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要 旨
学術用語 の 確立 は ， そ の 分野 の 知識を定式化するため に 重要 な 過程である。 ある言語 にお いて， 従来 に は な

かった事象や概念の 名称を表現 しよう と する場合， 他の言語 か ら の 語葉を借用 し て新た に 語葉を作り出 すこ と が

多 L 、。 その場合の方法 と し て は ， 当該語柔の 意味を自国語 に存在する語柔 と 結び付けて表記する方法 (semantic

adoption) と ， 当該語葉の音声を自国語の音韻・表記体系 に 当て はめて表記する方法 (phonetic adoption) の 2

つがあり， どち ら の方法をより優先するか は ， 言語や分野 によって異 な る。 本稿で は ， 日 本語 と タイ語 の 薬学用語

を語種および用語確立のア プロ ーチ と いう 2 つの観点か ら 分析 した。 語種別で見る と ， 日 本語 と タイ語の 薬学用語

は異な る分布を見せるが， 用語確立のア プロ ーチの点で は ， どち ら も 意味を重視 し ， 共通 しているこ と がわかった。

【キ ーワード】 薬学用語， タイ語， 日 本語， semantic adoption， phonetic adoption 

は じ め に

学術の 世界で は， 当 該分野 の 学術用語を確立す る こ とが， そ の 分野 の 知識 を 定式化す る た め に 必要な

過程で あ る 。 特 に ， あ る 言語 に お い て ， 従来 に は な か っ た 事象， 概念， 事物 の 名称な ど を 表現す る 場合

に は ， 既 に そ れ ら が確立 さ れ て い る 言語 の 語葉 を 自 国語 の 語葉 に 置 き 換え て ， 新 し い語を 作 り 出 す こ と

が多 L 、。 日 本 に お い て も ， 明治期以降， 西洋の 学 問 の 流入 に 伴 っ て 新 し い学術用語が多 く 作 ら れ た 。

外国語で表 さ れ た概念や名称を 自 国語 に 取 り 入れ る 場合 の 方策 に は ， 当該語葉の意味 を 自 国語 に 翻訳

し て 表記す る 方法 (semantic adoption， 以下 i SAJ と呼ぶ) と， 当 該語葉 の 音声 を 自 国語の音韻 ・ 表

記体系 に 当 て は め て 表記す る 方法 (phonetic adoption， 以下 i PAJ と呼ぶ) が あ り ， ど の よ う な 方策

を 取 る か は 言語 や 分野 に よ っ て も 異 な り を 示 す。 例 え ば， Matsuda 他 (2008) の 研究 で は， 機械工学，

コ ン ビ ュ ー タ 科学， 建築学の 3 つ の 分野 の 学術用 語を 日 本語， ベ ト ナ ム 語， タ イ 語 の 3 つ の言語間 で比

較 し て い る 。 言語別 に 見 る と， 日 本語 は分野を 問 わ ず 3 言語の 中 で PA の 率 が最 も 高 い こ と， ベ ト ナ ム

語 は す べ て の 分野で PA の 率 が極 め て 低 く ， 約 9 割 の 学術用語が SA で あ る こ と， ま た ， 分野別 に 見 る

と， コ ン ピ ュ ー タ 科学 の 学術用語 は 日 本語 お よ び ベ ト ナ ム 語で PA の 率が他 の 分野 よ り も 高 い こ とな ど，

言語や分野 によ る 違 い が指摘 さ れ て い る 。

本稿 で は ， 日 本語と タ イ 語 の 薬学用語 を 語種 お よ び学術用 語確立の ア プ ロ ー チ の観点 か ら 分析 し ， 日

本と タ イ の 薬学分野で は ， 学術用語が ど の よ う に 確立 さ れ て い る のか を 見 る 。
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2 学術用語の確立の動向 と先行研究

日 本で は 明治期以降， 西洋の 学 問 の 流入 に伴 っ て ， 多 く の 学術用 語が作 ら れ て き た 。 学術用 語 の 確立

の 目 的 は， そ の 分野 の 知識 を 定式化 し ， 正 し く 普及 さ せ る こ と に あ る の で， あ る 用 語 が使用者 に よ っ て

