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【表 ］】ロ ーマ 字 に よ る ロ シ ア 字 翻 字法 各種 ユ

は じめ に

　近 年の 印刷所 は ほ と ん どの 場合 ロ シ ア 字 （現代 ロ シ

ア 語で 用 い られ る キ リル 文字 を以下 こ う呼ぶ ） に よ る

入 出力 に 対応 で き る た め，原 稿 の 作成 に 際 し て ロ シ ア

字 を ロ ーマ 字 で 表 す （翻 字 す る） 必 要 に 迫 られ る こ と

は か な り少 な くな っ た よ う に 見受 け る が
， 現在もな お

ロ シ ア 字 を翻字 せ ね ばな ら な い 機会が ま ま あ る こ と は

ロ シ ア 語学 ・ロ シ ア文 学 の 関 係 者 が い ち ば ん よ く知 っ

て い る。に もか か わ ら ず今 日 まで 日本 ロ シ ア文学会 は

一・
貫 した 翻字法 を方針 と して も設 け て お らず，学問的

見地 か ら十分吟味 さ れ，か つ 自信 を も っ て 公共 の 実用

に 供 し う る 合理 的 な翻 字 法 を私 た ち が い まだ に 持 た な

い の はや は り憂慮す べ き こ との よ う に 思 え る 。

　 こ う した 中， 碩学川 上 蓁教授 に よ り 口本音声学会の

『音声学 会会報 』 （tg3 号 ） に お い て 「実 用 明 解 ロ シ ア

字 ロ ーマ 字化案」 と称 す る きわ め て エ レ ガ ン トな翻 字

法 が提案 さ れ た の は ま こ と に 慶賀 す べ き こ と で あ っ た。

こ の 川上 式翻字案 （川、ヒ 1990a） を め ぐっ て は，そ の

後同学会会員 の 幾人 か の 方々 が レ ビ ュ
ー論文 を寄 せ ，

ま た そ れ らに 対 し て 1rL．ヒ氏 （川上 1990b）が 所感 を寄

せ る と い う か た ち で い っ た ん 収束 し，そ の 後同学会 に

お い て も ，
ロ
ー

マ 字 に よ る 公式 の ロ シ ア 字翻字法 が 制

定 され た とい う話 は な か っ た よ う で あ る 。 ま た ，
こ の

瞠 目す べ き翻字方式 が 日本 ロ シ ア 文学会 に お い て検討

吟味 さ れ た と い う 話 も寡聞 に し て 知 ら な い 。か くい う

筆者 もこ の 翻字案 に つ い て は た また ま知 っ た に すぎず，

管見 を恥 じる 立 場 で あ る。

　本稿 で は こ の 欠 を埋 め る た め，現時点で 考 え うる 合

理的な 翻字方法の 考察 をもっ て，本学会 に 公式 な 標準

ロ シ ア 字翻字法の 制定 を提議 した い 。世界 に 誇 り う る

川 上 式 翻 字 法 を こ の ま ま埋 もれ させ る の は惜 し く， ま

た ロ シ ア宇 を翻 字 す る際 に 既 存 の
，

と き に 深 刻 な 欠陥

を 含 む翻字法 に 無批判 に 依拠 して い て は本邦 の ロ シ ア

語学界 は そ の 主 体性 さ え お ぼ っ か な い の で は な い か と

い う二 重 の 危 惧 か ら筆 を執 る し だ い で あ る。1
以 下 で

は まず川上式翻字法 の 概略を紹介 し，そ れ か ら 私の 立

場 か ら の 小 さな 変更 に っ い て 述 べ る 。 本稿が 最終的 に

推 奨 す る翻 字 法 は 【表 2】の とお りで あ る。
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Key

