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0、は じめ に

　前年度 r明星大学紀要　第 14号』 に 掲載 さ れ た 、和 田 正 美 の 論 文 r シ ェ イ ク ス ピ ア の 或

る場面 の 翻訳に つ い て 』 を興味深 く読ん だ。

　 円満な教養人た る和 田 の よ うな人物が 、翻訳戯 曲に 関心 を寄せ た こ とを嬉 し く思 っ た の と、

そ う し た 教養人が 劇芸術 を ど の よ うに 見 て い る か が 分か っ た か らで あ る 。

　大方 の 主張は納得で き る も の で あ る し、そ の 提言に は な る ほ ど と うなずけ る も の が あ る 。

そ れ で も、生活 の ため に は翻訳 を、また 、生 き が い と して は演劇を、 と略 に プ ロ と して 携 わ

っ て い る身 と して は、専門家 の 立場か ら
一言 して お きた い 部分 もあ る の で 筆 を執 っ た 。

　 こ れ か ら述べ る論考は 、
こ の種の 紀要で 見 られ る 「学術論文」 の 体 をな して ゆか な い と思

わ れ る 。 学問 とは 「体 系化 さ れ た 知識 の 総体」 で あ り、事実 を積み 重ね そ れ を論理 的に まと

めた も の とい え よ うが 、「翻訳」 は経験則が 断片的 に 偏在す る 分野 で あ り未だ学問 とは な っ

て い な い し、「演劇」 も、理 論は と もか く こ こ で 扱 う実践部分に つ い て は 、や は り然 り とい

え よ う。

　 だが こ うした経験則 を積み 重ね る こ とで 、や が て は集大成 された 「翻訳理 論」 「演劇理 論」

が 生 まれ る で あ ろ うこ とを願 っ て 、現場で の 経験 を基 に した意見 を以 下に 開陳す る 次第で あ

る 。

1、 翻訳の 姿勢

　次 の よ うな英文 が あ っ た ら、ど う訳せ ぱ よ い だ ろ うか 。

She 　gave 　me 　one 　bottle　of　78℃ hateau　Lafite　Rothschild．

　産業翻訳家は 、
こ う訳す 。

　「彼女は 七 八 年産 の シ ャ トー
ラ フ ィ ッ ト ・

ロ
ート シ ル ト とい う赤 ワ イ ン を

一瓶、私 に くれ

た 。 」

い さ さ か く どい きらい は あ る が 、原 文 は漏 ら さず、前置詞 の 意味ま で き っ ち り訳 して い る 。

しか も、 こ の ワ イ ン が 赤 で あ る とい う常識 も織 り込 ん で い る 。

　出版翻訳家は、 こ うだ。
　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 178
　「彼女 は

一
本 の ワ イ ン を私 に くれ た 。

シ ャ トーラ フ ィ ッ ト ・
ロ
ー ト シ ル ト の 七 八 年物 。 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63）
＊　 言語文 化学科 　非常勤講 師
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訳 し漏 ら し、訳 しす ぎ の な い よ う注意 しなが ら、読者、作者 の 意識の 流れ を切 らな い よ う配

慮 して い る 。

　吹替翻訳家な ら、 こ うす る 。

　「あ の 娘 が くれた ワ イ ン は極 め つ き、七 八年 の シ ャ ト
ー

ラ フ ィ ッ ト。」

長 さを 口 の 動 きに 合わ せ る の が 使命 。 また、耳で わ か る 言 葉 に して い くの が 大切 。

　 同 じ映像翻訳で も、字幕翻訳家 だ と、ど うな る か 。

　「極上 の ワ イ ン を くれ た。」

そ っ けな い か も しれ な い
。 だ が 、字幕 に は 、映画で 十字 × 二 行、テ レ ビ （ビ デ オ ） で 十四 字

× 二 行 とい う制約が あ る 。 で き る だ け短 くす る こ と が 必要だ 。

　 な らば、戯 曲翻訳家は、ど う訳す か 。

　「あ の 娘は くれた 。 赤の 最高品 シ ャ ト
ー

ラ フ ィ ッ ト七 八年」。

台詞 と ア ク シ ョ
ン の

一致 を は か っ た うえ で 説明訳 を入れ 、 しか も長 くな らな い よ うに 配慮す

る。

　 こ とほ ど さ よ うに 、分野、目的 に よ り、訳す ス タ ン ス は変 わ っ て くる の だ 。

産業翻訳 は読み や す さ を犠牲 に して も誤読 （間違 っ た内容理 解） が な い よ うにす る 。 出版翻

訳 は誤訳 の 指摘が 怖い 。 正 確 に 、か つ 音読 に 耐 え ら れ る よ う （実は読 む とい う作業は 頭 の 中

で 音 を出 し て い る の で あ る ） リ ズ ム をつ け る 。吹替は 口 の 動 き とぴ っ た り合 う こ と、字幕は

きち っ と筋を追 うこ とが 命 。
こ こ に 至 っ て は翻訳 とい うよ り創作 に 近 くな る 。

「日本語版台

本」 とい わ れ る こ とが 多い の も、そ の た め で あ る 。

　戯 曲が 、私 に い わせ れば い ちばん難 しい 。正 確で な ければ 、 テ キ ス ト を俳優が 読み 込 む こ

とが で きない
。 そ れ で い て 原文 よ り訳文が 長 く な れ ば （往 々 に して あ りが ち 。 そ の まま訳す

と 1．5 倍 の 上 演時間 に な る）演技が 間延び す る 。 そ の うえ で 台詞 と ア ク シ
ョ

ン を一致 さ せ る

とな っ た ら、 こ れ は絶望的 と しか い い よ うが な い 。

　 こ れ ら の 問題 を ど う乗 り越 え る か を め ぐ っ て 戯 曲翻訳家は苦吟 し、諸家それ ぞれ 工 夫 を こ

らす わ けだ が 、

一
つ の 台詞で た また ま こ れ が うま く決ま っ た例を紹介 した い

。

（福 田 恒存 『私 の 演劇教室』 《玉川大学出版部》 よ り、 レ ジ ュ メ）。

Speak ，　hands ，　for　me 　1

　 シ ェ
ー

ク ス ピ ア 『ジ ュ リ ア ス
・

シ
ー

ザ
ー

』 で 、ブ ル
ー

タ ス
ー味 の 陰謀 が 露見 し、 シ

ー
ザ

ー

に 切 りか か る場面 。 Speak で 柄に 手が か か る、　hands で 刀 を抜 く、for　me で 切 りか か る 。

三 つ の 音 の 区切 り、三 つ の ア ク シ
ョ

ン を で き る だ け原音 の 長 さ で 、意味 も合わ せ 、訳 さ ね ば

な らな い 。

　福 田 は見事 、
こ う訳 した 「こ の 　手に 　聞け ］ 。

　ちな み に 英文学者、中野好夫 の 訳 は 「こ うな れ ば 、腕 に も の を い わ せ る の だ 1」

　 こ ち らは、歌舞伎 で 見得 を切 る場面 な ら合い そ うだ が …
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2、精確 に読む