異 な る 事象や概念を 示 し た り ， 同 ー の 事象 ・ 概念を表す用語が複数存在す る とい う の は 望 ま し く な い。

そ こ で， 194 2 年 に 文部省 に よ っ て 「学術文献調査特別委員会学術用語制 定分科会」 が設 け ら れ， 学術

用 語 の 制定 に 乗 り 出 し た (東 1990) 。 そ の 後， 文部省と さ ま ざ ま な 学会 と の 協 力 で， こ れ ま で に 31 の

分野の 学術用語集が刊行 さ れ て い る 。

学術用語 に つ い て は， 国立国語研究所や現在の 情報知識学会専門用語研究部会の前身で あ る 専門用語

研究会 に よ っ て研究 が な さ れ て き た 。 国立国語研究所 (1981) に は， 専門用語を ど の よ う に 規定す る か，

現代語 に お け る 専門用語の特徴 な ど に つ い て の 記述 が あ る 。 ま た ， 学術用 語 の 国 際比較 と し て ， 日 本語

の 専 門 用 語と英語， ヨー ロ ッ パ諸語， 中 国語 の 専 門 用 語 を 比較 し ， そ の 難 易 度 の 差1 )や 用 語 の 国 際性

な ど に つ い て も 述べ ら れ て い る 。 専門用語研究会 に お い て も ， 1990 年 か ら 2000 年 に か け て ， さ ま ざ ま

な 観点 か ら の ア プ ロ ー チ に よ る 学術用 語 の 研究が進 め ら れ て い る 。

こ れ以 外 に ， Matsuda 他 (2008) の 研究 で は ， 工学系 の 学術用 語 を 日 本語， ベ ト ナ ム 語， タ イ 語 の

3 言語間 で比較 し ， こ の 3 言語 の 間 で学術用語確立の ア プ ロ ー チ に ど の よ う な 違 い が あ る の か述べ て い

る 。

学術用 語 の 国 際比較 は， 日 本語 と 英語やヨー ロ ッ パ諸語， 中 国語， 韓国語 と の 間 で， い ろ い ろ な 形 で

行 わ れ て い る が， そ の 他 の 言語との 比較研究 は， 上述 の Matsuda 他 (2008) の 研究以外 に は ま だ ほと

ん ど進 め ら れ て い な い状態 に あ る 。

3 タ イ 語の語種

目 タ イ 語 の 薬学用語 に つ い て 見 る 前 に ， タ イ 語 の 語種 に つ い て 概観 し て お き た い。

タ イ は ， 古 く か ら 周辺地域 の 文化 を取 り 込む形で 自 国 の 文化 を 発展 さ せて き た。 東か ら は ク メ ー ル文

化， 西からは イ ン ド の 古代 イ ン ド文化， 仏教文化を取 り 入れ， そ れ と と も に ， ク メ ー ル語やサ ン ス ク リ ッ

ト 語， パ ー リ 語か ら 多 く の 語葉を タ イ 語 に 取 り 入れ て い る 。 他 に も ， 英語や 中 国語か ら の借用語 も 多 く ，

借用語が タ イ 語 の 語葉 の 約 3 分 の 2 を 占 め る と も 言わ れ る 。 中 で も ， サ ン ス ク リ ッ ト 語 と パ ー リ 語 ( イ

ン ド系言語) か ら の借用語葉 は， タ イ 語 の 教養語葉 の 大部分 を 占 め ， タ イ 語へ の 同化 ・ 定着 の 度合い も

高 く ， 日 本語 に お け る 漢語と同様 の 役 割 を 担 っ て い る (坂本 1984 ， 富 田 1997， 田 中 1999， 三上 2002，

Wilailuck 2005) 。 も ち ろ ん ， タ イ で も と も と使わ れ て き た固有 の純 タ イ 語語葉 も 存在 し ， 日 常 的 な 動