川．ヒ）弋　　：川．上　（1990a ）

RJ　　 ： Jakobson （1971 ［19651 ）
コ

以 下順不 同

BM 　　 ：大 英博 物 館 方 式 （tg36−75 年）
4

ALA −LC ：米国 図 書館
．
協会 ・議会図書館 方式 （1997年）

」

INIS 　 ：国際原子 力情報 シ ス テム 規格

GOST 　 　ロ シ ア 国定規格 （2002 年）
6

1．川 上 式翻字法

　 川 上 氏 の 提案す る翻 字法 とそ の 他の （補助符号 を極

力 使 わ な い ） 主 な翻 字法 を対 照 した 【表 1】 を参 照 さ

れ た い
。 b1 （ウ ィ ） を ih と し ， ［U （シ チ ャ

ー） を sq と

す る な ど， 川上式翻字法 に 抵抗 を感 じ る向 き もある か

も しれ な い が ，そ の 設定過程 を 冷静 に 吟味 す れ ば，そ

れ が い か に 合理的 で あ るか が しだ い に 理解 さ れ る と思

う。 そ の 他 の
一

見奇異 に 見 え る字母 の 翻字 に っ い て も，

い ずれ もか つ て 提案 さ れ た もの ， あ る い は他の 翻 字法

で 実際 に 使用 され て い る もの で あ る 。 で は ， 川上 式翻

字法 の オ リジ ナ リテ ィ
ーは こ の 2 文字の 翻 字 を 考案 し

た こ とに の み あ るか とい えば，そ れ は事実 で は な い 。

私見 で は
， 川上 式翻字案 の 最大 の 特徴 は 翻字設定 の 際

の そ の 原理 的な
一

貫性 に あ る。まず何 よ りも川上氏 の

論文全 4 頁を直接参照 さ れ る こ と が 望 ま し く，また 川

上 論文 に 注意 を 喚起 す る だ け で も本稿筆者 の 目的 は な

か ば以 ．ヒ達せ られ る の だ が，本誌 と 同様 きわ め て 専門

的 な学 会 誌 の 論文で あ る た め，こ こ に 改 め て 川 上 氏 の

論 旨 を祖 述 して お くの は無 駄 で は な い 。以 下，私 が 消

化 し えた か ぎ りで 川 上 氏 の 考 え方 に 従 っ て 翻字 の 方針

を解説 す る が，例な ど に つ き川上氏 と ま っ た くお な じ

言 い 方 を し て い る わ け で は な く，私 の 誤解や 曲解 も ま

ぎれ こ ん で い る か も し れ な い 。責任 が 私 に あ る こ と は

無論，あ らか じ め ご容赦 い た だ きた い 。

1．1．翻 字 の 方 針

　川 上 氏 は翻字 を設 定 す る際 ， き わ め て 簡潔 か つ 明 確

な基 本方針 に 基 づ き，そ れ ぞ れ の バ ラ ン ス を加味 しな

が ら，翻 字 に 際 し て 常 に 問題 と な る ロ シ ア 字 を どの よ

うに 翻字す る べ き か を順 を追 っ て 具体的 に 決 め て い く。

そ の翻 字方針 と は お お よそ 次の よ うな もの で あ る ：

（1） 補助 符号 を 使わ ず，既 存 の ロ
ー

マ 字 を用 い る こ と

（2） 翻 字 の 復 元 が 可 能 か つ 容易 で あ る こ と

（3） 構造的 か つ 体系的 で あ る こ と

（4） 経 済 的 で あ る こ と

　 こ の 4 つ の 方針 に つ い て 簡 単 に 説明 して お こ う。

　 まず （1）の 方 針 は ． 補助符号 の 使用 を避 け る こ とで 入

力 と印 刷 の 便宜 を は か ろ う と い う もの で あ り，「
翻字

の 入 出 力 が 容 易 で あ る こ と 」 と 言 い 換 え て もい い 。印

刷 の 便宜 を第
一・

に 考 え る立場 か ら川．ヒ氏 は この 方針 を

至一ヒ命令 と し，筆者 （古賀〉の 立場 もま っ た く同 じで

あ る。参考 と し て 【表 1】 に 主 と し て 補助符号 を 用 い

な い 翻字方式を挙 げた 0）もこ の 理由に よ る。これ は言

語記号 が 線状的 （linear）で あ る こ とか ら くる必然的

な要請で もあ る 。

　 こ こ で い う補助符号 とは ， チ ェ コ 語 で 用 い る ハ ー

チ ェ ク （
▼
） や フ ラ ン ス 語 の 鋭 ア ク セ ン ト （つ や 曲

ア ク セ ン ト （）， 鈍 ア ク セ ン ト C）， 分音符 （）， ま

た短 音符 （り や リガ チ ュ ア （） な ど ，
ロ ーマ 字や音

声記 号 に添 え られ て 様々 な職能 を は た す 符号の こ とで

あ る。も ち ろ ん現在 の 技術 な ら ばい ずれ の 補助符号 も

入 出力で き る だ ろ うが ，こ の （1）の 考 え 方 に 従 え ば， 【II

（シ ャ
ー
） と い う字 をハ

ー
チ ェ ク 付 き の 9 で 表す よ り

は sh と い う合字 （1字 に 相当 す る 2 字） で 表 す ほ う

が 優 れ て い る 。 補助 符号 を 用 い る こ とは 下の （4＞の 方 針

か ら見 れ ば 逆 に 好 ま し く さ え あ る の だ が ， 大 部分 の
　　　　　　　　　　　　 h　　　　ロ　　　h　　　h　　　h　　　x　　　h　　　x　　　s　　　h
人 々 が こ れ らの補助符号 を 入 出力 に お い て 容易 に使 え

る環 境 に な く，仮 に そ う した 環 境 に あ っ た と して も大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　　　h　　　h　　　1
部分 の 人 々 は そ れ を迷わ ず使 い こ なせ るほ ど習 熟 し て

い な い こ とを私 た ち は知 っ て い る。今 日 まで 多 くの 図

書館 で 採用 さ れ て きた ／ さ れ て い る と考 え られ る米 国

図書館協会 ・議会 図書館方式 （ALA −LC ＞ は こ の 点

に 関 して 深刻 な 欠陥 を は らん で い る 。

7
な お ，軟音記

号 b な どの 翻字 と し て 用 い られ る こ と が あ る ア ポ ス ト

ロ フ ィ の や プ ラ イ ム C＞ は 「補 助 符 号 」 で は な く，

こ の場合各 ロ ーマ 字 と同 じ
「
記号」 で あ る。補助符号

そ の もの を用 い る こ と と，あ る字母を補助符号 と して

用 い るの と は 異 な る。

　   は，ロ シ ア字 を ロ ーマ 字 に翻字 した 結果 を あ らた

め て ロ シ ア字 に 戻 す 場合，で き れ ば対応表ひ とつ で 誰

も が迷 わ ず容易 に ，し か る べ き ロ シ ア 字 に 戻 す こ と の

で き る （reversible ）翻字方式が よ い 翻字方式 で あ る，

とい う 思 想 で あ る 。 例 え ば ロ シ ア 字 の c （エ ス ） と T

（テ ー） を そ れ ぞ れ s お よ び t と した う えで ， さ ら に u

（ツ ェ ー〉 を 合字 ts に よ っ て 翻 字 し て し ま う と，逆 に

ts とい う文 字 列 を ロ シ ア 字 に 復 元 す る 際 に ，
　 Tc と ll

の どち ら に戻せ ば よい の か 分 か らな くな っ て し ま う。

ま た 田 （シ ャ
ー

） と g （チ ェ
ー

） を そ れ ぞ れ sh お よ び

ch と し た う え で ， さ ら に m （シ チ ャ
ー） を 合字 shch

に よ っ て 翻 字 して し ま う と，逆 に shch と い う文 字 列

は u．Tq と変換 さ れ て し ま うか も しれ な い 。こ の 点 に 関
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ロ シ ア字 ロ ーマ 字化翻字法の 標準化 に つ い て