　当た り前 の こ とだ が 、翻訳は まず精確 で なけ れ ばな らない 。 和 田 の 提示 した シ ェ
ーク ス ピ

ァ rヘ ン リ
ー

四 世』 の 原文 と諸訳 （和田 の 挙げ る坪内遒遥、中野好夫、小田島雄志 の 三 訳）

を照 ら し合 わ せ て み た
＊

註 。

R θ
一ent θr　Hastings．

　Hast， 1〈 My 　lord＞，our 　army 　2＜ is　dispersed ＞ already ：

Like　3＜ youthful 　steers 　unyoked ＞，　they　take　their　courses

East，　west ，　north ，　south 　4〈 ；or ，　like　a 　school 　broke　up ，

Each　hurries　toward 　his　home 　and 　sporting ・place＞．

　　West．　 Good 　tidings，　my 　Lord

　Hastings ；for　the　which

Ido 　arrest 　thee，　traitor，　of 　high　treason ；

And 　you ，5＜ 10rd　archbishop ＞，and 　you ，　lord　Mowbray ，

Of　capital　treason　I　attach 　you 　both，

ハ4bω わ．

PVest，

Arch．

Lan ．

　6＜ Is　this　proceeding 　just　and 　honourable＞ ？

7＜ Is　your 　assembly 　so ？＞

Will　you 　thus　break　your 　faith？

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ipawn
’
d　thee　none ；

Ipromised 　you 　redress 　of　these　same 　grievances

Whereof 　you 　did　complain ；which ，　by　mine 　honour ，

Iwill　perform 　with 　a 　most 　Christian　care ．

But　for　you ，　rebels ，　look　to　taste　the　due

Meet　for　rebellion 　and 　such 　acts 　as　yours ．

Most 　shallowly 　did　you 　these　arms 　commerce ，

Fondly　brought　here　and 　foolishly　sent 　hence．

Strike　up 　our 　drums，　pursue　the 　scatter
’d　stray ：

God
，
　and 　not 　we

，
　hath　safely 　fought 　to・day ．

89 ＜ Some 　guard 　these 　traitors　to　the　block　of 　death，

Treason
’
s　true　bed　and 　yielder 　up 　of 　breath．〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Exeunt ．

　演劇や 英語 の 専門家 で な く と も、多少な り と も教育 を受け た読者 な ら、一読 し て 次 の よ う

な疑問 が 浮か ぶ の で はな い だ ろ うか 。

1．小 田 島訳 の み My 　lordを 「大 司教閣下」 （他訳 は 「閣下」） と訳 して い る が 、何故だ ろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176
　　　うか ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65）
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2．「退 散 しま した」 （逍遥 訳） と 「退散 して お り ま した」 （小 田 島訳） とで は、だ い ぶ 感 じ

　 が 違 うが どち らが 正 しい の だ ろ うか ？

3．直訳は 「頸木 をはず された食肉用 の 去 勢さ れた は つ らつ と した雄 の 子 牛」
→ 「自由に解

　 き放た れ た 元気な子 牛」 だ が 、「子牛」 を 「若 駒」 （坪内、小 田 島）「若 牛」 （中野） と し

　 て よ い の だ ろ うか ？

4．「又 は小 学校 の 放課後 とい う風 で 、め い めい 家路 へ と、 遊 び 場 へ と。」 （坪内逍遥 ・訳）

　 に ほ ぼ 倣 っ た 訳 を中野好夫、小田 島雄志 もつ けて い る が 、中世 に 小 学校が あ っ た の だ ろ

　 うか ？

5，逍 遥 訳 「大監 督」 は と もか く、 10rd　archbishop を 「大 主 教 閣下」 （中野）、
「大 司教閣

　 下 」 （小 田 島） と訳語 が 分 か れ る の は ど うして だ ろ うか ？

6，7．「さ うい うこ と を な さ って 、そ れ で 公 明正 大 とい へ ますか ？」 「足下た ち の 暴挙 が 然

　　うい へ る か い ？」 （坪内逍遥 ・訳）に ほ ぼ倣 っ た訳 を 中野好夫、小田 島雄志 もつ け て い

　 る が 、貴族同士 が こ ん な売 り言葉 と買い 言葉 の 応酬 をす る だ ろ うか ？

8．「謀反人 の 正 当 な臥床 で もあ り終焉所 で もあ る 斬首台 ま で 警護 して 行 け」 （坪内逍遥 ・

　 訳） と同 じ く、
「正 当 な 臥床」 （Treason

’
s　true　bed）イ コ ール 「終焉所」 （yielder 　up

　 of 　breath） と して 中野好夫、小田 島雄i志 も訳 して い る が 、名詞 の 並 列 で な い もの を同

　 格 に 訳 せ る もの だ ろ うか ？

9，the　block　of 　death を、坪 内は 「斬 首台」、小 田 島は 「断頭 台」 と訳 して い る が 、同 じ

　 意味な の だ ろ うか ？

本当 の 翻訳作業は 、 文法力 ・論理力 ・教養力 ・表現力 を駆使 し、 こ うした疑問に 答 え る こ

とか ら始 まる 。 こ の い わば 「苦 しい 楽 し さ 」 を貫 い て 得た結果 は次 の 如 し 。

　 　 　 1．

　　　My 　lord は 、侯爵 以下 の 貴族 へ の 略称 で の 呼 び か け。公爵 な ら Your （His）grace また は

　　　Princeとな る 。 小 田島訳 は、誰に 対 して 言 っ た言 葉か をは っ き り示 して い る 。

　 　 　2．

　　　disperseは （1）他動詞 「…を追 い 散 らす 」  （2）自動詞 「散 らば る」 の うち、文脈か ら （2）。

　　　自動詞の 過去分詞 は状態 をあ らわす 。 また は 、 dispersedを過去分詞形の 形容詞 と と る 。 正

　　　確 な直訳 をす れば 「（す で に ）散 らぼ っ た状態で あ る 」。 逍遥訳、中野訳、小田島訳 とも、力

　　　点 を行為 に 置 くか 状態 に 置 くか の 違 い で あ ク て
、

い ずれ も可 。

　 　 　3．

　　　勝手 に 動 き回 る こ との で き る例 （そ うい っ た類 の も の ） と し て 挙げ られ た の だ か ら、「若駒」

　　　で も 「若牛」 で も翻訳で 許され る範囲 。

　 　 　4．

　　　
・

；or は （1）選択 「あ る い は」　（2）換言 「す な わ ち」 の うち、例示 （like） に 力点 を感 じ

　　　　れば （1）、 具体化 （take 　their　course → hurries　toward 　his　home 　and 　sporting −place ）

　　　　に 力 点を感 じれ ば （2）。
こ こ は どちら も可 。

175
　　　 ・「放課後」 な ら不 可算名詞 で school に な る はず。
（66）
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・break　up は、「一 日の 授業が 終わ る 」 で な く、「休暇 に な る 」 の 意味。