作を 表す動詞や 日 常的 な 普通名調， 身体呼称， 親族呼称， 基本的 な 様態を 表す形容詞な ど は， 純タイ 語

の 語葉が用 い ら れ る ( 田 中 1999) 。 ま た ， 日 本語 に は ， 漢字 を 組 み合 わ せ て 新 た に 作 ら れ た 漢語 (例 :

科学) や， 既存の 漢語 に 新 た な 意味 を 付与 し た 漢語 (例 : 自 由 ) の よ う な 和製漢語が存在す る が， タ イ
語 に お い て も ， サ ン ス ク リ ッ ト 語 や パ ー リ 語 を 組 み合 わ せ て 新 た に 作 ら れ た 語葉， 言わ ば タ イ 製イ ン ド

系語葉が存在す る (例 : i(u�mi^l [sãntì-phâap] 2) I平和J， れ古C1J筒n:l!n [sãaman聞S合ksãa] I普通教育J) 。
こ の 点 で も ， イ ン ド 系借用語 の 役割 は 日 本語 に お け る 漢語と同様で あ る と言 っ て よ い だ ろ う 。 イ ン ド系

言語以外 か ら の 借用 語葉 に は， flUU [thanるn] ( ク メ ー ル語， I通 り J ) ， flÐ州[k;):Jp] (英語， Iゴル フ J)
の よ う な も の が あ り ， こ れ ら は元の言語 の 綴 り や発音 に 合わせ て タ イ 文字で綴 ら れ る 。 つ ま り ， タ イ 語
の 語種 に は， 日 本語の 和語 に 相 当 す る 純タ イ 語， 日 本語 の 漢語と同様 の役割を担 う イ ン ド系借用語， 日
本語の 外来語 に 相 当 す る そ の 他の借用語， そ し て こ れ ら が混在 し た混種語の 4 種類が あ り ， 表 1 に 示す
よ う に ， 日 本語と似 た 形で分類で き る とい う こ と に な る O 日 本語とタ イ 語が異な る の は， タ イ 語 に は 日
本語の ひ ら が な ， カ タ カ ナ， 漢字 の よ う な 文字 の 種別 が な く ， 基本的 に は す べ て タ イ 文字で綴 ら れ る と
い う 点 で あ る 3 )。 ま た ， こ こ で は そ の 他 の 借用 語 に 含 め て は い る が， ク メ ー ル語か ら の 借用語 も タ イ 語
への 同化 ・ 定着 の 度合 い が高 く (Wilailuck 2005) ， ま た， タ イ 語か ら の 逆輸 出 も み ら れ る (坂本 1984 ) 。
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表1 日本語とタイ語の語種

和 語 純 タ イ 語

漢 圭n五口 イ ン ド 系 の 借 用 語

外 来 語 そ の 他 の 借 用 語

混 種 圭日五口 混 種 語

では， 似 たよ う な語種の タ イ プを持つ 日 本語 と タ イ 語 と では， 学術用語確立 の ア プロー チ に 違いが見

ら れ る の だ ろ う か。 以下， 日 夕イ 語の 薬学用語 に つ い て 分析を試み る 。

4 日 夕イ 語の薬学用語の分析

4. 1 分析の対象としたデー タ

分析 の 手順 と し ては， ま ず， タ イ 王立学士院 の 編 に よ る “伽内n如何1伽ヂ[sàpφheesàtcha-sàat ] (r薬

学用 語.]) に 掲載 さ れ た 約 3000 の 薬学用語 を デ ー タ ベ ー ス化し， こ の う ち ， 日 本薬学会編 『薬学用語集』

に も 同様 に 掲載 さ れ て い る 用 語を抽出 し て ， 分析 の 対象 デ ー タ を作成 し た。 こ の 2 冊 の 用 語集は， と も

に 国 が学術用 語 の 標準化 を 目 指 し て 作成 し た も の で あ る と い う 共通点を持つ。 ま た 2 冊 と も ， 日 本語，

タ イ 語 に 対応す る 英語 の 用語， および， 英語 に 対応す る 日 本語， タ イ 語 の 用 語が掲載 さ れ て お り ， 両方

向 か ら 用 語を調べ ら れ る と い う 点で も 共通 し て い る 。 本稿で の 分析対象 デ ー タ 作成 に あ た っ ては， 英語

の エ ン ト リ ー に 対 し て 示 さ れ た 日 本語， タ イ 語 の 用 語 を参照 し た。 両者 に 共通 し て 掲載 さ れ て い た 英語