して 大 英 博物館方式 （BM ）や ， そ れ に 類 す る い くつ

か の 方式 は不 備 で あ る。

　（3）は 翻 字 の 考 え力 は音韻論 的 な 観 点 か らで き る だ け

構造的か つ 体系的 で あ る ほ うが よ い とい う考 え 方で あ

る 。例 え ば そ り 舌 無 声摩 擦 音／S／を 表 す 字 母 1．1［

（シ ャ
ー） を，合字 sh を も っ て 翻字 す る の で あ れ ば，

そ れ に 対 立 す る 有声音素／3 ／を表 す字母 氷 （ジェー
）

も また ハ ーチ ェ ク を用 い た 単
一・

字母 E で は な く， や は

り h を補助符号 と して 用 い
， 合字 zh を も っ て 翻 字 す

　　　 s　　　li　　1
る の が 構造的で あ り，

よ り好 ま し い
，

と い う考 え 方 で

あ る。ま た い っ た ん 摩擦音 に お い て h を補助符号 と

して 用 い た の で あれ ば，破擦音 を表 す g （チ ェ
ー） を

翻字 す る 場合 に も，E で は な く，や は り h を 補助符

号 と し て 用 い て ch と す る の が 体系的 で あ り，よ り好

ま し い と考 え る わ けで ある。

　最後の （4）の 方 針 は，あ る ロ シ ア 字 を翻字す る 場合，

そ の 文 字 を で き る だ け少 な い ロ ー
マ 字 で 表す の が よい

とい う考 え 方で あ る。こ の 考 え 方 に よれ ば， 例え ば x

（パ
ー

） は，k と h に よ る合字 kh で 表 す よ り は，ロ ー

マ 字 の x の 】文字 で 表 す ほ うが 優 れ て い る。ま た ，111

（シ チ ャ
ー
）を 4 字 の shch で 表す よ りは，通信理論 か

ら 見 て 余剰 （無駄）で あ る s と c を 省 い て hh の 2 字

で 表 す ほ う が 優 れ て い る （実 際 に ヤ コ ブ ソ ン

〔Jakobson　1971 （1965）〕 は そ う して い る ）。 い ずれ も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　1　　　x
ス ペ ー

ス の 節約 に 繋 が る か らで あ る。また 仮 に 音声的h　　　　　1　　　　1　　　　h　　　　1　　　　h　　　　li　　　　li　　　　li　　　　x　　　　li　　　　li　　　　，
な 側 面 を 度 外 視 で き る と し て ， e （イ ェ

ー） と ∋

（エ ー） の そ れ ぞ れ に e と yeの い ずれ を あ て は め て も

構 わ ない な らば， D を ye と 翻字 す る ほ うが 優 れ て い

る 。e （イ ェ
ー

〉 よ り も 出現頻度 の 低 い y （エ ー） に ye

をあて が うほ うが，入力 の 手間か らみ て も，また 出力

さ れ た ス ペ ー
ス を み て も節約 に な る か らで ある 。

　 も と よ り翻字 を考 え る．ヒで 加味 さ れ る の は 必 ず し も

こ れ らの 方針 だ け で は な く， さ ら に ， もち ろ ん そ れ ぞ

れ の 方針 は時 に 相矛 盾 す るパ ラ メータ と して も作 用 す

る の で ，そ の す べ て を同時 に 完全 に 満 た す 翻字法 は な

い と 考 え た ほ うが い い だ ろ う。本稿 で い う
「
エ レ ガ ン

ト」 と は こ れ らの 方針 をバ ラ ン ス よ く満 た し て い る と

い う意味 で あ る。

1．2．翻 字 の 設 定

　翻宇の 力針 を概略 了解した と こ ろ で ， 次 に 川 上 氏 の

個 々 の 翻 字 の 検 討 に 移 ろ う。表 か ら も明 ら か だ が じ，

li，　 x，　 ll，　 N ，　 b ，　 b1，　 b ，　 e，　 n ，” 以 外 の 22 字 は 川 上

氏 の 翻字法 を含 め ， 補助 符号 を用 い な い い ず れ の 翻 字

法で も
一

致 し て お り，私 もこ れ ら の 翻字 に 間然 す る と

こ ろ が な い た め 割愛 す る 。

　 ま ず ， 川 上 氏 は h とい う ロ
ー

マ 字 を一
貫 し て 補助

符号 と して 用 い ，こ の 補助符号 と し て の h に 2 つ の

異 な る役 割 を与 え る。まず 第 1 の 役 割 は ， そ り舌 摩 擦

音 m （ジ ェ
ー） お よ び ［JI （シ ャ

ー）， そ し て 破 擦 音 q

（チ ェ
ー） を 表 す 際 の 補助符 号 と して （そ れ ぞ れ zh

，

sh，　 ch ） の 役割。第 2 の 役割 は，ロ シ ア語 （お よび ロ

シ ア 字）の 特徴 で あ る硬母音字 と軟母音字 を表 す 際 の

硬母音性 を表す補助符号 と して の 役割 で あ る。

　 h を
一

貫 して 補助符号 と し て 用 い る こ と は （Dの 条件

を満 足 させ る 。 また H と そ れ に 対応 す る 田 に 同
…

の

補助符号 を用 い る こ とは きわ め て構造 的で あ り， ま た

同様 に 破擦音 g を 表す 際 の 補助符号 と して 用 い る こ と

に よ っ て 体系性が 保 た れ ， （3）の 条件 を満足 させ る こ の

h の 用 法 は好 ま しい 結果 を もた らす だ ろ う。

　 h の 第 2 の 役割 に っ い て ，川上氏自身次 の よ うに 説

明 し て い る。h と y を，そ れ ぞ れ 母音字母 の
「
硬 い 」

「
軟 ら か い

」 と い う属性 を表 す符号 と し て 使 う と し

て，
H

まず（m の よ う な翻字体系 を考 え て み る。  の 翻

字 は無 駄 を含 ん で い る。h か y の い ず れ か を す べ て 取

り除 い て しま っ て も 区別 に 支 障が な い か らで あ る 。 だ

が そ うした 処理 を急 ぐ前に，それ ぞ れ の 字母 の頻度 を

加味 し，＠ の 下 線 を施 し た 要素 を取 り除 くほ うが ，使

用頻度 の 面 か ら見 て 有利 で あ る と考 え る。例 え ば ロ シ

ア 字 の o と 6 で は，後者 の ほ うが 頻度 が 低 い 以上，

0 ：e を Oh ： 0 と す る よ り は 0 ：yo と す る ほ う が 経済

的 で あ る。そ の 結 果 残 る の がの の 川 上 式 で あ る。大 胆

か っ 繊細 ， ま こ と に 鮮 や か と い う ほ か な い
。

硬母音字　 　bI

軟母音字　 　 M9ea0e

｝

（d ）　 硬母音字　　ih　 eh 　 ah 　 oh 　 uh

　　　軟母音字　　yl　 ye　 ya　 yo　 yu

（ロ〉　 硬母 音字　　ih　　 eh　　ab 　　o彑　　ub

　　　軟母 音字　　Ml　 ye　　ya　　yo　　yu

の　 　硬母音字　　ih　 eh 　　 a 　　 o 　　 u

　　　軟母 音 字 　　 1　　 e　　ya　 yo　 yu

　鵝 u【，
L
｛ を そ れ ぞ れ zh ，　 sh，　 ch と翻字 す る こ と に

関 し て は，実 際 に 多 くの 翻 字 方 式 で 用 い られ て い る こ

とで も あ り，（1）の 方針 さ え 了 承 さ れ る な ら異論 は ま ず

考 え に くい
。 出 る とす れ ば そ れ は 今述 べ た 部分 ， bl，

s を ih，　 eh と す る 点 に 関 す る異論 で あ ろ う。しか し
’
e

を eh と す る 案 は 早 くも 1965年 に ヤ コ ブ ソ ン が提案 し，
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古賀義顕

