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パ リの学 生T .H.に よる正 綴論 訳述

福 井 秀 加

ノル マ ンデ ィ公 ウィ リア ムのイ ン グラソ ド征服は そ の後 少 くとも3世 紀余 の間,イ ン グ

ラソ ドの支配 階級 の言 語 を フラ ソス語(最 初 は主に ノル マ ンデ ィ方 言)と 変 えた のであ っ

た。 この フ ランス語 は西部 ・北 部 方言を 基盤 とし,大 陸 の フラ ンス語 と異 な る発達を 遂げ

るので,言 語学 上 ア ン グロノル マ ン又 は ア ソグ ロフ レンチ と呼ぶ ので あ る。

イ ン グラン ド王で あ りなが らフ ラソス大 陸 に広 範 囲の領地 を所 有 して いたヘ ン リー二世

(1154--1189)は アキテ ー ヌの エ レオ ノ ールを王 妃 に迎 えて 領土を 更に ス コ ッ トラ ン ドか
亀

らピレネにまで拡げ,西 ヨーロッパにその勢力を誇示 したのであ った。 このヘン リー二世

の宮廷は英国の歴史に重要な意味をもた らした。以後中世全期に亙 って地中海文明 と密接

な交渉を維持するよ うになったか らである。彼の宮廷には各地か ら学者,詩 人,騎 士が集

ま り,文 学作品その他 アングロノルマ ソ語に よる作品も数多 く作成 された。

しか しジ ョン王(1199-1216)の 治世 にアキテーヌ,ガ スコーニュを除 くフランスの領

地が失われたとい う政治的事態の変化は一つの引 き金 となって アングロノルマソ言語を徐

徐に衰退へ とむかわせる。13世 紀半ば となるとイングラン ドに広 まっていた アングロノル

マソ語,ま たその文学は最盛期に達す るのであるが,こ の言語は,し かしなが ら,大 陸 フ

ランス語 とは異なる,島 喚フランス語 となって,時 の経過 とともに大陸 フランス語 との壁

開を深め,誰 の母語で もな くな り,学 習 しなけれぽな らない言語 となっていたのである。

イソグラソ ドに おけるフランス語の優勢 は14世 紀半ば ごろか ら次第に衰えてゆ く。 しか

し,14世 紀になるとイングラン ドではフランス語の学習 が 奨励された。 政治的見地 か ら

み ると,そ れはエ ドワー ド三世が フランスの王位継承権を主張 して英仏百年戦争を勃発さ

せた時期であった。 フランス との関係を緊密にす るための先kへ の配慮でもあったのだろ

う。

13世紀 より14世紀にかけてイングラン ドのイギ リス人 のために,フ ランス語教本が相当
0

数作 られ た らしい。現 存す る最 も古 い フランス語教 科書(ア ング ロノル マ ン語 と言 って よ

い)はWalterdeBibbesworthがEssex洲 のWilliamdeMunchensyの 奥方 に献呈

した ものであ る。彼女 は孫娘 のDionysiaに フ ラソス語 を教 え るため に教科書(語 彙集)
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の 作 成 を 依 頼 した と言 わ れ て い る 。(BibbesworthのTreatiseに つ い て は 拙 稿 大 手 前 女 子

大 学 論 集 第9号,第15号 を 参 照 さ れ た い)こ の 時 期 に は,衰 退 し た 島 喚 語 を よ い フ ラ ン ス

語 へ と 復 帰 さ せ る た め に,正 字 法 論 や 文 法 書 が 多 く書 か れ た 。

L

最 も普及 した教 本は14世 紀 半 ばに作 られたOrthographicGallicaで あ った。 これ は

ラテ ン語 に よる フランス語文 字論,正 綴 法の書 で文法書 と言え る ものであ る。 この種 の文

法書 にはOrleans出 身 の司教 座聖堂 参事 会員Coyfurellyの 編 纂 した フラソス語正書法 に

③

関 す る 論 文TractatusOrthographieGallicaneも あ る 。 そ し て,Coyfurellyが 原 典 と

　

