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佐　 　藤　 　純　 　一

　本書は 日本語で 発表 された P シ ア 語に 関す る著作 とし て 画期的な内容 と規模

を もつ ば か りで な く，
1ユ シ ア 語 の 音声の 科学的な記述 と分析の 分野 で 著者の 研

究が世 界的に 極め て 高い 水準に 到達 した こ とを 明瞭に 示す大部の 労作で あ る 。

　従来の 日本に お け る ロ シ ア 語の 音声面 に 関す る言及は そ の 大部分が 「文法」

の
一一

部 として の 「音論」 （乙硯 認 碗 7の に と どま るか ， あ る い は 「発音」 の 手引

き として 用意され た ご く実用的な解説に 過 ぎなか っ た し ， また ， 少数なが ら存

在 し た科学 的観 察や 理 論的考察 も個 々 の 現象や 狭い 範 囲の 事実 を対象 とす る も

の で あ っ て ， 本 書の よ うな全面的か つ 体系的な著作を欠い て い た こ とは ， 日本

に お け る ロ シ ア 語研究の 限 界を示 す事 実 とし て ， 残念 なが ら認 め ざるを得な い

と こ ろ で あ っ た
。

　そ の 意味で ， 本書の まえが きに 述べ られ て い る よ うに ， 薯者を本 魯 の 刊行に

導 い た の は ， 『卩 シ ア 語の 音声的世界の 豊富 さを 一 部な り と も物語 りえる か た

ちに 整え て お きた い と思 うと共に ， 口本に お い て ロ シ ア を潔） ぐっ て まわ る 知的

活動の 基礎をあた え る ロ シ ア 語の 研究 ， 教育に よ り確固 と した もの を求め る気

持』 で あ っ た とい うこ とは ， ま こ とに 正 当な動機づ け と思われ る。

　本書を
一 読 して ， その 刊行を歓迎す る理 由は た くさ ん あげる こ とが で きる と

思 う。

　まず ， 本書に よ っ て ZtP−toイdate な P シ ア 語 の 詳細な音声学的記述が 日本語

で 体系的に 与え られ た こ と，第二 に ， 日本で は じめ て 本格的な ロ シ ア 語音韻論

が ま とめ られ た こ と ， 第三 に
， は な し こ とばの 音韻論 の 展望が 日本 で は じめ て

示 され た こ と， 第四 に ， これ らの 分野の ソ 連お よび諸外国の 基本 的 な業績や注

目すべ き見解に つ い て くわ しい 言及 があ り，そ の 綿密 な検 討 と評価が な され て

い る こ と， 第五 に ， 本 書の 対象 とな る研 究分野の ロ シ ア 語 の 主要術語や概念に

日本語の 対応物が正確 に 示 されて い る こ と な どは ， 本書が 日本 の 読者に もた ら

す直接の 恩恵で あ る。
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　こ うした本書の 備え る一般 的 メ リ ッ トは ， 本書が 国内の
一 般音声学 と音韻論