実際 に 国際原子力情報 シ ス テ ム 規格 （INIS ） お よ び

ロ シ ア 国定規格 （GOST ） で採用 さ れ て い る 。

9
暗 黙

に せ よ 明 示 的 に せ よ ， 上 に 述 べ た の とほ ぼ 同 じ 方 針 に

従う な らば ， 出 て く る結論 も また 同様の もの に な る こ

とは 当然 な の だが，逆 に構造 と体系の 方針（3）と経済の

方針（4）を尊重す る 立 場 か ら見 れ ば，ヤ コ ブ ソ ン が
一

皿 を大胆 に も hh な ど と 翻字 し て み せ る ヤ コ ブ ソ ン が

　 bl を ihと し な か っ た の は不徹底だ っ た こ と に な

る。た しか に bl を ihと表 記 す る に は最初 は 勇 気 が 要

る か も しれ な い が ， しか し こ こ に こ そ他 の い っ さ い の

ロ シ ア字翻字法 に 対 す る川 上 式 の 有理性 ・優位性が あ

り， 私 の 考え で は bl＝ihは け っ し て 外 す わ け に は い

か な い 「突 破 口 」 で あ る。な お ，ih と eh の h を hard

（硬 い ） の意 と理 解で き る こ と は 岡田 秀穂氏 の 指摘 の

と お りで あ る （岡田 1990）。

1．3．そ の 他 の 翻字 に つ い て

　次 に x （パ ー） と 【L （ツ ェ
ー） に つ き ，

こ れ を そ れ ぞ

れ x と c とす る こ とに つ い て は何 の 不 都合 も な く，シ

ン プ ル か つ エ レ ガ ン トな こ の 翻 字 を採 ら な い 建設的な

根拠 は見 あ た ら な い 。ロ シ ア字 の x が 表 す音価 は 国際

音声字母 （1993年版）の ［x ］が 表す音価 に ほ ぼ 相当

す る。u に つ い て は，こ れ は ポーラ ン ド語や チ ェ コ 語

の c （ツ ェー一
） に 対応 し，そ の 音価 が また 一

部 で 用 い

られ る簡略音声表記の ［c ］が 表 す 破擦音 に ほ ぼ 相 当

す る 。 か り に 偶 然 の
一

致 だ と して も，
こ の 字 形 と音 価

の 両面 に お よぶ 近 似 を奇貨 と して 活 用 しな い 法 は な い 。

　次 に 田 （シ チ ャ
ー） につ い て。こ の 字母 を 川上氏 が

q を利 用 し て sq と 記 す の は，　 q が ま だ 未使 用 の ま ま

残 さ れ て い る 文字 （キー） で あ り，か つ 中国語 の ロ ー

マ 字 表記 （ピ ン イ ン ）で q が 「
日本語 の

「チ 」 の 子

音 に 非常 に 近 い 音 を 表す の に 用 い られ 」 る か らで あ る。

こ れ も また 川 上 氏 の 独 創 で あ り， きわ め て 巧 妙 で あ る。

氏 も認 め る と お り， た ん な る コ ード と し て は q の 1

字で も足 り るの だ が ，氏 は
「
余 りに も発音 か らか け離

れ て い る 」 の で s を 添 え た と い う。（4）の 方針 か ら み て

も q の 1字 で 表 す ほ うが 優 れ て い る が，む し ろ 田

（シ ャ
ー
） と 皿 （シ チ ャ

ー） と い う字母 の 形状 の 相 似

（左 半分 が 同
一

） な い し平行性 を そ れ ぞ れ の 字母 の 頭

に つ く s で 保 た せ る ，
と い う観 点 か ら も好 ま し い と 私　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　，　　　1　　　h　　　1