・ヘ ン リ
ー

四 世 （1366−1413） の 時代 に は、教師の 質 も生徒 の 年齢 も まち まち の 寺子屋 的な

　 も の は あ っ た が 、我 々 が イ メ
ージ す る よ うな 「小学校」 は存在 し ない 。 制度 と して の 学校

　は も っと上 級 の グ ラ マ ス ク
ー

ル （大 学入 学準備 の た め主 に ラ テ ン 語 を 学ぶ と こ ろ）、 大学

　（ケ ン ブ リ ッ ジ、 オ ッ ク ス フ ォ
ー

ド） の こ と 。

・aschoo1 と可算名詞 が つ い て い る の だ か ら、漠然 と した もの で は な く、「ス ク
ール 」 で 当

　時 の 人が 思 い 浮か べ る はず の もの 、つ ま り上 記 の 高等教育機関 を指す の で は な い か 。

・そ こ で の 学生 は大 方遠方か ら来て い る は ず 。 home の 訳は 「家路」 で も間違 い で は な い が 、

　意味する と こ ろ は 「帰郷」 で あ ろ う。

・sporting −place は 「遊 び 場所」 で は あい まい （遊園 地 とか 原 っ ぱ を想像 して しま う）。
「歓

　楽街」 → 「悪所」 → 「遊郭」 → 「娼家」 で あ ろ う。

　　そ の 理 由 ：（1） 学業か ら解放 さ れ た 学生 が 散 っ て ゆ く場所、が 示唆 さ れ て い る 。

　　　　　　　（2） place は ground と違 っ て 「あ る特定 の 目的の た め の 場所」 をい う。

　　　　　　　（3） place は house の 意味で 使 わ れ る こ とが あ る 。

　　　　　　　（4） sporting 　house で 「娼家」 の 意味が あ る 。

　　そ れ で 、
こ の 箇所 を しつ こ い 直訳 にすれ ば 「す なわ ち 、 大学な どの 学期が 終わ っ た か の

　　 よ うに、銘 々 が あ る者 は故郷 へ と、また あ る者 は歓楽街 へ とい そ い そ散 っ て 行 き ます 。 」

5，「大 主教」 は 、英 国 国教会 で の 高位聖 職者 の 呼称 。 英 国国教会 は ヘ ン リ
ー8 世 （1491−

　 1543）時代 に で きた もの
。

こ こ は そ れ 以 前な の で 「大 司教」 が 正 しい
。

6，7．

・justは、こ の 場合 「神 の 義 に か な っ た 」 （こ の 少 し前 の 、ラ ン カ ス タ
ー

公 が モ
ーブ レ

ー
卿

　 に 対 し 「神 の代理入で あ る 王」 に 逆 ら う非道 を叱責す る場面が 伏線 とな っ て い る）。

・honourable は justの 同義語反復 （似た意味 を重ね る の は英語 で も 日本語で もよ くあ る）。

・同義語反復で 後に くる 語 は 、 意味が 弱 くな る 。 前 の 語だ けの 意味 を考 えれ ば よい 場合 もあ

　 り、 こ こ も そ う考え られ る 。

・こ の や りと りを論理的 に 読み 解け ば 「こ ん なや り くち （騙 し討 ち の よ うな） は神 の 義 に か

　なわ ず恥 ずべ き もの だ」 とい わ れ た の に 対 し、「そ もそ もお前た ちの 集会 （神 の 代理 人で

　 あ る 王 に 対する 謀反、を含意） こ そ 神 の 義 に か なわ ず恥ず べ きもの 」 （だ か ら、そ れ を退

　治す る の に 騙 し討ち ぐらい は構 わ な い の だ、を含意） と反駁 して い る、 こ ととな る 。

8．
・Some （誰か ）、　 guard （見張れ ：命令形）、　 to （…まで ）

・the　block　of 　death と Treason ’
s　true　bed は 、 同格で 言 い 換え 「斬首台 、 す な わ ち反逆

　者 の 真の 寝台」。

・and は guard と yielderを並 列 （yielder　up 　of　breath を名 詞 的 に Treason ’
s　true　bed

　 と並列 さ せ た り、形容詞的に掛けた りす る注釈書 もあ る が 無理 で はな い か）。

・yielder 　up 　of　breathは 、 他 動 詞 で 目的 語 が 省 略 さ れ た yielder　up 　these　traitors　of

　breath とと り、か つ 多義で あ る yield （yielder は そ の 古形） の 意味 を 「（人 に ）渡す 」 と

　 と る 。of は、関 連 を示 す も の と と る
。

「息 に 関 し 、
こ れ ら反 逆者 を引 き渡せ 」 → 「こ い つ

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 174
　ら の 息 の 根を止 め ろ 」。
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・全 体 で は 、「誰か 、 こ の 反逆者 ど もを裏切 り者 の 真の 寝床で あ る斬首台 に連れ て ゆ き、息

　 の 根 を止 め て や れ 」。

9．the　block　of 　deathは
’
「死 の まな板」 が直訳 。

　theが冠 され て 特定化 さ れ、「断頭台」 と

　 な る 、と言 い た い と こ ろ だ が 、「断頭台」 とい うとギ ロ チ ン が 想像 され る が 、 ギ ロ チ ン は

　 フ ラ ン ス 革命の 際に発 明 さ れ た も の （祖型 の ひ とつ は イギ リ ス に もあ る が ）。
こ の 時代 に

　は そ ぐわな い
。

「首切 り台」「斬首台」 とで もす べ き と こ ろ 。

　　細 か す ぎ る、 とい う向 き に は 、「縛 り首」 と 「つ る し首」 は 同 じ か と聞 きた い
。

「縛 り

　首」 は時代劇 に よ くで て くる 日本 の 刑罰 で あ り、「つ る し首」 は 西部劇な ど に 見 られ る刑

　罰 。
こ こ は 「子牛」「若牛」「若 駒 」 とい っ た例示 で はな く、具体的な もの な の だ か ら語義

　 に は こ だ わ らな くて は な らな い 。

3
、 演出家の 誤 釈

　 フ ラ ン ス の 劇詩人 ジ ャ ン ・ジ ロ ド ウ の 傑作戯曲 『オ ン デ ィ
ー

ヌ 』 の
一幕初め、騎士 ハ ン ス

と老漁師夫婦 の い る 小屋 に オ ン デ ィ
ー

ヌ が登 場 しハ ン ス を見初め る場面 が あ る 。 オ ン デ ィ
ー

ヌ は 「綺麗な人」 と一声 を発 し、そ の あと 「何か 訳が ある と思 っ て い た の 、娘 で あ る こ とに 。

それ は男 の 人 が綺麗だか らな の ね」 とつ づ け る の だ が 、 こ れ を数十年前 に 見た劇団四季 の 舞

台で は、「綺麗 な人」 を、騎士 ハ ン ス に 向か っ て 言 っ て い た 。 だ が 、
こ の 原文 は Comme 　il

est　beau。（彼は何 と美 しい の で あ る か ）。 だ か ら、老夫婦に 向か っ て 言 っ て もらわね ばな ら

な い と こ ろ な の で あ る 。

　 こ れ も か な り前 の 話に な る が 、rア ン ソ ニ
ー

とク レ オ パ ト ラ 』 を観劇 して い た ら 、
「我 ら こ

こ に 超然 として 在 る こ とを」 の 台詞 を ふ た りが ペ
ッ ドで い ち ゃ つ きな が らし ゃ べ っ て い た 。

原文 は、We 　stand 　up 　peerless ，。 も う少 し長 く引用す れ ば、1　bind ．．．the　world 　to　weet

（that）we 　stand 　up 　peerless．。　 weet ＝know だ か ら 、
「我 々 が 比 類な き存在で あ る こ とを

世 間 に 知 ら しめ て や る」 とい っ た意味 だ ろ う。 stand 　up をど う訳すか が 難 しい とこ ろだ が 、

ど う訳 して あ っ た に し ろ 、
こ こ は 、 stand 　up して 語 っ て も らい た い 。い か に ク レ オ パ ト ラ

に 夢中 に な っ て い る ア ン ソ ニ ーとは い え、ペ
ッ ドで い ち ゃ つ きな が ら しゃ べ る 言葉で は あ る

まい 。

　 こ れ らは、演出家が 日本語台本だ け読ん で い る た め に 起 こ る 「誤演出」 とい え よ う。

　　　　また、 ピ ン タ
ー （ハ ロ ル ド） の 『夜 あそ び』 で は、主人公 の 青年 を周囲 の 若者た ちが 、親

　　　と住ん で い て い い ね とか らか う場面 が あ る の だ が 、 私の 観た舞i台の 主人 公 は ま っ た く無反応

　　　だ っ た 。 こ れ で は、日本 の 観 客 に は な ん の こ とだ か さ っ ぱ りわ か る ま い
。 20 歳す ぎ て 母 1

　　　入子 1人 で 同居 して い る の は 、 イ ギ リ ス で は典型的な マ ザ コ ン な の で あ る 。 こ れ は演 出家 の

　　　異文化理 解 の 程度 の 低 さ の あ らわ れ 。

　　　　さ ら に 、rマ マ の 貯金』 （ドウ ール テ ン ・作） を観 て い た ら、 うらぶ れ た下宿人 の 男が ワ
ー

　　　ズ ワ
ー

ス の 詩 （r虹』） を朗ず る場面 が 気に か か っ た。「子供 は大入 の 父 で あ る 母 で あ る 」。 原

　　　文は The 　Child　is　father　of 　the　Man ．母 の ほ うが 自然 な の に と思 っ て 、 偉大 な る名句 とも

173
　　　知 らず に 付け加 えた の だ ろ うが 、観客 を軽 くみ て い る と しか 思 え な い 。

こ ち らは 、演出家 の
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教養 の 無 さ の 証明 。