の 用 語 は ， 657 語4)で あ っ た 。 英語の 1 つ の 用 語 に 対 し て ， 例 え ば， “sub- coating" に 対す る 日 本語訳 「サ

ブ コ ー テ ィ ン グJ， I上が け」 や， “pellets (ペ レ ッ ト 剤) " に 対す る タ イ 語訳 “1I1Lii61Liîn" [yaa-mét-Iék]， 

“L'WClLiU;l" [phellét]の よ う に ， 複数の 訳語が存在す る 場合が あ り ， そ れらす べ て を抽出 し た結果， 日 本

語は 830 語， タ イ 語は 790 語 の 用語が得 ら れ た 。

4 . 2  分析方法

4. 1 で 述べ た 日 本語 の 薬学用 語 830 語， タ イ 語 の 薬学用 語 790 語 に 対 して， 語種 の 情報 を 付与 し た 。

日 本語 は ， 和語， 漢語， 外来語， ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語， 混種語 の 5 つ ， タ イ 語 は， 純タ イ 語， イ ン ド

系借用語， そ の 他 の 借用語， ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語， 混種語の 5 つ に 分類 し た5)
0 I ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語」

と い う 分類は， 日 本語 ・ タ イ 語 の ど ち ら の 用 語 に も TDM (therapeutic drug monitoring) の よ う な

頭文字語の 用語で， ア ル フ ァ ベ ッ ト の ま ま 表記 さ れ た も の が あ り ， こ のよ う な 用 語 に 付与 し た 語種情報

であ る 。 ま た ， 混種語 に つ いては ど のよ う な 語種の語か ら 構成 さ れ て い る の か も 見 た 。 そ れ ぞ れ の 語種

別 の 割合 を 計算 し ， 両言語 の 薬学用語 の 語種別分布を 調 べ た 。 さ ら に ， 日 本語 と タ イ 語の 薬学用語では

SA， PAの ど ち ら が多 い のかを 調 べ た 。

4 . 3  分析結果

日 夕イ 両言語 の 薬学用語を語種別 に 見 た 内訳 を 示 し た の が表 2 と 表 3 で あ る 。 こ の 表 を 見 る と ， 日 本

語 の 薬学用語 は圧倒的 に漢語語葉が多 い の に 対 し て ， タ イ語 の 薬学用語 は純 タ イ 語が約 3 割， 混種語が

半数強 を 占 め， 日 本語 の漢語 と 同様の役割を 担 っ て い る は ず の イ ン ド系言語か ら の借用語 は わ ずか 5 %

で， 非常 に 数が少 な い こ と が わ か る 。 こ れ には， タ イ 王立学士院 の 『薬学用語』編纂 の 方針が大 き く 関 わ っ

てい る と考え ら れ る 。『薬学用語』巻頭の説明で は， I純タ イ語に翻訳で き る 語葉はな る べ く 純タ イ 語 に

し ， し か る べ き 語葉が見 つ か ら な い 場合 に は現在 タ イ 語の 中 で用 い ら れ て い る サ ン ス ク リ ッ ト 語 ま た は

パ ー リ 語 の 語葉 を あ て た 。 そ れ で も なお ， 用 語 の 意 味 を 示す の に 適 当 な 語葉 が な い 場合 に は訳音を あ て
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た 」 と 書か れ て い る 。 学術用 語 で あ っ て も な る べ く タ イ の固有 の 語葉 で 表記 し よ う と い う 方針6 )が こ