は思 う。こ れ は さ らに ，ロ シ ア 語 を知 っ て い る人 々 の

抵抗 を よ り少 な くす る た め に も得策で あ ろ う。ぜ ひ と

も採 用 した い 。先 に ヤ コ ブ ソ ン が 匸IL を hh と翻 字 して

い る こ と に 触 れ た が ，通信理 論 を 偏重 し て 無駄 を そ ぎ

落 とす あ ま りロ シ ア語既習者 が もつ イ メ
ージ とか け離

れ て し ま うこ と を私 は 危惧す る。［°

　最後 に 軟音記号 h に つ い て ， 川上 氏 は こ れ に jを あ

て て い る。表 か ら も明 らか な よ う に 川 上 式 とヤ コ ブソ

ン 式 の 翻字法 に お い て 」は 2 つ の 字 母 す な わ ち fi（短

い イー
） と軟音記号 b を 表 す 。

「jは 子 音字の 直後な

ら ば軟音符 に ， それ 以 外 な らば ilに変換 す る こ と」 さ

え 気 を つ け て い れ ば，翻 字 の jを 過 た ず M な り h な り

に 変換で き る，と い う考 え に そ れ は基 づ い て い る 。 軟

音記号 b を ア ポ ス トロ フ ィ C） な い しプ ラ イ ム （り

で 翻字す る 方式 （た と え ば岡 田 氏 〔岡 田 1990〕の 提

案す る GS 方 式 ） に 川 上 氏 は難色 を 示 して い るが ， そ

れ は 「 とか く軟音符 の 軽視 を招 き， や が て は そ の 無視

に まで 至 る 」 と い う理 由か らで あ る σrl上 1990b ）。

2．小 訂

2．1．軟音記 号 b に つ い て

　簡単 な が ら，上 で 川上 式翻字法 の 要諦 を い ち お う説

明 した こ とに し ， 次 に 私 の 小 訂 案 を述 べ て お きた い
。

まず 今述 べ た ， M （短 い イー〉 と軟音 記 号 b の 両 者 を

同 じ jで 表す こ とに 関 し て私 は 別 の 考え方 を採りた い

と思 う．な る ほ ど
「

」は 子 音字 の 直後 な ら ば軟音符 に ，

そ れ 以 外 な らば M に 変換 す る こ と」 と い う規則 を当 て

は め れ ば
，

た ち ど こ ろ に 正 し い ロ シ ア 字 に 変換 で き る

の だか ら，なん ら実際的な不都合 は ない が，こ れ は 翻

字対応表 と い うい わ ば 「
大原則」 に 但 し書 き と い う

「
細 目」 を つ け る 方 式 で あ り， とか く

「

細 目」 な る も

の は そ の 軽視 を招 き ， や が て は無視 に ま で至 るの で は

な い か と私は懼れ る 。 原綴り と翻 字 の ， 操作の 不 要 な

1 対 1 の 対 応 を め ざ す立 場 か ら， か な う な ら ば 私 は li

と 軟音記 号 b に も別 の 字 母 を あ て た い 。ア ポ ス トロ

フ ィ C） な い し プ ラ イ ム （
’
） は 口蓋化音 （軟音）を

表 す 音声記号 と し て 長 く用 い られ ，ロ シ ア 本 国 の 言語

学界で 定着 して い る，と い う事情 も あ り，岡田 氏 が 提

案す る GS 式 に 倣 っ て 入 力 に も便利 な ア ポ ス トロ フ ィ

を軟音記 号 b に あ て ，
こ ん ど は逆 に ， 川 上 式 で ア ポ ス

トロ フ ィ で 表 され て い る硬 音記 号 1．に w を あ て た い 。

2．2．硬音記号 b に つ い て

　硬音記号
’
h を w で 表 す や り方 は ヤ コ ブ ソ ン の 翻字

で 行わ れ て お り ，
こ の 点 ， 私 は ヤ コ ブ ソ ン の や り方が

他の い ずれ の 翻 字 よ り も優れ て い る と考え る 。

］1w
が

入 力 に 便利 な 記号で あ り，か つ 川、ヒ式の 体系内で ま だ

使 わ れ て い な い ，と い う理 由 の ほ か に 私 は 次 の 点か ら

見 て も w が ふ さ わ し い と 思 う。す な わ ち ， 私 は 現 代

ロ シ ア 語 に お い て 硬音記号 b と い う字母 （文字素）

が 表 す 硬 音 性 に は 非 口 蓋 音素／ソが 該 当 し，
こ の 音 素
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ロ シ ア 字 ロ ー
マ 字化翻字法の 標準化 に つ い て

に は 軟 rl蓋半母音 ［刺 が 該当す る，と解釈 し て い る

が （古賀 2000），こ の ［刺 とい う記 号 の 形 状 は w に

通 じ る もの が あ り，か つ w と い う字母 が 半母 音 と し

て の 音価 を 連想 さ せ る こ と か ら も ，
w を硬音記 号 b

に 用 い る こ と に 多少 の 必然性 が あ る と思 う の で あ る 。

JI［上 氏 自身，「「
w 」 は む し ろ ヤ

ー
氏 【ヤ コ ブ ソ ン

ー
古

賀】の 第 2 案 に 従 い ，い ざ と 言 う と き の 硬 音符用 に

と っ て お く の が よ い だ ろ う」 と し て い る （川 ．ヒ

tg90b）。）［1上 式 翻 字法 の 硬音記号 b に 関 し て ，他 の

方針か らみ て 不 都 合 が な い か ぎ り， 私 は こ の 川．ヒ氏の

別案 を 支持 し た い と思 う 。

　な お，国際原 子 力情報 シ ス テ ム 規格 （INIS） や ロ

シ ア 国定規格 （GOST ）で は硬 音記 号 b に 右 2 重 引用

符 （
”
〉 を あ て て お り，こ れ も

一
案 で は あ る が ， 私 は

こ れ を左 2 重引用符 （
“
） とあわ せ て ，

ロ シ ア 語 で引

用符 と し て 用 い ら れ る左角引用 符 （の と右 角 引 用 符

（。 ） を 「
翻字」 す る の に 残 し て お き た い （つ ま りロ シ

ア語 の ｛t お よ び t） は
「
ロ
ー

マ 字」 で それ ぞ れ
“
お よ び

”