の 研究者た ち に 現代 ロ シ ア 標 準語の 音 声に 関す る信頼で きる情報を提供する便

利な一・次資料 と して の 役割を果 たす と同時 に ，新 しい 観点に 立つ 音韻論 に 接す

る機会を与え る もの とな っ て い るこ とを 意味す る 。 そ して P シ ア語研究者に と

っ て は ，本書が ロ シ ア 語音声 の 科学的記述 と理 論的考察の 良き指標とな っ て 大

ぎな学問的刺激を与える もの で ある こ とは 言 うまで もな い が， と くに 今後 ロ シ

ア 語研究 に参加す る若い 世代が こ の 分野 で まず頼 るべ き必読書を本書の よ うな

か た ちで 得た こ との 意義は ま こ とに 大 きい と思 う。 彼 ら は少 くとも我 々 よ りは

よ り良い ス タ ー ト位置に 立 て る こ とが確実な の だか ら。

　本書の 内容に も うす こ し立 ち入 っ て ， そ の 特色ない し注目すべ き点と考 え る

もの を い くつ か 指摘 して お きた い
。

　その 第一 は ， 著者の 拠 っ て 立 つ 理論的基盤が， 日本で は あま り よ く知 られ て

い ない ソ ビ エ トの 言語学 ， と くに モ ス ク ワ 音韻論学派の それ で ある とい う点で

あ る 。

一般 に学問に お け る学 派の 国籍は決 して無視で きな い もの で あ っ て ，
ア

メ リカ の 音素論や プ ラ ハ の 音韻論に 比べ て 形 態音素論へ の 傾斜の 強い モ ス ク ワ

学派の 特徴は ， と くに 本 書の 『た て の 音韻論』 （PP ．312−363） に よ く表れ て い

る 。 本書に 展開され た 音韻論は 全体 として 口本の 言語学界に 新鮮 な衝撃 として

受け と られ る と 同時に ， 場 合に よ っ て は 多少の 違和 感や 誤解 を生み 出すか も知

れ ない
。

　音素の 概念や 音韻 論 自体の 成 立に 卩 シ ア の 言語学者た ちが深 く関係 L て い た

こ とは 今 目 よ く知 られ た 事実で あ り，
プ ラ ハ の 音韻論 と同 じ根か ら育 っ て 独 自

の 開花を遂げた モ ス ク ワ 学派 の 音韻論の 果実を 日本 の 我 々 に 手渡すの に ふ さわ

しい 人物は ， 白らそ の 学統に 連 らな る本書の 著者城 田氏を 措い て 他 に い ない と

言 え よ う。

　本 書の 第 二 の 特色 は ，叙述の ス タ イ ル が学術書の 文体 と して は まだ異例に 属

す る 「で す ・ます調」 に 統一 されて お り， それ に ふ さわ しい 語彙や表現の 試み

を豊富に 含む もの とな っ て い る こ とで あ る。 好悪は べ つ と して ， も し ， 著者の

こ こ に お ける狙 い が 陳見しみ 易さ」 ない し 「わか り易さ」 に あ っ た とすれ ば ，

そ の 点で は必 ず し も完全 な成 功を収め た とは 言 い 難 い 点が あ る よ うに感ずるが ，

一一面 ， 著者の こ うした 良い 意味で の 冒険が 本書の 全体 と して の 印象を個 性的な

もの に して い る こ とは 確か で ある 。 読み進む うち に その 柔 らか な ， しか し芯の

強い 語 り口 に独特の 魅力を見 い だ す人 も少 くな い で あ ろ う。
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　本書で ロ シ ア 語の 音声の 研究を展開す るに あた っ て ， 著者は まず音声学的記

述 と して 調音に もとつ くli蔑音を分類 しその 発 音を 詳細に 解 明 し た （PP ．3−96）

の ち ，
1ド音 の つ らな り と して と ら え る 音節 ・ 単語 お よび 文 に か か わ る諸問題 を

扱 っ て い る （PP ．97−182）。 それに 続 く音韻論 の 部 門 で は ，『よ こ の 音韻論』

（clillTarMaTHgeCI 〈a｝I　 tpoHo．Qopl｛sl
，　 pp 　185−311）に お い て 形態素を構 成 す る

／ よ こ音素／を個 々 の 単音の 結合関係 と機能に よ っ て 分析定立 し， さ らに 『た

て の 音韻論』 （rlapa ）u ・lrN・laTHHecl 〈afl　tpoHe，nor ｝lfi
，
　pp ．312−363）に お い て 個 々 の

形態素に つ い て 音声 の 交替ない し変容を見 て ，それ らを統一 的に 把握す る くた

て 音素〉を設定す る とい う構想 に 立 っ て い る 。 そ して 最後は 『は な しこ とばの

音韻論』 （PP ．364−380）の 短 い 章で 結ばれ て い る。 個 々 の 章節 の 内容は 興味深

い 観察や知見に富 む もの で あるが ， と くに 印象に 残る個 所を あレデて み よ う。

　 まず ， 本書の 主要 な功績の ひ とつ と して 注 目すべ ぎもの は ，118−− 161ぺ ・一ジ

に示 され た 『綴 り字か ら音声 へ の 書 きか え規則』 で あ る 。
こ の 規期を著者の 指

示 どお りに 段階を追 っ て 適用す れ ば ， 誰で も確実 に 綴字か ら 『正 しい 発音』 に

埋 論的に 到達す る こ とがで きる （た だ し調 音 自体の 成否は 全 く読者個 人 に 属す

る こ とは 言 うまで もない ）。 正音法の 指示 は これ ま で も 「文法」 や教科書類の

中で 比較的 くわ し く行わ れ て きたが ， い ずれ も ， 例 えば ，
P．　M ．　ABallecOBの

《PyccKoe 諏 HTePaTyPHoe 　rlpoH3HomeHHe 》 （1
”

° H3 几 1954
，
5−“ 1・13fi．1972）あ

る い は C ．M ．　OM 〈eroB との 共編 に な る 《PyccKoe　 nnTepa
’
rypHoe 　 HpoH3HO ’