の 分布か ら も う か が え る 。

表2 日本語の薬学用語の語種別内訳 表3 タイ語の薬学用語の語種別内訳

和語 8 ( 1 .0%) 純 タ イ 語 230 (29 . 1%) 

漢語 615 (74. 1%) イ ン ド系借用 語 40 ( 5 . 1%) 

外来語 91  ( 1 1 .0%) そ の 他の借用 語 6 8  ( 8 .6%) 

ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語 16 ( 1 . 9%) ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語 10 ( 1 . 3%) 

混種語 100 ( 12 .0%) 混種語 442 (55 .9%) 

計 830 計 790 

日 本語 の 薬学用語の う ち ， 和語は全体の 1 % と 非常 に 少 な い。 和語が用 い ら れ て い る のは. rか き ま ぜ」

「下が け 」 の よ う な 製薬等の過程で の 操作を 表 す語葉や， Iふ る l \j Iへ ら 」 の よ う な 製薬等で用 いられ

る 器具 の 名 称で あ っ た。 漢語， 外来語が用 い ら れ て い る 語葉 に は， さ ま ざ ま な も の が含 ま れ て お り ， 特

徴 的 な 傾 向は見 ら れ な か っ た。

一方， タ イ 語 の 薬学用 語 に つ い ては， 純 タ イ 語 の 語葉が用 い ら れ て いるのは， Lfl�" [ kròo IJ] (乳鉢) ，

'V'I1lJ [p haai] (へ ら ) の よ う な道具名， lJ1判u [yaa-phôn] 7) ( ス プ レ ー剤) ， lJ1l加増[yaa-m ét-fûu] (発泡錠)

の よ う な 形質別 の 薬剤 名 ， lJ1n� 1<Ji' [ yaa-lót-khâi] (下熱薬) ， lJ1矧u [yaa幽sii-fan] (歯磨剤) の よ う な用途

別 の 薬剤名 な どが多か っ た。 イ ン ド系借用語語葉 には， l.flit<jf"nU'V'lnA1�討[pheesàtcha-calaná-pho nla-sàat]

( 薬 物 動 態 学 ) ， 判lJ1fi�llj，)1VllJ1 [phayaathí?-sariira-wítthayaa] ( 病 態 生 理 学 ) ， 仇前A'lfl，)叩[phanthú?

w ítsàw a-kam] (遺伝工学) ， �'l間前mョ[chiiw á-pheesàtcha-kaan] (生物薬剤学) の よ う に 学術分野 の 名

称を示す も の が多 か っ た。 こ の こ と は， タ イ 語の 教養語葉 の 大部分 を イ ン ド 系借用語葉が 占 め る とい う

事実 と も 一致 し て い る 。 ま た ， そ の 他 の 借用語はす べ て 英語か ら の 音訳語葉で あ っ た 。

こ こ で混種語 と し て 分類 さ れ た 用 語 に つ い て 見 て み た い (表 4 ， 表 5 ) 。 日 本語 の 場合， 混種語 の 用

語が 占 め る 割合は 1 割強で少な い が， タ イ 語は混種語が 442 語 あ り ， 全体の 半数以上 を 占 め て い る 。 こ

の う ち ， 純 タ イ 語 と イ ン ド 系借用 語か ら な る 混種語が 274 語で， タ イ 語のデー タ 全体 の 34.7% を 占 め ，

混種語 の 形成 に お い て イ ン ド 系借用 語が大 き な 役割 を 担 っ て い る と 言え る 。

表4 日本語の混種語の内訳 表5 タイ語の混種語の内訳

和語十漢語 13 (13 .0%) 純タ イ 語十イ ン ド系 274 (62 .0%) 

和語+外来語 1 ( 1 .0%) 純タ イ 語十そ の 他 77 (17 .4%) 

漢語+外来語 82 (82 .0%) イ ン ド 系+そ の 他 17 ( 3 .8%) 

漢語+英語 4 ( 4 .0%) 純タ イ 語十イ ン ド系+そ の 他 74 (16 .7%) 