とな る わ け だ）。

2．3．小 訂 別 案

　川上式翻字案 に お け る jと y に つ い て は，こ れ ら を

す べ て 互 い に 置 き換 え て も ま っ た く不 都 合 は生 じ な い
。

川上式 で は，fiを jと し て い るた め ，
　 H ，

　 ro ， 6 を そ れ

ぞ れ ya，　 yu，　 yo と して い るが ，
　 n を y とす る な ら ば，

同時 に f［，IO，6 を そ れ ぞ れ ja，　 ju，　joと す る だ け で

あ る。こ こ に 至 っ て は翻字 を設定 す る側が 決 め る よ り

も ， む し ろ ロ シ ア 語を知 らない 人 々 の 印象 に 基 づ く総

意 で 決 め る 以 外 に な い と思 う。jaと ya の い ずれ の 翻

字 が 「ヤー
」 とい う音 を表す字母 の 翻字 に ふ さ わ しい

か。日本式 ， 訓令式 （国際標準規格） とい っ た 口本語

の代表的 ロ ーマ 字表記方式 ， さ ら に は そ れ ら を は る か

に 上 回 る 影 響 力 を 持 つ と 思 わ れ る MS 一亙ME （マ イ ク ロ

ソ フ ト社 ） や ATOK （ジ ャ ス トシ ス テ ム 社 ） と い っ た

日本語入力方式 で も，「
や 」

「
ゆ」

「
よ」 は そ れ ぞ れ yu ，

yu，　 yo と さ れ て い る 以 上 ， そ の い ず れ か を す で に 身

に つ け て い る人 な らば，お お よ そ
「
ヤー

」 と読 まれ る

字母 月 に jaを あ て る こ と に は 抵抗 が 強 く，”，　 m ，∈

を そ れ ぞ れ ya ，
　 yu ，

　 yo とす る 方 を採 る の で は な い だ

ろ うか
。 も し そ う な ら ば ， そ れ を尊重 （利用） し て ，

同時 に また M を jの ま ま に して お くの が 順当だ ろ う。

2．4．古 字体 の 翻 字 に つ い て

　最後 に ， 川 上 氏 が 扱 っ て い な い ロ シ ア 語古字 体

（1918年 ま で 用 い られ て い た） に つ い て ，岡 田 秀穂氏

の 翻字 を 紹 介 し て お こ う （岡 田 〔1990｝ の 2．4 節

「一
部古字体 の 処理 」）。

t （ヤ チ ）　 　 → eq

θ （ブ イ
ー

タ ）　 →　f々

i （十の イ
ー
）　 →　lq

V （イ ジ ツ ァ ）　 →　1qq

　 こ こ で は 岡 田氏 の 翻字体系 （GS 式） に お い て 未使

用の q を標識 と して 用 い
，

こ の q に
「旧 」 や 「

quaint

（古風 な 〉」 と い う含意 を もた せ て い る 。 u （シ チ ャ
ー）

を sq と翻字す る ）r1上式 の立場 か らは ど う で あ ろ うか 。

こ こ で も また q は 補助符号 と し て の 役割 を 持 っ て い

る か ら，古字体 の 翻字 に こ の ま ま q を採 り入 れ て も

不都合 は な い よ うで あ る。そ うす る と q は 田 （sq ）

の 場合 は た ん な る符丁，他方 は
「
古字体」 の 意 とな る

が ， 川 上 式 に お け る 補助符 号 と し て の h の よ う に
，

二 様 の 意味 を持 たせ る こ と は 可能 で あ り，積極的 に支

持 した い 。な お こ こ で 提案す る 体系内 で は，v （イ ジ

ツ ァ ） に っ き ， 古 代 教 会 ス ラ ヴ 語 に お け る v （イ ジ

ツ ァ ） の
， y に 似 た 異 体 字 と 関連 づ け つ つ GS 式 の

iqq を yq と縮 め る の も
一

案 か と思 う。

【表 2】本稿 推 奨の ロ シ ァ 字 翻字 法

ロ

シ

ア

字

ロ

ー

マ

字

P
　
c

　
T

　

RrssTtUuFfXCCh

　

Sh　

Sq　

WIh

　

E］1YuYa
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古賀義顕

「op ” uogoryacho

goryacho

fio3皿paB，1臼io

pozdrav】yayu

pozdravlyayu

双OCT レ｛｝KeH 目 M

dostizhenij

dostizhenijBVV

BVV

6．iiM）Kath田 eM

blizhajshem

blizhajshem

HeJaH 〕

zhe 且ayuzhelayu

H3bTKO3HaHM 回

yazihkoznan…i

yazihkoznanii

　6y皿y山 CM

　budusqem

　budusqem

c 　　冂pe皿CTO 月凵艮HM

s　 predstoyasqim

s　 predstoyasqim

3皿OPOBbfl

zdorovjya

zdorov
’
ya

M11 冂09TMKepoehtikepoehtike

BCTpeTHTbCH 　　　B

vstretitjsya 　 v

vstretit
’
sya 　 v

M11

C．，laBMCTHqeCKMM 　　CI〕C3 皿OM

slavisticheskim 　 　s
’
ezdom

slavisticheskim 　　 swezdom

皿a』bHeHLUHX

daljnejsh重x

dal
’
nejshix

Ha皿eiOCbnadeyusjnadeyus

’