　 どん な に 上 手 く訳 した と こ ろ で 、 日本語台本 と原文 との 間に は誤 差 が 生 じて しま う 。
こ れ

が 思 わ ぬ 形で 広が っ た の が 上 記 の 諸例で あ る が 、 こ れ ら の 上演台本 の 該当箇所が 誤 訳 ・悪 訳

で あ っ た わけ で は な い 。

　そ れ が 、不 正確な訳 の 台本 ともなれ ば、誤差 ど こ ろ で な くテ
ー

マ 自体 を読み間違 うこ とに

もな りか ね まい 。 だ か ら こ そ 翻訳家諸氏に は 、上手 さ と同時に 精確 な翻訳 を望 み た い
。

　 また、演 出家諸氏 に も勉強 を願 い た い 。 劇団民 藝 を主宰 して い た 故 ・宇野重吉が 、『桜 の

園』 を演 出する に あた り 、 ど うして も理解で きない 表現 が あ っ て
、 最初は訳者、そ れ か ら ロ

シ ア 文学者、さ ら に ソ ビ エ ト大使館 と訪ね 歩 き、 と うと うア エ ロ フ ロ ートに乗 っ て モ ス ク ワ

まで 行 っ て しま っ た こ とが あ っ た （宇野重吉 『桜 の 園 に つ い て 』）。 演 出家 も入 の 子 、 ス
ーパ

ー
マ ン で は あ りえな い はずだ が 、原文 と照合す る、事実関係を確か め る細心 の 注意 を払 っ て

演出 に あ た っ て ほ しい もの だ 。

4、三訳 の検討

・先達 へ の 依存 （逍遥訳）

　「坪内逍遥 の 訳 が 間違 っ て い る と、後か ら の 訳 も み ん な 間違 っ て い る 」 とは 、演劇 ス ズ メ

が 酒飲み 話 で さ さ や き交 わ して い る こ とだ 。 今回 の 和 田論文 で 提 出さ れ た 既訳三 種 を くらべ

る と、い ずれ も 2、4．で 検証 した 「小 学校 の 放課後
…

」 の 箇所そ の 他 が 間違 っ て い る。

　「そ うした 意味で 、ほ とん ど誤訳 の し よ うも な い の が シ ェ イ ク ス ピ ア で あ る 。 あ れ だ け註

釈、研 究が 完備 して い た の で は、誤訳 をす る方が 困難 で あ る 。 あ れ で まち が え ば、 よ ほ どの

愚物で あ り 、 単 に 正解 とい うだ けな ら 、
お よ そ シ ェ イ ク ス ピ ア ほ ど楽な作品 はな い か も しれ

ぬ 。 」 と は 中野好夫 の 弁 だ が 、す る と こ こ は 「中世 の 小 学校 の 放課後 の 風景」 とで も諸註に

で て い る の だ ろ うか 。

　そ の 中野 は、 こ うも言 っ て い る 。
「翻訳 なん て あ とか らや っ た ほ うが 良い に決 ま っ て い る 。

で な けれ ば や る意味が あ る まい 」。先人 の 訳 を参照する の は お お い に結構だ が、「和文和訳」

す るよ うな態度 は ど うか と思 う。

　誰で あ っ た か イ ギ リ ス の 文豪が 「シ ェ
ーク ス ピ ア の 全 集が あ る 国が 文明国な の だ」 とい っ

た とい うが 、それ を信ずる な らば、坪内逍遥 が 死 ん だ年、中央公論社版 『新修 シ ＝
一ク ス ピ

ァ 全 集』全 40 巻 の 完結 した 1935 年 をも っ て
、 日本 は文 明国に な っ た わ けだ 。 だ が 坪内逍 遥

は
一

篇 に つ き
一

回 の 訳で 満足 して い た わ け で は な い
。 逍 遥 の シ ェ

ー
ク ス ピ ァ 訳 は何度 も改訂

さ れ て お り、浄瑠璃調、雅文調、歌舞伎調、文語 口 語交錯調、を経 て 口 語調 の 決定版 に 落 ち

着い た の で あ る 。 そ の あ との 訳 者は い ず れ も逍遥 の 苦吟 と試行錯誤 を重 ねた末に 誕 生 した 口

語調 を踏襲発展 さ せ て い る 。 誤訳箇所が 皆 同じで バ レ て しま うよ うに 、あ とか らの 翻訳者 の

ア ン チ ョ
コ に な っ て い る とい う点だ け で も、 こ の 先達 の 功績は大 い に あ ろ う とい うもの だ 。

・中間訳の 是非 （中野訳）
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中野好夫 は文庫版 『ジ ュ リ ァ ス ・シ

ー
ザ

ー
』 の あ と が き で 、「上 演 と読み 物 の 問 を狙 っ て
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み た」 旨を述 べ て い る が 、そ ん な都合の よい 翻訳は あ り えまい 。 舞台な ら言葉 の リ ズ ム と切