した と推測 され るTractatusOrthographiaeも 現存 してい る。 これ はParisで 勉 強 し

た とい うT.H,の 頭文字 を持つ学生 が作成 した。 これ らは フ ラソス語教本 として初期 の も

のであ るか ら文法 の記 述は漠然 とした曖昧 な ところが多 いが,当 時 の アソ グロノルマ ン語

の実態を知 る上で貴重 な文献 であ る。何 となれば教 本は大陸 フラソス語 を正 しく示 そ うと

してい るけれ ども,そ の説 明には教本の著者 や注釈者 が身近 に親 しんで きた言語,即 ち ア

ング ロノルマ ン語 の特徴 が随所 に現われ て きてい るか らであ る。 しか し彼等 は フ ランス語

の地 方的 な差 異に留意 しよ うと心 掛けた。Tractatusに はGallicumとRomanicumと

の音声 状況 の相異 も説 明 され,特 に イン グラン ド人 の フランス語 発音や書法 につ いて も言

及 されて い る。

0
本 稿 は 現 存 す る フ ラ ン ス 語 文 法 論 の 中 で 一 番 古 い も の で あ ろ う と 見 倣 さ れ るTractatus

Oプ 躍ogγ 妙 痂 α80fT.H.,ParisiiStudentisを 翻 訳 し,ア ン グ ロ ノ ル マ ン語 の 実 態 を 推

測 さ せ 得 る 個 所 や,曖 昧 な 個 所,明 ら か な 間 違 い の 個 所 に は 注 釈 を ほ ど こす こ と と し た 。

翻 訳 に はM。K.Popeed.,THE`TractatusOrthographiae'ofT。H.,PARISIISTU・

DENTISを 基 と し,後 掲 の 写 本BritishLibraryAddit.17716f.88・-91・ を 参 照 して い

る 。 な お,筆 者 の コ メ ソ トは*印 を 付 し て 原 文 と 区 別 す る 。

訳

誰であれ援助に欠けている者がすみやかに助けを得たい と期待 しているところで私はそ

れを扶ける。とい うのは,若 い時に様々な能力を もって花咲かそ うと多 くの老が望んでい

るか らだ。それはち ょうど様kな 木 と草木の力を立派に植え込んである庭が初夏に屡々果

実をみの らせ,薫 り高い香気を酸郁 と漂わせ るのを見るようなものである。

従って,一 つに して三つの位におわ します三位一体のお導きにより,私 は力及ぼざる老

ではあるがガ リア人の言葉とガ リア語の規則に従った文章の形を守ろ うと意図する。そし

てまた,海 の此方の国kと 同様,海 を越 えた国kで 現在生活 している人達の慣習に従 って

それをや さしく説明する。草木の枝kは その習性 と知識によってまず花開き,つ いで他の

枝の中において も花は美 しく現れ得るであろ う。すべての王の寛容のお蔭に よって。
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〔コメン トには以下*印 を付す〕

1.ま ず最初 に,文 字 の中の あ るものは母 音 で,あ る ものは子 音 であ る と知 るべ きだ。 母

音は5つ,即 ちa,e,i,oとuで あ る。 それ らが母 音 と言われ るの は,お のず か ら完

全 な音 を持 ち,そ れ ら無 くして は如何 な る文字 の音 も発音 され得ぬ か らで あ る。

これ らの五つ の母音 の うち,二 つ は子音 の性質 に移 行す る。即 ちiとuで あ る。 それ は

それ らがあ る音 節 の始 めに置 かれ,そ して後 続母 音 と同 じ音節 を作 る時だ。 例 えば:

iuere,vaulter,iouster,verserな ど。 また,同 様 の言葉 にあ って も同 じで あ る。

*iとuと が半母音になる場合の説明。

2.時 にAは ほ と ん ど 字 母eの よ うに 発 音 し な け れ ば な ら な い と い う こ と を 知 る べ き で あ

るQ即 ち:

Sauezvouzfaireunchauncoun.(詩 歌 が つ くれ ま す か)