CBfl3MsvyaZlsvyaZl

おわ り に

　以上 ， 贅言 を弄 した が ， 最終 的 に 私 は 川 上 蓁教授 の

翻字 方 式 に 上 の 2 点 の 変更 （b ＝w ；h ＝’
） を加 え た

【表 2】の 翻字法 を推奨す る。私 は こ の 方式 が H 本 ロ

シ ア 文学会 で 認知 さ れ ，ま ず 日本で 根 づ く よ う願 っ て

い る。どん な翻字法 で あれ，もち ろ ん私 た ち は そ れ を

強制で き な い 。また こ う した規格 に 関 す るか ぎ り， 必

ず し も合理 的な もの が 普及 す る と は か ぎ らな い とい う

事実 も私 た ち は経験 か ら知 っ て い る 。 した が っ て け っ

き ょ くは個 々 人 の 判断 に 委 ね れ ばよ い こ とで あ る の か

も しれ な い が ， 本学 会 に か ぎ っ て は理 不 尽 な 旧習 を し

りぞ け ，
つ ね に 合理 的 な考 え 方の 発 見 と 普及 に 尽 力す

る もの で あ っ て ほ し い し，また 尽力す る べ きで あ ろ う。

川 上 教授 に よ る 画期的提案 へ の レ ビ ュ
ー

と す る に は 遅

き に 失 す の 感が あ る が，本学会 に よ る 公 式 な翻 字 法 制

定 へ の 期待 を こ め ，

12
最後 に ヤ コ ブ ソ ン 論 文末尾 の 祝

電 を正 書法，川上 式翻字法，お よ び 【表 2】の 翻 字法

に よ っ て 記 して お く。 実 際 の 使 用 例 を ご覧 い た だ けれ

ば ， 新 しい 翻字法 に さ した る痛痒 を感 じ られ る こ とは

な い と信 じる。実際 に 試 用 して い た だ けれ ばな お さ ら

で あ る。

　　　　　　　　　　 （こ が 　 よ し あき，ロ シ ア 語学）

注

こ れ ま で 私 は 幾人 か の ロ シ ア 文化 研究者 に ロ シ ア 字 を ど

う翻 字す る の が よ い か と訊 か れ た こ とがあ る。そ の た び

に 私 は か ね て 自分 で も使 っ て き た 川 上 式 翻 字法 を 薦 め て

き た が，急 ぐ先 方 の 都 合 もあ り，こ の翻 字 法 の 美点 を翻

字 の原 理 に まで 立 ち戻 っ て 説明す る こ と は で き な か っ た 。

今 回あ らた め て ロ シ ア 字 の 翻 字の あ り方に 学会 員 諸 賢 の

注意 を促す こ と に した の に は そ うし た 事情 もあ る 。な お

私 は川 上 教 授 と は
一

面 識 もな い 。

2

翻 字 の 大 文 字 は 省 略 す る。よ り 広 範 な 調 査 比 較 は

　 wellisch （1977 ：2s6−64） に あ る 。国 際 原子 力 情 報 シ ス

　 テ ム 規格 （lnternationa］Nuclear ［nforrnation 　System） に

　 関 し て は Wellisch（同所） を参照 した。
．i

ヤ コ ブ ソ ン 論 文 に は 2 つ の 案 が 用意 さ れ て お り，こ こ で

　 扱 うの は ，外観 な ど美的 な観 点 も 含め て 概 して 穏 当 な も

　 の と な っ て い る第 1の
「
半 自動 no．lyaBToMaTH3HPeBaHHafi

　 翻 字 法 」 で あ る。も う
一方の 方式 は通 信 理 論 上不 要 な も

　 の を極力 そ ぎ落 と した い わば ミ ニ マ ル な翻 字法 で あ D，
　 コ ン ピ ュ

ータに よる処理 な どの 観点 か ら見 れ ば大 変興 味

　 深 い 翻字法 で あ る と は い え，公共使 用 へ の提 供 と普及 を

　 め ざ す 本稿 と は 目的 が 異 な るた め，こ れ に つ い て は 別途

　 扱 う べ き だ ろ う。な お こ の 第 2 の 翻 字 方 式 （完 全 自動

　 Bceue ．，10 　aBToMa
・
1
’
M3HpoBaHHa ”　eW字 法） で ho と翻字 さ れ る

　 6 〔ヨ
ー

） は こ こ に 掲 げ た 第 1の 翻 字法 で は 特 に は 設 定 さ

　 れ て い な い 。e とす るの だ ろ う 。

nBritish
　Museum ：英国 図 書館 （British　Library） 方式 と も

　 い い
， 翻 字表 は 同 図書館 の 公式サ イ ト に 掲 載 さ れ て い る

　 （http：〃 www ．bl．ukfcellections 〆slav
’
onic 〆translit．html）。

　 こ の 翻 字表 に は
「
語 末 の itlお よ び 甬 は y と翻 字 し，語

　 末 の blM は uy と翻 字す る 」 とい う但 し書 きがっ く。な お，

　 イ ン タ
ーネッ トの URL は以 下す べ て 2004 年 4 月末 現在

　 の もの で あ る。
，

　Arnerican　Librury　Association〆Library　of 　Congress：

　 Randall　K．　Barry、　Library　of 　Congressと American

　 Library 　Associatio11 （1997 ） に よ る Aga −Lc

　 RomaniEation 　Tables」　Transliteration　Schemes　 for
　 No η

・Roman 　So珈 お　1997 （Washington： Library　or

　 Congress） は 参照 で き なか っ た が
， 同書 の ロ シ ア 字 翻字

　 対 応表 （t84−5頁 ）が Library　 of　Congress の 公 式 サ イ ト

　 に 掲 載 さ れ て お り．今 回 は こ れ を 参 照 し た （http：〃

　 lcweb．loc．gev／caldirfcpso 〆rornanizat ．ion〆russian ．pdf）。な

　 お こ の 翻字 表 に は，硬 音記
．
号 5 は 語 末 で は翻 字 し な い

　 （無視す る） 旨の 但し書 きが っ く。

h110CT
　7．79−2000 （亘SO9 −95 ）： こ の 規 格 の 現 物

（Cacme ” a 　 cma κOapmOB 　 no 　 uuiPOPMaqUtt ，
6U6naome イHO ” t｝

1，　 α 3 ∂amenbC κ O コ｛y 　 Oeny ．　 llpaeu．ta

mpaHcnamepaopaa 　κupa ．Z躍 06cft
’
0 ∂O 　nUCbMa 　na 配 aHCfftt”t
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ロ シ ア字 ロ ーマ 字化翻宇法の標準化 に つ い て

　 anipaeumo ．if．　．M 〔〕cKBa ：M 冂K 　H3fl・Bo 　cTaHnapToB ，　2002．） は

　 未 見 だ が，さ い わ い 0．Dag 氏 に よ るサ イ トに こ の 規格 が

　紹介 され て お り，今 回 は こ れ を参 照 した。O ．　Dag 氏 に 御

　 礼 申 し述 べ た い 。「日版 FOCTI68 ア6−71 （TpaH⊂川 Tepa11 朋

　 pyCcKhx　c．iou 　．laTHHcKHMH 　6yKBaMH）　は 「貝JApeBcKHIi 　H

　 CTapocTHH （1978 ：225−7） に付 録 （HpH．lomeHHe 　 l） と し

　 て載 っ て い る。
1

現 に 私 は本稿 の 入稿 に 際 して も，リガ チ ュ ア （） は原 稿

　 に 手 書 き した。また ス ラ ヴ諸 言語 の 飜 音 ・翻字 方 式 を 論

　 じ る 中 で ，Cubberley （1993 ：55） は
“．．．though 　the

　 Library　ofCongress 　system 　does　use 　the 　ligature（）【マ マ 】

　 und 　breve　C ｝、
”