計 100 計 442 

日 本語 の 混種語の 大部分 を占め る 漢語 と 外来語 の 組 み 合 わ せ の 語葉 を 詳 し く 見 て み る と ， I コ ロ ジ オ

ン剤j， I コ リ ン 薬」 の よ う に I�剤j， I�薬J と い う 形 の 薬剤名の語葉が多 か っ た 。 和語 と 漢語 の 組 み

合 わ せ の 語葉 に つ い て も ， 半数が薬剤 に 関 す る 名称で あ っ た。

タ イ 語 の 混種語 に つ い ては， 純 タ イ 語 と イ ン ド系借用語の 組み合わ せ の 語葉 に は， 日 本語 と 同 様 に 薬
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剤名 に 関 す る 語が多 か っ た。 次 に 多 い純 タ イ 語 と そ の 他 の 借用 語 の 組 み 合わ せ の 語葉 に は， 薬剤名 の ほ

か に 物質名 も 多 く 見 ら れ た 。 純 タ イ 語、 イ ン ド系借用 語、 そ の 他の借用語か ら な る 複雑な 組 み合 わ せ の

語葉に つ い て は ， 共通 し た 傾 向 は 見 ら れ な か っ た。 ま た ， 混種語で は な い場合の そ の 他の 借用語がすべ

て 英語か ら 音訳 し た 語葉で あ った の に対 し ， 混種語 に 含 ま れ る そ の 他の借用語 に は， ク メー ル語か ら の

借用 語が多 く 含 ま れ て い た。

こ こ ま で語種別 に 見て き た と こ ろ で は， 日 本語 と タ イ 語 と で は分布の様子が異な っ て い た が， こ れ を

学術用語確立の ア プ ロ ー チ ， す な わ ち 意味 を 優先す る SA が多 い の か， 音 を 優先す る PA が多 い の か と

い う 観点 か ら 見 てみよ う 。 4 .2 で ふ れ た TDM の よ う な 語葉 は， 英語 の 頭文字 を そ の ま ま 採用 し て い る

だ け な の で， こ れ を 含む語葉 は こ こ で は分析対象か ら 除外す る 。 日 本語の 場合， 和語 お よ び漢語で示 さ

れ た 語葉 は， そ の 事象 や 概念 の 意 味 を 元 に し て ， 該当 す る 日 本語 の 語葉 を 当 て は め た も の で あ り ， SA 

に よ っ て で き た 語葉で あ る と 考 え る こ と が で き る 。 一方， 外来語で示 さ れ た 語葉 は ， す べ て カ タ カ ナ 表

記 の 語葉で あ り ， こ れ は元に な る 外国 語の 音声 を 日 本語 の 音韻 ・ 表記体系 に 当 て は め て 表 し たもの な の

で， PA に よ っ て で き た 語葉 と な る 。 同 様 に ， タ イ 語 の 場合 も ， 純 タ イ 語 お よ び イ ン ド系借用語で表 さ

れ た 語葉 は SA に よ る 語葉， そ の 他 の 借用 語 は PA に よ る 語葉 と な る 。 混種語を形成す る そ れ ぞ れ の 語

葉 も 含 め て ， こ の S Aか PA か と い う 基準 で見直 し て み る と ， 表 6 の よ う に な る 。 3 節 で ふ れ た よ う に ，

ク メ ー ル語か ら の 借用語葉 も タ イ 語へ の 同化 ・ 定着 の 度合 い が高 く ， 新 し い概念 を示す語を作る際 な ど

に も 積極的 に 用 い ら れ る こ と が あ る 。 そ こ で， タ イ 語の 内訳 に つ い て は ， ク メ ー ル語を そ の 他の 借用語

の 1 つ と み な した内訳 (A) と ， イ ン ド系借用語 と 同様 に 日 本語 に お け る 漢語語葉 の よ う な 役割 を 担 う 語

葉 と し て み な し た 内訳 (B) の 2 つ の 内訳 を 示した。

日 本語 の 方が タ イ 語 よ り も SA， PA の 割合 が少 し 高 く ， タ イ 語 は SA と PA を併用 し た 形 で形成 さ

れ て い る 語葉が 日 本語 よ り も 多 く は な っ て い る が， 日夕イ 語 と も に SA の 割合 が 高 い と い う 似 た 傾 向 を