田 eHI ｛e　I｛ yAapeHI・le，　 C．10Bapl ）
−cnpaBouHm ｛》（／959）な どに 示 された 標準的発

音 の 主要点を簡略化 して 綴字 に 対応 させ た 「読み 方 」 として 与え る に とどま っ

て い た の を， こ の よ うな
一

連 の 操作手順 の 規則に ま とめ て 示 した 著者の 功績 は

大 きい
。

　また ， 著者は 現代 卩 シ ア標準語の なか に ， 例 え ば ，
誕 Hca と 調 e 磁 の 発音を

区別 しない 『イ
ーイ ー弁』 （HI〈alo理 ee 　nPOHB ．　HOIIIeHMe ） と ， 上 例 の 語 の ア ク セ

ン ト直前音節 の H と e の 発音 の 区 別 を 保 つ 『イ ェ
ーイ ェ

ー一
弁』 （el〈alOl皿ee

HPOI ・13HOtlJeHxe ） の ふ た つ の タ イ プ の 存在を認め ，両 者の 関係を 綿密に 考察 し

て い る （と くに PP ．221− 228） が ， 『イ
ー

イ ー−t弁』 を よ りふ つ うの P シ ア 語 と

見 なす見解に 達 して い る 。 上 述の 『書 ぎか え規則』 は もっ ぱ ら こ の 『イ ー イ ー

弁』 の 実現をめ ざす もの と して 与え られ て い る こ とに 注意 しな けれ ば な らな い

が ， 著老 も認め る如 くt こ の ふ た つ の タ イ プは 複雑な様 相 を伴 っ て 標準語内に

共存 して お り， 結局， 『イ ＝ ．一イ ェ
ー
弁』 を 『努め た 発音』 や荘 重 な 調 子の 発

話 な どに現れ る 母音最多識別体系 （P．210） と とらえ る薯者の 解釈は 妥当な も
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の と思わ れ る 。 著者は こ の 解釈を主 と して IM，　B．　naHoB に依 っ て い るが ， 卩

シ ア 語教育面で も 『イ ーイ ー弁』 を優先 させ るべ きだ とす る著者の 見解に は ，

評者は 与 し得ない
。

た だ しこ れ に つ い て の 議論はべ つ の 機会に 譲 る こ と と す

る 。

　 また ， 著者 の 『よ こ の
二

音韻論』 は 音声 を組み 立 て て 形態素 へ 進む 記 号の 送出

側つ ま り話手の 意識に 立 つ 音韻論 と い う面を もっ
一方 ， rた て の 音韻論』は 形

態素を 音声単位に 分析す る記号の 受け手側つ ま り聞き手の 意識 に 立 つ 音韻論 の

性格を持 つ とい う意味に お い て ， 両者を 区別 し つ つ 音韻論 と して の 統
一

を は か

る著者 の 立場 は 日本で は ま こ とに ユ ニ
ー ク な もの と言え よ う。

こ の 点で は 著者

は HalloB とと もに ，
　 ABaHecoB の 《ΦoHeTm くa　coBpeMeHHoro 　PyccKo「o 誼H 圏

TepaTyPHoro 　 fi3Lll〈a》 （1956）を は るか に 越 えた 位 置に 立 っ て い る 。 そ し て

R．OJakobson らの aCOttstic 　Phonelics（聴覚音声学）の 所産で ある disti7fC・

tiveル傭 耀 8 （弁別 特徴） 1ま 『よ こ の 音韻論』 の 一 手法 として位置づ け られ ，

そ の 概要が 「・ シ ア 語音声 へ の 適用の 観点か ら述べ られ て い る （PP ，289−305）に

過 ぎな い が ， そ の 解釈 と扱い に つ い て は 相 当の 反論が あ り得る と予想 され る 。

　な お ， 個 々 の 音声 の 記述 の 内容や解釈 に 関 して は 疑問 とせ ざるを得ない 点は

決 し て 少 くない が， そ の こ と 自休 は パ イ オ ニ ア の 仕事 と して の 本書 の す ぐれた

価値 をい ささか も減ず る もの で は ない
。 著者の 本書執筆刊行 の 時点 で の 論考の

個 々 に わた る 批判や検討 は 今後読者た る 我 々 に 課 され た義務 として 必ずや 著者

に 還 流 され ， 討論 を通 じて よ り高 い 学問的成果が 生 み 出 され るべ き もの と信 ず

る
。 そ して その 機会は 無限に 存在す る と思 う故 に ， こ こ で は上 述の よ うな 本書

の 基本的性格 の ス ケ ッ チ を示 すに と どめ た 。

　最後 に改 め て 本書刊行の た め に 著者が 研究 以外の 面 に もわ た っ て 払われ た 多

大の 労苦に 敬意 を表す る と と もに ， 本 書の み ご とな 出来ぽ えを祝 し ， 日本 の 学

界に 対す る著者 の 大 きな貢献を 称え る もの で ある
。
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