と し，補助符 号 を用 い る方式 が い か に 不

　 利 で あ るか を は しな く も示 して い る。
” 「軟 らか い 」 の 記 号 と して y で は な く jを 用 い る こ と は で

　 き な い か と い う疑問 に 関 し て は
「2．3．小訂 別案」 を 参

　 照 の こ と。
vs

（エ
ー

） を eh と翻字 した の は ヤ コ ブ ソ ン が 初 め て で は

　 な い だ ろ うか （末確認）。な お ，川、ヒ氏 は そ の 翻字 法 を考

　案 した時点で は ヤ コ ブ ソ ン の 翻字法 を参 照 し て い ない 。
1°

ヤ コ ブ ソ ンが 意識 し てい た か は不 明だ が，hh を上 下逆 に

　 印刷 す る と
， 叫 と い う字母 の 形状 を思 わ せ な く も な い 。

　 ロ シ ア 国 定 規 格 （GOST ）で こ の 翻 字 に 近 い や り 方

　 （shh ） が採 用 さ れ て い る の は 注 目に 値 す る 。
II

ヤ コ ブ ソ ン は 硬 音 記 号 b の 翻 字 w の 別 案 を jhと し，そ

　 の 翻 字方 式 に お け る軟 音 記号   の 硬 い （h）対立 物 と

　 して い る。きわ め て構 造的 か つ 音 韻論 的で ある とは 思 う 。

1ユ
もち ろ ん こ れ は，国 内で 現在 い か な る翻字 が行 わ れ て い

　 る か と は無 関係 に ，学会 が 自 らの 基 準 を 主体的 に 制 定 す

　 る とい う意 味で あ る。また，本 学会 で 今後 な ん ら か の 議

　 論 が 行 わ れ る とす れ ば，まず
「
公 式 な翻 字 法 を 制定 す る

　 か 否 か 」 を 協議 し，「
どの よ うな翻 字 法 を ど の よ う な 方 針

に基 づ い て 公式 な もの と し て 認定 す るか 」 と い う議論 は

そ の 後 に 行 うべ きで あ っ て ，こ の 2 つ の 問題 は 区別 さ れ

て よ い 。
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tfscecee

uMocHaKM

 KOFA

O  cTaHnapTM3auHH  TpaHcnHTepallHH  pyccKHx  6yKB

                 "aTHHCK"M  ancoaBHTOM

   B  1990 F. fl3b]KoBefl-q)oHeTMcT  C, KaBaKaMM  (Shin KAWAKAMI}  npepmoMiHJ  6e3ynpeHHyK) M H3ALuHyK)  cMcTeMy

TpaHc.IHTepauMM  pyccKopo n"cbMa  AaTHHcKMMH  6yKBaMH (A Practical and  Unambiguous  Romanization  of  the  Russian

Alphabet  !/ 71he Bulletin of 71Vie RJzonetic Sociely of 1itPan. 1990. No. 193. C. ]8-21). B naHHota TpaHcmmepauMH

HHTepecHo  oTMeTmb  c"enyDtuMe  cooTBeTcTBHfi:  O=JJo, oftr=zh,  u---1', x=x,  4=:c,  v=ch,  ut==sh,  tt(=sq,  s=',

bl=  ih, b (ToAbKo B  Ho.[oM{eHHH  fiocme  coF.[acHb[x  6yKB) ==j,  s  =  eh,  ro =YU,  ff=Ya.  BofipeKM Ka}Ky-eMc"  Tleo6b]yHocTM

HeKoTopb]x  cooTBeTcTBHil,  cHcTeMa  gTa  KpatiHe  pall"oHambHa.  TaK, oHa  (1) }{e Mcnomb3yeT  c[]euHaJTbHb[e  nMaKpHTMHecKMe

3HaKM,  KoTopb[e  HepenKo  6bTBaroT npHuHHoM  3aTpyJLHeHMta  npH  BBone  H  Bb[Bone  TeKcTa  (s= eh,  a He  b Hrm  e' H T,nJ,  (2)
"03BO"AeT  OnH03HaHHO  nePeBOAHTb  KHPHMnHHeCKMta  TeKCT  B 3anMCb  JaTMHCKHMH  6YKBaMH  M  Ha060POT  (TaK, 4=C,  a He ts;

ag=Sq,  a He ShCh  H T,n,), npH gToM  paccMaTpMBaeMa"  cMcTeMa  "B""eTcH  He  ToJbKo  (3) dpoHomorHuecKM o6ocHoBaHHoli

H  cHcTeMaTHHHota  (bl=:ih; g=eh,  pne Te  TBepflb]e pJacHb]e, KoTopble  ylloTpe6x"roTc" peMte, ueM  M"pKMe  "apb[,

o6o3HaHaroTc"  nocJenoBaTe"liHo  c "oMo-bro  MonHabHKaTepa  h), Ho  M  (4) gKoHoMHoM  (x=x, a  He  kh H  T.n.).

   MO  MePe  TeXHHgeCKOFO  Pa3BMTHH  THIIOFPaq)HH,  CTaHOBMTC"  BCe  MeHhLIIe CJYHaeB  He06XOnHMOCTH  TPaHC-MTePHPOBaTb

pyccKMe 6yKBb[ JaTMHcKHMH,  Ho  Bce  NKe  noKa  TaKota  c"oco6  "epenaHH  TeKcToB  McHoJb3yeTcg  noBoJbHo  yacTo.  MeNlny
TeM,  B  9fioHcKoth accouMauHM  pycHcToB He  6b].Io H  HeT  HayyHo  o6ocHoBaHHota  TpaHcmHTepallHM  

-
 H"eHbl accollHallMH

BbTHYMXfleHb[  nPH6eFaTb  K TeM  ".IH  MHb]M  TPanMLL"OHHblM  CMCTeMaM,  HMeroLLIMM  nOPOil  CePbe3Hb]e  HefleCTaTKM,  B HaCTOHUIeit

pa6oTe npenmapaeTc"  npHH"Tb  cHcTeMy  Tpa}[cJHTepauHM  C. KaBaKaMH  KaK  cTaHnapTHyro  TpaHcJHTepauMro  "noHcKo"

accOu"auHH  pycHcToB, BHec"  npH  sToM  nBe  c"enyK)uLHe  nonpaBKH.  B  cMcTeMe  KaBaKaMH  uV M b o6o3HayaK}Tc"  oJLHoth M ToM
         .

>Ke  6yKBoti 1, KoTopafl  HHTep"peTMpyeTcFI  B 3aBHcMMocTH  oT  KoHTeKcTa:  nocne  coFJacHoti  
-

 KaK  b, B  ocTaJbHblx  cmyHaHx

KaK  d, I'IPH TaKOM  0603HageHMM  nPHXOnHTC"  BBOnMTb  nO"OJHHTe"bHOe  KOHTeKCTHOe  nPaBHJO  AJ"  HePeBeJLa  H3

TpaHcJIMTepawH  o6paTHo  B KHpMJ-Mlly.  ABTopy KaH{eTc"  6oJee ue.Iecoo6pa3HblM  o6o3HaHaTb  b anocTpocboM,  a  b

o6o3HauaTb  6yKBota Zv,  ocTaBllJeMcA  6e3 ylloTpe6meHn", TaKMM  o6pa3oM,  6yneT o6ec"egeHa  B3aHMHafi  "epeBonHMocTb

COOTBeTCTBMli  BHe  KOHTeKCTa.  TaK:

a6BFnee  Ml 3HMKJMHOnPCTY  ab XUH-  LLL k  bT bS  ro "

abvgde  }o zh  zijk1mnoprstufxc  ch sh sq wih  
'

 eh  yn ya
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