示す こ と が わ か っ た。

表6 用語の翻訳のされ方で見た薬学用語の内訳

SA 

PA 

SA + PA 

計

5 ま と め と 今後の課題

636 (78.5%) 

91  ( 1 1 . 2%) 

83 (10 . 2%) 

810 

本稿 の 分析で以下の よ う な こ と が わ か っ た。

544 (69 .7%) 

68 ( 8 .7%) 

168 (21 .5%) 

780 

591 (75 .8%) 

67 ( 8 .5%) 

122 (15 .6%) 

780 

( 1 )  日 本語 の 薬学用 語 は ， 漢語語葉 の 用 語 が 占 め る 割合 が 高 い。 逆 に 和語 は ほ と ん ど用 い ら れ て

い な L 、。 外来語の 占 め る 割合 は 約 1 割で， そ れ ほ ど多 く は な い。

(2) タ イ 語 の 薬学用 語 は ， 混種語 が半数強 を 占 め て い る 。 混種語の 中 で は， 純 タ イ 語 と イ ン ド 系

借用語 の 組 み 合 わ せ が最 も 多 い。 混種語以外 で多 い の は純 タ イ 語 の 語葉で， こ れ は国 家 と し て な

る べ く 純 タ イ 語の 使用 を進 め よ う と い う タ イ の固 と し て の 方針の影響が大 き い と 考え ら れ る 。

(3) 語種別 に 見 る と ， 日 本語 と タ イ 語 の 薬学用 語 の 分布 は 類似性が な い よ う に 思え る が， 用 語確

立 の ア プ ロ ー チ の観点 で見 る と ， 両言語 は比較的似 た ア プ ロ ー チ の 様子を見せて い る 。

本稿 で は ， 日 夕 イ 語 の 薬学用 語 を 語種 お よ び用 語確立 の ア プ ロ ー チ と い う 2 つ の 観点 で 見 て き た が，

両言語 の 薬学用 語 の 実態を よ り 詳 し く 把握す る た め に は ， さ ら に さ ま ざ ま な 点 か ら の 検討が必要 で あ る 。
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ま ず は， 日 本語 に お け る 漢語， タ イ 語 に お け る イ ン ド 系借用 語葉 と も に ， 日 本 あ る い は タ イ で新 た に 作

ら れ た 和製漢語， タ イ 製イ ン ド系借用 語が あ り ， 日 夕 イ 語 の 薬学用語 に こ れ ら の語葉が ど れ ぐ ら い含 ま

れ る か と い う 点 を調 べ てみ る 必要 が あ る 。 次 に ， 両言語の 薬学用語が ど れ だ け 共通す る 部分 を 有 し て い

る の か， つ ま り ， お 互 い の 薬学用語 を 知 ら な い 日 夕イ の 薬学研究者が， 他 の 言語 の 用 語 を 使 う こ と な く

ど れ だ け 理解 し あ え る か と い う 点 で あ る 。 日 本語 と タ イ 語 は言語的 に も 異な る の で， 共通す る 部分 は 少

な い こ と が予測 さ れ る が， も し ， 共通す る 部分が あ る と し た ら ， そ れ は ど の よ う な 部分か調べ て み る 必

要 が あ る 。 3 番 目 に ， 両言語 の 薬学用 語 の 難易 度 に は ど の 程度 の 差が あ る の か と い う 点であ る 。 そ れ ぞ