れ と早 さ が 必 要だ し、読み物 な らわ か りやす さ が 優先 さ れ る か らだ 。 仏文学者 の 辰野隆が語

る、「（略）始 めか ら終わ りま で 妙に 気が さ して観て い られな か っ た 。

一
座 の俳優の 芸が 観て

い られ な い の で は な く、僕 らの 翻訳 の 拙 さ、甘 っ た る さ が …原文 も無論だ が …
ど うに も こ う

に も我慢が 出来な か った の で あ る 」 と い った 謙虚 さ は、中野 に は 見 られ ない
。 中野に と っ て

は、戯 曲 の 翻訳は生活費稼 ぎ の ひ とつ だ っ た の だ と思 わ れ る 。

　「そ うい えば近 ご ろ、既訳 の 数種 と自家の 訳文 とを並 べ て 見せ て 、 しき り と自家訳 の 優秀

さ を宣伝 して い る翻訳家が い る そ うで あ る 。 誰だ か は 聞 き落 とした が 、なん とか そ ん な愚物

に だ けは な りた くな い と思 っ て い る 。 」 こ れ は福田恒存 へ の皮 肉 （こ れ を読ん だ ら しい 福 田

は 、 そ れ で も戯曲翻訳論は 必要 だ と、熱 く語 っ て い る） だ が 、同 じ英文学者で も、戯 曲翻訳

を芸 の うち の ひ とつ と考 え た 中野 と、自分 の 香典は い ら な い か ら自前 の 劇場をつ くる 費用 に

カ ン パ して くれ と知 り合 い に 頼ん だ福田 の 姿勢が で て い る の で はな い か 。

・
日本語の 破壊 （小田 島訳）

　そ の 福田 は小 田 島雄志 の 翻訳 を ひ ど く腐 して い る 。 そ の 理 由は英文和訳的、 リ ズ ム が な い 、

言葉が 卑俗 に 流れ て い る、等だ が 、特に 声 を大 に して い る の は、言葉遣 い が 正 し くな い 、と

の 批判で あ る 。

　「こ の 間 、 小 田 島氏訳 の rオ セ ロ ー
』 を観 て い た 時、『耳に 中傷 を注 ぐ』 とか 『中傷 を で っ

ちあげ る 』 とか い う言葉が 私 の 耳 に 注 ぎ込 ま れ 、す こ ぶ る気 に な っ た 。 （中略）そ の 時、
r中

傷』 とは誰か を陥れ る為に 事実無根 の 事 を他人 に語 る行為そ の もの を意味す る の で あ る か ら、

そ うい う行為 を耳 に 注 ぎ込 ん だ り、で っ ちあ げた り は 出来な い 、あ そ こ は r中傷 の 言』 r中

傷 の 言葉』 で なけれ ば な らない と言 っ た の に対 し、小田 島氏は紙上 で 『あれ で お か しくな く

通 用 した らそれ で い い 』 と答え て い た 。 」 の 言 は 、 そ の
一

例で あ る 。
こ こ に お い て 、 和田 と

福田 の 意見 は一致す る 。 すなわち小田 島訳 は、 日本語 の 破壊で ある 、とい うの だ 。

・三者の 特徴

　そ こ で 、多少舞台 の 現場 も知 っ て い て 、自ら翻訳 も手 掛 ける論者 の 意見 を簡潔 に 述 べ て み

よ う。

坪内訳 は、当時の 立派 な 口語 日本語 で あ る 。 だ が 、在来の芸能 日本語 （歌舞伎な どの 表現、

言葉） に擦 り寄 りす ぎた た め、現代 で は言葉が 古め か し くな っ て しま っ て い る 。

中野訳は 、 本人 もい うとお り舞台 と読書をか ね よ うとす る た め 、 中途半端に な っ て しま っ て

い る 。 上 演用 と して は適 さ ない
。

小田 島訳 は、和田 、福 田 の い う と お り、日本語 と して 正 し くな い 表現が 多い 。だ か らダ メ か

とい う と、 こ れ が 難 しい とこ ろ で 本稿を書 く動機 ともな っ た も の の
一

つ な の だ が 、 少な く と

も早 くし ゃ べ る とい う点で は優れ て い る の で ある 。

5、和田説の 検討

171
　　 上 に 和 田論文 の 引用、下 に 論者 の 意見 （→ ） を記す 。
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・こ れ は五 十數年前の こ とで あ り、翻譯劇の 在 り方 をめ ぐ る文學者逹 の 不滿 （論者註 ：譯文

　が あ まりに 散文的で あ る こ と）は そ の まま の 形で は現代 の 状況 に 當て 嵌 まらない か も知れ

　 な い で あ ら う。

→ 語学教師 の 訳は すた れ 、 現場人 の 訳 が 主流 。 そ の 分 、 文 学者た ち の 不満は 多少解消 さ れ る

　 と思 わ れ る が 、安易 な テ キ ス ト レ ジ （広 い 意味で の 原作 の 改変）に 流れ る傾 向 も み え る 。

・自分 の こ とを書 く と、私 は翻譯劇 が 舞臺 で 上 演 さ れ る の を觀 る こ と は稀 に しか ない が 、そ

　れ を活字で 讀む こ とは時々 あ る 。 私 の 讀み方 は小 説 を讀む の とほ とん ど同 じで あ り、筋 を

　追 ひ な が ら讀ん で 行 くの だ が 、 よ く考 へ る と、 こ れ で は戲 曲を戲 曲 と して 扱つ た こ とに は

　 な らな い で あ ら う 。

→ 劇場に 赴 くの で は な く、戯 曲を文学作品 と して 読 む の は 、
ふ つ うの 教養人 の 姿 と して お か

　 し くは な い 。 『安楽 イ ス で 読む 芝居』 と い う名 の 戯 曲も あ る く ら い だ 。 た だ そ の 場合、読

　 まれ る こ とを意識 した訳文 の 提供が 必要 とな ろ う。

・私 に は こ の My 　lordは 自軍 の 大 司教で は な く敵軍 の ラ ン カ ス タ
ー

公 を指す の で は な い か

　 と思は れ る が、…

→ 2、L で指摘 した よ うに 、　My 　lordは侯爵以 下 の 貴族 へ の 呼び か けだ か ら 、 ラ ン カ ス タ
ー

　公 を指 しは しな い 。

・
そ れは ヘ イ ス テ ィ ン グ ズ 卿 の こ の 臺詞 （論者註 ： 自軍が 解散 し、戰 が 避け られ る こ とを、

　述 べ る）は卿 自身 の 喜び と兵士 た ち の 喜 び を同時に表 す もの で あ る べ きだ とい ふ こ とで あ

　 る 。 喜 び は 二 重 の そ れ で な け れ ば な ら な い
。 さ う考 え て 、臺詞 の 終 り の と こ ろ に、「そ れ

　 は うれ し さ うで した 」 とい ふ 一文 を挿入 した ら ど うか 、そ し て 演出家 は俳優 に こ れ を發聲

　する 時に は特に 注 意する や うに と指示 した らど うか、 とい ふ の が 私 の 案で あ る 。

ゆ 個人的解釈 ・説 明台詞 はな る べ く入れ な い の が 戯 曲翻訳 の 基本 。 演出家 に任せ る部分 だ か

　 らで あ る。

・息子が 離れ て 暮す母親 に 書 き途 る手紙 の 冒頭 に My 　dear皿 other と記 さ れ て ゐ る か ら と

　 い つ て 、 こ れ を 『我が 親愛 な る母上 』 と か 『僕 の 親 し い お 母 さ ん 』 とか 譯す に は 及ぶ まい 。

　單 に 『お 母 さ ん』 と譯せ ば充分 で あ ら う。

→ 文 化風習 を移すか、人間感情 を移すか は、翻訳者 が 昔か ら頭 を悩 ます問題 で あ る 。 イ プ セ

　 ン r人形 の 家』 の 長 ら く使 わ れ て い た台本で 、夫が ヒ ロ イ ン の ノ ラ に 放 つ 第一声は 「そ こ

　で 囀 っ て い る の は、私の 可 愛い 小 鳥さん か v 」 とな っ て い た 。 ノ ル ウ ェ

ー
で は夫が妻に こ

　 うい っ た甘い 言葉 を し ょ っ ち ゅ う掛 け る の だ 、 とい うこ とを示 した けれ ば こ の 通 りで よい

　 だ ろ うし、同 じ こ とを 日本人 の 夫な ら ど う言 うか との 視点に 立 て ば、意訳 した 言い 方 で 訳

　す だ ろ う。 翻訳者の 姿勢 と、 演出家の 考 え方に よ っ て 決 ま る も の
。

・武人 とい ふ 言葉 の 日本的な響 き も多少氣 に 掛 る 。

→ こ れ は感 じ方 の 問題。確か に 、外国 の 作 品を翻訳す る の な ら訳語 をな る べ く和臭か ら遠 ざ

　 けた方が よい
。 論者も昔、 ブ ー

ル バ ー
ル 劇 （軽い ブル ジ ョ ワ演劇）の 翻訳物 を観て い た ら、

　「新派大悲劇 じ ゃ あ る まい し」 とい う台詞が 飛び 出 して きて 、心地 よ い 夢か ら醒 めた こ と

　が あ る 。

一応 フ ィ ク シ
ョ

ン で 、 フ ラ ン ス の 芝居 を擬 フ ラ ン ス 人が観て い る とい う前提 で 芝

　居 が 進 ん で い る はずだ が 、 そ こ に 突然、日 の 丸 日本、そ れ も大正 ロ マ ン を彷彿 さ せ る 言葉
　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　170
　 が 浴び せ か け ら れ れ ば 、違和感 を抱 くの は 当然。翻訳 は や は り、読む人 （観 る人） の 意識
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　　　　を寸断 しな い よ う配慮 しな が ら訳す （説明す る） こ とが 必 要 。 上 記 の 場合 な ら、「グ ラ ン

