeBcKo 藪 MeJlo 双HqHocTH （〈CBH 双aHH 月 〉＞

　　　　　　　　　　　　　BnepeBo 八e ΦTa6aTgH 　CHM3 兄

　　　ΦTa6aTsti 　CHMsfi，　KoTopblil　BnepBble 　rIepeBeJ ＜＜CBMAaIme＞｝ TypreHeBa　B 男HoH 剛 B

1888　r。
，　B　cBoeM 　HepeBo 八e　rIoRpo60Ban 　Bocco3naTb 　My3b1KaJlbHy 正o　MeJoPm ［IHOCTb

＜＜CBH双aHH 月｝〉
，　 xoTH 　 flnollcK｝磁　　兄3b 【K　 no 　 cpaB 正｛eHHIo 　 c　 eBpoHehcKHMH 　 H3blKaMH

Ma 』oHHToHauHo 臼HblVa　H　M α loToHHb 匸tl．　OH　c ・TMTa 』
，
　qTo 　ccTb 　KaK 　HepeBo 雌 M 朋 Ha 　”IloHc［〈Hfl

月3b 【K　Meflo且四 HocTb
，
　TaK 　M　HcnepeBo 朋 MaH ．　B 　TypPeHeBcKo 自 1正po3e　HHorAa 　BcTpeqaioTc 兄

rlo1U旧 HHo 　Me 』o且HqHble 　cTpo φbI．　P ｝iTMHKa 　Ta 正くmx 　cTPo Φ　cocTaBJ 田eTcH　H3　Pa3MePoB　c
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
”oMolllbHI｝

1
｛epenoBaHMA 　 yJLaPeHHH，

　 c圃eAoBaTeJIbHo
，
　 HeBo3Mo 冫KHo 　 nepeHecTva 　sTy 　MeJIO 双HKy

BHnoHcK 回h　nePeBo 双，
　cHcTeMa 　yAapeHH蝨KoTopoFo 　coBceM 八pyraH．　0 江HaKo 　ecTb 　H　npyPHe

gJ【eMeHTb 【
，
　 KoTQPble 　 yqacTByH）T　 B　co3 双aH 湘 　Me ，月〇五HqHocTH 　 TypreHeBcKo 自 iIpo3bI．　 Bo −

HepBblx
，
　B （℃ B 跚 aHH 煎冫〉 叩 HcyTcTByeT 　pHΦMeHHb 虍 3By 夏くoP册 ，

　KoTopb 【藺
，
　KaK 　rIH脚 eT 　H ．　JI，

Bpe五cKmb
，
6blBaeT　My60Ko 　cKpblT ．　TaK駁M 　cKpbITbIM 　pHΦMaM

，
　KaK

，
　HanpHMcp

，
くく月 cHne 澀 H

r，朋 八e』 KpyroM 　H　c識y且laJP＞
，
　H　B　s｛目o正

・lcKoM 兄3blKe 　Mo ｝KHo 囗〇八pa＞KaTb 　coqeTaHHeM 　rJIaFoJloB，

cHpH 冫KeH 朋 KoTopblx 　coBHaAaH 〕T　ApyP 　c 双pyroM．　Bo・BTopbIx ，
　TypreHeB。II｛〕6賊・阻 3ByKoBble

noBTopbl ，　 H　uacTo 　yiloTpe6．fiflJ　accoHaHcbl 　 H　aLl．qKTepauldn ．ΦTa6aTDva 　 3aMeTH ∬　9TH

My3biKaJlbHbIe 　g 」leMeHTbl 　H 虱ocTapaJIc ” BcBoeM 　HepeBo 双e　yHoTPe6HTb　Te　cJloBa
，
　KoTopble

MMeH ｝T　cxo 双Hoc 　rlp  H3Ho 【HeHHe ．

　　　BMecTe 　 c　 Bocco34aHMeM 　 TypreHeBcKo 藺 Me 誣o朋 HHocTH
，

ΦTa6aT ∂黄 xoTe 凋 叩 Hムa
厂
1
’
b

cBQeo6Pa3Hy ｝o　ToHaMbHOCTb 　H　cBoeMy 　nepeBo ムy．　OH　MHoro 　pa3　yHoTPe6 」［H。猛　φoPMbl ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
oKaHqHBaK ｝皿mecfl 　Ha 　〈（

・nD ＞〉
，
　 ilpH　nepeBoAe 　no双9MHMTeJlbHbIx 　npe江』o｝KeHHH 　npHI ｛HHbi　 HJIH

cocTo 別 IH月 ．　KpoMe 　Toro
，
　oH 　HcHo ，πb30BaJI 　KoHcTpyK 旺HH ，

　oKaHqHBaK 〕− MecH 　Ha 〈（−HaPapa ＞）〃 旧

rlepeBo 双a 双eerlpHqacTH 薗　HecoBep 廴ロeHHoFo 　BM2La．　HoBTopeHHe ΦopM ，
　oKaHq 目BaIo 匸qMxcs｛ Ha

（＜
・
ムs ＞＞ 囗 くく

一HaPapa ＞〉
，
　noM α

・
aeT 　co34aH 田o　cBoeo6pa3Horo 　pHTMa　B　nepeBo 皿e ΦTa6aT9 兄

，
　Ho 　o日

ynoTPe6neJ【9TK 　Tpa 双MUmoHHble 　B　s砠 oHcKoM 　JIHTepaTypHoM 　H3blKe Φpa3bI　B　rlePeBo 八e　nPo3b 】

TypreHeBa．
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