れ の 言語 の 基本語葉の理解 だ け で ど れ ぐ ら い の 薬学用 語が理解で き る の か， こ れ も 調 べ て み な け ればな

ら な い。 日 本語 の 薬学用語 の 難易度が把握で き れ ば， 日 本で、薬学を 学ぶ留学生が ど れ ぐ ら い の 語葉の知

識 を身 に つ け れ ば よ い の か と い う 指標が提示 で き る と 思 わ れ る 。 4 番 目 に ， 薬学の研究 ・ 教育の 現場で

は実際 に ど の よ う な語葉が使 わ れ て い る の か と い う 点 で あ る 。 本稿 の 分析で デ ー タ を抽出 し た の は， 日

本 お よ び タ イ で発刊 さ れ て い る 学術用 語集で あ る が， 薬学分野の 入門書， 概論書 は 実 際 に 用 語集 に 掲載

さ れ た 用 語 を 用 い て 書 か れ て い る の か， 講義 や ゼ ミ ， 学会な ど で も そ れ ら の 用 語が使わ れ て い る の か，

実態を調査す る 必要 があ る 。 そ の 際 に は， 両国 の 薬学教育 の 歴史的発展 に も 目 を 向 け る 必要 が あ る だ ろ

う 。 こ れ ら の観点 を踏ま え て 分析 を続 け て い き た い。

付記

本稿 は， 科学研究費補助金 (若手研究 (B)， 課題番号 : 20720137， 課題名 : 薬学分野 の 学術用 語 の 日

夕イ 対照研究一日夕イ 英薬学用語辞典の 開発を 目 指 し て ) の 助成を 受 け て 行 っ た研究の一部であ る 。

注
1 ) 国立国語研究所 (1981) で は ， 難易度 の差を求めるため に ， 当該言語の 基本語 と される語葉 と 意味や形の 上で

どれぐ ら い関係を持っているか と いう基準を定め， I意味づけ 」 と 呼んでいる。 また， こ の 意味つeけ と いう基

準を も と に して， 学術用語 と 基本語葉の 「へだたり度」 を求め， へだたり度 の 高い分野あるい は言語 の 学術用

語 は難易度が高い と している。 意味づけ， へだたり度 の 2 つの基準を用いて， 日 ， 英， 仏， 独， 露の5言語の

間で物理学用語 の比較を行った結果 は ， 英， 仏， 独， 露， 日 の 順 に 基本語葉 と の へだたりが大きい (つ まり，

難易度が高 L 、 ) と している。

2 ) タイ語 の 発音表記 は ， 富田 (1997) を参照 し た。

3 ) タイ語の場合 は ， 原則的 に すべてタイ文字で撮 ら れるが， 純タイ語語量の綴り に は通常使用されな い文字が使

われたり (インド系言語， クメール語か ら の借用語量) ， 借用元の 語葉の綴りや発音 に 合わせて綴るこ と によっ

て， タイ語で は発音され な い文字が現れたりする (インド系言語， クメール語， 英語などか ら の借用語葉) の

で， 綴りを見ればある程度 その語の 語種がわかる。

4 ) 実際 に は， 複合語や句 も Iつの項 目 と して掲載されている場合があるので， I語」 と いうより も 「項 目 」 と 呼

ぷ方がふさわ しいか も しれないが， ここで は便宜上 「語」 と し ておく。 日 本語やタイ語の 用語 について も 同様

である。

5 ) タイ語の 語種 の 認定に は， 富田 (1997) を参照 した。

6 ) 王立学士院 の方針 に ついて は， 富田 (1997) に も 次のような 指摘がある。 「タイ国 の 学士院で はしば しば英語

の 術語 の タイ語訳を制定 し ており (以下略) J。 つ まり， タイは国家の政策 と して， 外来語 (借用語) と しての

英語術語の流入を防ぐため に ， タイ語で術語を制定 しよう しているのである。

7 ) 遠古シナ語， 古代シナ語の音韻の研究の進展以来， タイ語がそれ ら の言語 と 同系である可能性を指摘する研究

も ある。 ここ に 示 した語 に含まれるtI1 [yaaJ について も ， 遠古シナ語， 古代シナ語の 「薬」と関連がある可能

性 も ある (冨田 ( 1997) に参考情報 と して示されている) が， 閥系説 については ， 未だ確固 と した説があるわ

けでは な く， 借用関係 も はっきり していないので， ここで は その関連性 は考えな い も の と する。
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