　　　　ド ・
ロ マ ン 」 ぐらい で あ れ ば、帝劇 グ ラ ン ド ・

ロ マ ン の 匂 い はす る が 何 と な く洋 もの っ ぽ

　　　　くて 許せ るだ ろ う。
「武人」 に つ い て は、私は こ の ま まで よV と思 うが 、観客が 「日本的

　　　　な響 き」 を感 じそ うだ と演 出家が判断すれ ば 、 そ の 場で 直 しを入 れ る だ ろ う。

　　　
・「こ れ が 騎士 の す る こ とか 」 とい う譯文 を作成 した が 、 こ れ を劇場で 聽 く と何の こ とか わ

　　　　か らな い お そ れ が あ る とい ふ 氣が した の で
、

ア ク セ ン ト を つ けて 、
「こ れ が 男 の す る こ と

　　　　か 。 騎士 た る も の の する こ とか 」 と譯 し直 して 見 た 。

　　　→ 音 へ の 配慮 は、戯 曲翻訳 に つ い て は きわ め て 重要。演劇人 で ない 和田 が そ こ に 目が 行 っ た

　　　　の は すご い こ とだ と思 う。 だが こ の 場合、舞台で は戦闘衣 装を纏 っ て V る の で あ る 。 元 の

　　　　ま まで 音 の意味は 十分伝わ る は ずだ 。

　　　・私 は大司欷 の 臺詞 を、「信義 に 基 い て 固 く誓ふ と言 つ て お きな が ら、そ の 約束 を破 るお つ

　　　　も りか 」 と譯 して 見 る こ とに す る 。

　　　→ 原語 （Will　you 　thus　break 　your 　faith？） よ り い さ さ か 長 く は な る が 、 こ こ は 見せ 場な

　　　　の で こ うして 歌い 上 げ た （俳優 が 気持 ち よ く朗 じ うる 台詞回 し）訳 も よ い だ ろ う。

　　　・こ ん な臺詞 を しや べ らな けれ ば な らな い 俳優 に 同惰 した くな る 。 （論者註 ：小 田島譯 の 不

　　　　自然 な 日本語 を指 して ）

　　　→ 加 え て 、聞 く立場 の 観客に も同情 した い
。 だが 、 小 田島雄志に は、ほ か の 何を犠牲に して

　　　　も とに か く俳優が 速 くし ゃ
べ る こ との で き る 台詞 を作 りた い 、 とい う気持ちが あ る と思わ

　 　 　 　れ る 。

　　　・そ して fondly と foolishlyは 中野譯 の や うに 動詞か ら切離 して 獨立 さ せ る が
、

こ れ は相

　　　　手罵 る 「馬鹿者め 1」 と して お きた い
。

　　　→ 品詞 の 転換 は あ らゆ る 翻訳 で 許 さ れ る範囲内。

　　　・と こ ろ で 私は こ の 命令に、「一入 で も生か して お くな 」 とい ふ 一文 を付け加 へ る こ と に し

　　　　い と思ふ の だ 。 （略）そ れ な らど うして さ うい ふ こ とをす る の か とい えぱ、翻譯者 の 自由

　　　　とい ふ 假読 に 心 が 向ふ か らで あ る 。 （略） そ して こ の 追加 の 臺詞 は叛亂圭謀者逹 の 處刑命

　　　　令の 先觸れ をなす とい ふ 效果 を持ち は しな い だ ら うか
。

　　　→ 前に も述 べ た が 、含み は俳優、演出家の 想像力 ・瞬発力 に 任せ る の が よ い
。 あ ま り訳 し込

　　　　み す ぎ る と、演技 の ふ くらみ が な くな っ て しま う。

　　　・モ
ーブ レ

ー
　な、なん だ と。

こ れ で は騙 し討ち ぢや な い か、 こ れ が 男 の す る こ とか 。 騎士

　　　　た る もの の す る こ とか 。（論者註 ：Is　this　proceeding 　just　and 　honorable ？ 部分 の 和田

　　　　の 試譯）

　　　→ こ れ は原文 を解 きほ どい た 、 業界で 言 う 「説明訳」 に あた る 。 説 明訳は場 を得れ ば、優れ

　　　　た効 果 を 生 むが 、場 を は ずす と く ど く感 じられ て しま うの で 、微妙 な とこ ろ 。

　　　・舞臺 で の 上 演時問 を考へ れ ば、短 い 臺詞 を長 々 と譯出す る こ とに は問題が あ る 、と 言 はれ

　　　　て しまふ か も知れ な い
。 （論者註 ：和 田 が 自分 の 試譯 を評 して 言つ て い る箇所）

　　　→ あ とで 述 べ る が 、長 さ が戯 曲翻訳 の
一

番 の 問題 。

　　　 ・
そ れ で も こ の 程度 の 長 さ の 戲 曲の 翻譯 に

一年 も二 年 も掛け る こ とに は私自身反對で あ る。

　　　→ 翻訳 も商品 で あ る 。 学者の 道楽で もな い 限 り 、 生活 の た め に も時流 に はずれ な い た め に も
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6、和田訳 の批評

　まず 、 和 田 の 試訳 を掲げ る 。

ヘ イ ス テ ィ ン グ ズ

閣下 、我 が 軍 は も う散 り散 りに な つ て を り ます 。ま る で 軛 を解か れた若駒 の や うに 、東へ 西

へ 、南 へ 北 へ と進ん で 行 き ます 。 そ の 姿は 學校で
一

日 の 授業 を終 へ た生徒 に似 て ゐ る とも申

せ ませ うか 。 めい めい 我が 家 を 目指 し、遊 び場 を 目指 して 急い で を ります 。 そ れ は うれ し さ

うで した 。

ウ ェ ス トモ ラ ン ド

さ うか
、

そ れ は よ か つ た
。

で は
、

ヘ イ ス テ ィ ン グ ズ 卿、そ の 方 を 國家叛逆罪 で 逮捕 す る 。 大

司教、そ の 方 もだ 。 モ ーブ レ ー卿、そ の 方 もだ 。
二 人 とも大逆罪 で 逮捕さ せ て も らは う。

モ ーフ レー

な、なん だ と。 こ れ で は騙 し討ち ぢや な い か 、こ れ が 男 の す る こ とか 。騎士 た る もの の す る

こ とか 。

ウ ェ ス トモ ラ ン ド

ほ う、 それ で は訊 くが 、 鳥合 の 衆を か た らつ て 叛亂 を起 す こ とが 我 々 の 騎士 道に か なつ て ゐ

る とい ふ の か 。

大司教

信義 に 基い て 固 く誓 ふ と言 つ て お きな が ら、そ の 舌 の 根 も乾か ぬ 内に 、そ の 約束 を破る お つ

も りか 。

ラ ン カ ス ター

約束 な どした覺 えは ない
。

い や 、 約束 とい へ ば 、 お前逹が並 べ 立 て た不 季不 滿 の 數々 を取 り

除か うとは 言つ た 。 そ れ は確か だ 。 そ の こ とな ら、 こ の ラ ン カ ス タ ー、名譽 に 賭けて 、 また

キ リ ス ト教徒 の 本分 を もつ く し て
、 必 ず實行 し て 見せ よ う。

しか し
、

そ れ は そ れ 、 こ れ は こ

れ だ 。 お前逹は 叛逆 の 大 罪 を犯 した 以 上 、そ れ相當の 處罰 を免 れ な い そ。

考へ て 見れ ば、お前逹は 薄つ ぺ らな戰爭 を始 めた もの だ 。 ふ ん、手下 の 連中 を の こ の こ 連 れ

て 來た か と思ふ と、そい つ らをあ つ さ り解散 させ て しまふ なん て 。馬鹿者め。開い た 口 が塞

が らな い とは こ の こ とだ 。
い い か 、軍鼓を鳴 らして 、散 らば つ た奴 らを追撃する の だ 。

一
入

も生か して お くな 。 そ れ に して も今 日の 勝利 は祚 の 御業 で あ つ て 、我 らの 力 とは言 ひ難 い 。

ああ 、 よか つ た 。

さあ、 こ の 者 ど もを斷頭臺に 連れ て 行 け 。 國王 陛下 に 叛逆 を企 て た こ い つ らに とつ て は 斷頭

臺が 死 の 床な の だ 。 そ こ に 寢か せ て 息 の 根 を 止 め て し ま へ ば い い の だ 。

僭越な が ら、以下論者 の 批評 を記す 。

　 こ れは 『安楽椅予 で 読む芝居』 として は秀逸 の 出来で あ る 。 本 に な っ た戯曲は読 み に くく 、

傑作 とい え ど も途中で 投 げ出 して しま うの が 、大方 の 経験 さ れ た と こ ろ で は な か ろ うか 。 和
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 168
田訳 は 、小説 の 中 の 会話 を読む よ うに 頭 に す

一
っ と入 っ て くる。 こ れ か らの 戯 曲翻訳 の

一
つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （73）
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の モ デ ル 、つ ま り 「読み 物 として の 戯 曲」 とい え よ う。

だ が 、訳文が 全体的 に 長す ぎ る し、丁 寧す ぎる訳 の た め演出 と演技 の ふ くらませ る余地 が な

く、上 演用 と して は適 さな い
。 （該 当 部分 の 台詞訳 出字数 は、坪 内訳 が 487字、中野訳が

564 字、小田 島訳が 532字、和 田訳が 747 字）

修正 必要 と思わ れ る箇所は 次 の 如 し ：

・「そ の 姿 は 学校 で
一 日 の 授業 を終 へ た 生 徒 に 似 て い る と も 申せ ま せ うか 」 → 「そ の 姿は期

末 を終 えた学生 に 似て い る とも申せ ま し ょ うか 」 （誤訳）

・「騙 し討ちぢ ゃ な い か 」 → 「騙 し討 ちで は ない か 」 （俗 ない い か た は避ける）

・「手下 の 連 中」 → 「家来 ど も」 （山賊 で はあ る まい ）

・「軍鼓」
→ 「鼓」 （音で はわか らな い

。 読み 物 として な らよい ）

・「あ あ、よか
ウ た」 → 削除 （読み物 と して も、安 ッ ぽ い 言葉）

・「断頭台」 → 「首切 り台」 （時代考証）

　 さて 、坪内逍遥 、中野好夫、小 田 島雄志、そ して 和 田 正 美 の 訳文 を、俳優 に 実際 に 読み 比

べ て もら っ た ら、ど うい う感想が 得 られ るだ ろ う。そ う思 っ て 、 ニ ナ ガ ワ
・

シ ェ
ーク ス ピ ア

ほか で 活躍 し、 エ ジ ン バ ラ演劇祭で は 『あ ら し』 の プ ロ ス ペ 卩
一
役で絶賛を浴 び た ベ テ ラ ン

俳優、壌晴彦に 朗誦 して もら っ た 。

　 そ の 際 の 条件 は、次 の 如 し ；

　 ・台本 を手に した立稽古 を想定　 ・別人 の 台詞 に 変わ る際 は
一

呼吸入 れ る　 ・声音は 変 え

　 な い 　 ・台詞回 しは壌 の （i）標準速度 　（ii）早 回 し速度、 とす る

　 そ の 上 で 、次 の 評定 を も くろん だ。

　  台詞 を読み 終わ る の に 掛か っ た時間 （i）（ii）   台詞 の し ゃ べ りや す さ　  ア ク シ ョ ン

　 の しやす さ　  聞 きやす さ　  説得性
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そ の 結果 ：

  （i）坪内訳 （91 秒） 中野訳 （97 秒） 小 田 島訳 （92 秒） 和 田 訳 （136秒）

　　（li）坪内訳 （83秒）　中野訳 （80秒）　小田 島訳 （75秒）　和田 訳 （105秒）

  壌 に よ る し ゃ べ りや す さの 順番 ： 中野 → 小 田 島 → 和 田 → 坪内

  壌 に よ る ア ク シ ョ
ン の しやす さ の 順番 ：小 田島 → 中野 → 坪 内→ 和 田

  論者 とモ ニ タ
ー

（2名） に よる 聞 きやす さの 順番 ：中野 → 小 田島→ 和田 → 坪内

  壌 と論者 と モ ニ タ ーに よ る場面 へ の 同化 しや す さ の 順番 ： どれ も一長一短

全体 と して の 壌晴彦 の 感想 ；

　坪 内訳 は 、 物足 りない し現代語 として は し ゃ
べ り に くい

。 中野訳 は 、 分か りや す い が し

　 ゃ べ りが 講談調 に な っ て しま う。 小 田 島訳は 速 く し ゃ べ れ る が 台詞同士 の つ な が り が 感

　 じ ら れ ず覚 え に くい 。和 田訳 は 演技 の 間 が保 て な い 。個人的 に は （rヘ ン リ
ー

四 世』 の

　訳 はな い が）、読ん で い て 身の 内か ら突 き上 げ る よ う に 台詞が 出て く る とい う点で 、福

　 田 恒存 の 訳が 好 きだ 。 又 、以前英文関係 の 学会で ハ ム レ
ッ トの 第 4 独 白を読み 比 べ た 時、

　三 神勲 ・訳が 一番評判よ か っ た。
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7、結語

・戯曲翻訳批評の 必要性

　『ロ ミ オ と ジ ュ リ エ
ッ ト』 の 幕開 け で 道化 の 「こ の 二 時間を…

」 の 口 上 が ある が 、和 田 の

望む よ うな正確で 、 日本語表現が 正 し く、 意味も し っ か りわ か る よ うな翻訳で 上演 した とし

た ら、お そ ら く三 時間で は足 りまい
。 舞台転換に 時間 をか けれ ば、四 時間以上 か か っ て しま

うか も知 れ な い
。

か つ て の 日本 に お け る シ ェース ク ピ ア 上 演は 、だ ら だ ら と長い 訳文を と こ

ろ ど こ ろ カ ッ ト して そ こ そ こ の 上演時間に収め て い た の で あ る 。 こ れ で は、外国映画 の フ ィ

ル ム を とこ ろ ど こ ろ カ ッ F して 、か つ ス ロ
ーモ シ ョ ン で 回す よ うな も の で 、感興 が得 られ る

はずな どなか っ た の で あ る 。 小 田島訳は い ろい ろ批判は あ っ て 当然で はあ る が 、短 く早 くと

い う点で は 成功 して い る 。

　 1、で 述べ た よ うに 、戯 曲翻訳 に 要求 さ れ る点 は多 い が 、一作 品を通 じそ の 全て を満た せ

る よ うな訳文 は 「神業」以 外に はな い
。 何 を優先 させ る か。そ の 優先順位 は当該戯 曲に 対 し

適切 な も の か 。 適切だ と した ら、優先 した狙 い が 正 し く実現 さ れ て い る か 。 舞台化 した時、

説得性を も っ た 台詞 に な っ て い る か 。単な る 印象批評 で な く、そ うい っ た 基 準で 戯 曲翻訳 の

批評 は な さ れ ね ば な る まい
。

　 こ れ まで 翻訳戯 曲評 な る も の が は っ き り と した形 で な され た こ とは聞か な い
。 今後、 こ の

分野 が切 り開か れ、 目本 の 劇芸術 の 発展 に 寄与 して ゆ くこ とを望 み た い 。

・紀要上の 論争を望む

　さ て 本稿で あ る が 、先輩の 論文 を取 り上 げ、部分 に よ っ て は 不 遜 に も文句 を つ け て い る、

と と ら れ か ね な い 箇所 もあ ろ う。 そ ん な つ も り は 毛頭な い が 、そ うとられ て も構わ な い とい

う気持ちで 執筆 した 。

　「著者 と編集者 と読者一人 の 三 入 しか 読 まな い 」 と揶揄 さ れ る大学紀要が 活性化す る た め

に は 、近 しい 者同士 、分野 を異に す る者同士 、見 解を違 え る者同士 が 遠慮す る こ とな く論争

す る場 とな っ て ゆ くこ とが 必 要だ ろ う。

一昨年、論者は 本紀要 に 『翻訳教育 の ス ス メ 』 な る

小文 を よせ た が 、 反 応は ゼ 卩 で あ っ た 。 語学教員を挑発す る記述 をわ ざ と入 れ て い た に もか

か わ らずで あ る 。

　論者は 和田 論文 を、「翻訳基礎」 「シ ナ リオ 研究」 を担当す る 自分 へ の 叱 咤激励 と感 じ、ま

とま らな い な が らも本論考 を書 い た 。 こ の 小文 が 読者 の 誰 か を刺激 し、大 い な る 反論、論者

の 無知 の 指摘 な どをい た だ けた ら、嬉 し く思 う。 そ うした積 み 重 ね が 、や が て は学術研究 の

質 を高め て ゆ くこ と に つ な が る の で はな い だ ろ うか 。

＊

註 ：

［坪 内逍遥訳］

ヘ ス チ 　閣下 、我軍 は 既 に 退 散 しま、した。軛 を脱 さ れ た 若駒 の や うに 、東西 南北 へ と走 っ て

　行 きます 。 又 は 小 学校 の 放課時 とい ふ 風で 、め い め い 家路 へ と、遊 び場 へ と。

ウ ェ ス 　好い お 知 らせ で す 、ヘ
ー

ス チ ン グ ズ卿。（急 に 態度 を改 め て ） さ う聞 い た 上 は 、す

・ ・ ま其方 ・黼 ・ ・ ぞ ・謀叛人 … れ … 矢儲 ・ん た ・ ・
一 プ レ

ー
・P・… 潟
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ん た も、大叛逆罪 と して 逮捕 しますそ 。

兵士 ら群至 して 三 入 の 武器 を取上 げる 。

モ ーブ　（憤然 と して ） さ うい ふ こ とをなす っ て 、そ れ で 公明正 大 とい へ ますか ？
　 　 　 　 き　 み

ウ ェ ス 　足 下た ち の 暴挙が 然 うい へ る か い ？

大監　 （ヂ ョ ン 王 子 に）か うまで 誓約 を お 破 りな さ る か ？

ヂ ョ ン　此事 に就 い て 特に ど うい ふ 誓約 も しな い 。 わ た しは足下 が た の 陳惰 に 応 じて
一

切 の

　積弊 を矯正 す る こ とを約束 した 、 さ うして そ れ は わた しの 名誉 に 懸 け て 、 基督信者 らし く 、

　き ッ と履行す る で あ ら う。 併 し、足 下 が た は 謀叛人 で あ る 以上 、そ の 謀叛相当、其行為相

　当 の 罰 を受 け る 覚悟 を す る が 好 い 。事 を起 した の が 既 に 愚挙 で あ っ た の だ が 、 う っ か り出

　陣 して 、 う っ か り解散す る とは、い よい よ愚な話で あ っ た 。

…
太 鼓を鳴 ら して 解散 した奴

　等 を追撃 な さい 。 今 日 か う安全 の 利 を収め た の は 全 く神 の お力 で あ る 。

…だ れ か 此叛賊 ど
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ね どこ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くびき りだい

　も を謀叛人 の 正 当 の 臥床で もあ り、終焉所 で もあ る斬首台 まで 警護 して 行け。

［中野好夫訳］

ヘ ース テ ィ ン グズ　閣下 、 わ が 軍 はす で に 解散い た し ま した
。 軛 を解 か れ た 若牛同様 、 東へ

　西 へ 、南 へ 北 へ と、め い め い 、思 い の ま ま に 散 じて しまい ま した 。 放課後の 児童に も似て 、

　 そ れ ぞ れ の 家路 へ 、また 遊び 場 へ と、急い で まい っ た も の と存 じます 。

ウ ェ ス トモ ラ ン ド　 ヘ
ー

ス テ ィ ン グ ズ卿、 こ れ は吉報。 しか らば、早速 まずそ の 方だ が、叛

　逆罪 の ゆ え を も っ て 捕縛 い た す 。 同 じ く大主 教閣下 、
モ ーブ レ ー卿、そ の 方 ども もま た 、

　大逆罪 に よ っ て 逮捕 い たす ゆ え に 、さ よ う心 得 ろ 。

モ ーブ レ ー　お の れ
、

こ れ が 武人 の 正 しい 道 だ とで もい うの か ？

ウ ェ ス トモ ラ ン ド　な ら ば、そ も そ も そ の 方た ち の 蜂起 は ？

大主教　 こ うして 誓約 を さ え破 ろ う と さ れ る の か ？

ラ ン カ ス タ
ー
　誓約な どい た さぬ 。 た だそ の 方た ち 申し出の 積弊だ けは、た しか に改 め る こ

　 と を約束 を した に す ぎぬ 。 事実 そ の こ とは 、わ れ らが 名誉に か け て も、キ リ ス ト教徒 とし

　て 万 遺憾な く、き っ と実行 い たす つ も り。 した が 、そ の 方 らの 企て 、す なわ ち叛乱行為 に

　対 して は 、 よい か 、 当 然の処罰が 下 る もの と覚悟 しな けれ ばな らぬ ぞ 。 それ に い た して も 、

　そ もそ もの 蜂起 か ら して が 浅慮至極 。 の こ の こ と出て まい
っ て 、あ っ さ り解散 な どとは、

　い よい よ も っ て 阿呆千万 。
さ

、 軍鼓 を鳴ら して 掃討戦 をか け る の だ 。 今 日 こ の 無血 の 勝利

　は
一

に 神 の 賜物、わ れ らの 力 で は な い
。 さ 、

こ れ ら叛逆人 ど もは 、断頭台 へ と送 っ て や る

　が よ い 。 そ れ こ そ 恰好 の ベ
ッ ド、息 の 引 き取 り場所 と申す もの だ 。

　 　　［小 田 島雄志訳］

　 　 ヘ ー
ス テ ィ ン グズ　大司教閣下、わ が 軍はすで に解散 して お りま した、頸木 を解か れ た 若駒

　　　 同様 、 東へ 西 へ
、 南へ 北へ

、 思 い の ま ま に散 っ て お ります 、 あ る い は放課後の 小学生 同様 、

　　　 そ れ ぞ れ の 家に 、遊び 場に 、い そ い で お り ます 。

165
　 　　ウ ェ ス トモ ラ ン ド　 い い 知 らせ だ な、へ

一ス テ ィ ン グ ズ卿、そ う聞い た か らに は、謀反人め、
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　反逆罪 の か ど に よ りお ま え を逮捕す る 。 大司教 閣下、そ れ に 、モ
ーブ レ

ー
卿、二 人 とも大

　逆罪 の ゆ えを も っ て 縄 を受 け る が い い 。

モ ーブ レー　ええ い 、 こ れ が公明正 大 な や りか た か ？

ウ ェ ス トモ ラ ン ド　お ま えた ちの 暴挙が 公明正 大 と言 え る か ？

大司教　こ うして 誓約を破 られ る の か ？

ラ ン カ ス ター　誓約な ど して お ら ぬ
、 私はた だ 、

お まえた ちの 苦情 を聞い て
、

た だす べ き も

　の は改 め よ うと約束 した に す ぎ ぬ、そ れ は名誉 に か け て 、キ リ ス ト教徒 に ふ さ わ し く遺漏

　な き よ う履行す る つ も りだ 。だ が 、お まえた ち謀反入 は、謀反 を企 て 、実行 した 以上 、そ

　の 行為 に 相 当する罰 を受け る も の と覚悟す る が い い
。 お まえたち が兵 を起 こ す こ と自体、

　浅は か とい うほ か ない 、出陣 して す ぐ解散する 愚か さ に は 、あ きれ ざ る を えな い
。 高 らか

　に軍鼓 を鳴ら し、四散 した敵に 追 い 討 ちをか け る の だ 、 今 日無血 の 勝利 を収 め えた の は ぴ

　 と え に神 の み 心 な の だ 。 謀反入 ども を連れ て 行け、行 く先 は もち ろん 、 断頭台だ 、 そ れ こ

　 そ反逆者 の 目を閉 じ さ せ る に ふ さ わ しい 寝台だ 。

・和田 正 美訳は 本文 5、に あ り 。

・英文併記 の 都合上、各訳文 は横書き に した 。 了
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