SauezvoustrairedePark.(弓 が ひ け ま す か)

Sauezvousrairelabarbe.(ひ げ を 剃 れ ま す か)

な ど,そ し て こ れ に 同 様 の 場 合 で あ る 。

*こ の記 述に おいて はAと 書 くの は不 正確 であ って正 し くはaiと 書か ねぽ な ら

ない。 ア ング ロノル マ ンの 綴 りaiとeiの 互換 性 につ いてはM.K.Pope「 ア
⑥

ン グ ロ ノ ル マ ン 語 」[47.1.-2.]に 記 載 さ れ て い る 。 二 重 母 音ai,eiは 水 平 化 さ

れ て[ε]の 音 価 を 持 っ て い た 。Pope:[35.3.1.0.,35.3.3.0.]

(a)次 の よ うな言葉:a,ena,お よびia,が 動 詞habetと して理解 され る時,そ れ

らはいずれ も同 じ意味 であ る。

そ のあ とに文字dを 添 えず に書 かね ば な らな い。 従 ってa,ena,と 書 くときdを 付 す

人は 間違 ってい る。何 故 な らば ガ リア人(gallicos)に よる とdは 決 して書 かれ もせず,発

音 され も しないか らで あ る。

*語 末 にdを 付す のが 間違 ってい る とは言 い切れ ない。adと 書 くのは 古形 であ

って語源 的には ラテ ン語 の語末子 音 を保 持 して い るこ とであ るか ら。 ア ン グロノ

ル マ ン語(以 下ANと 略す)の 特 徴 として は この古形 が多 く見 られ る。Pope:

[38.1.1.3.-4.]こ れは ア ング ロノルマ ン の一面 の保 守性 で あ る。secundum

gallicos(ガ リア人 に よる と)と い う表現 は大陸 フ ラソス人を指 してい るのであ ろ

うが,正 確 には どの地 方 の人kを 示すか は不 明瞭で あ る。
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(b)次 の よ うな 言 葉:aura(彼 は 持 つ だ ろ う)enarray(私 は そ れ を 持 つ だ ろ う)は 語

の 真 中 にeを 発 音 せ ず[ま た 真 中 のe無 し に 書 か ね ぽ な ら な い]美 し い フ ラ ン ス 語 に よ れ

ばvな し に 発 音 す る 。 そ し て こ の よ うに:aray,enarrayと 発 音 し,こ の よ うに 書 き 得 る 。

しか し,ロ ー マ 人(Romanici)ブ リ タ ニ ア 人(Britannici)ア ソ グ リア 人(Anglii)は

真 中 にeを 添 え て 同 じ語 を 次 の よ うに:aueray,j'auerayと 書 く。 そ し て 同 様 の 言 葉 に あ

っ て も 同 じ で あ るQ

*こ れ はANの 顕 著 な特 徴 の一 つで あ る渡 り音eをvとrの 間に挿入す る と い

う現実 を示 して いる。 この現実 を7'ractatusOrthographiaeの 作 者は指 摘 し,

矯正 せん とす るのであ る。 しか し,arayと 書 いて もよい し,arrayとrrの 綴 り

を もって書 いて も同 じだ,と い う記述 もANの 特 徴で あ る。 ローマ人,ブ リタ

ニア人,ア ン グ リア人 とい う記述 も,ど の民族 を 正確 に指 してい るのか 判然 と

しない。 作者 は美 しい フ ランス語dulcegallicumを 専 ら 記述 しよ うと意 図 して

い るけれ ども,作 者 自身 の中 に大陸 フランス語 とAN語 との混 乱が あ り,往k

に してANの 特 徴 を 「美 しい フ ラソス語」 と解 して い る ら しい ところがみ られ

る○

3.Bは 語 の 真 中 で は 発 音 し な け れ ば な ら な い 。debriserやtrubulerな ど の よ うに 。 但

し 次 の 言 葉 は 除 く:debt,endebt,subgetや,同 じ く こ れ ら の 動 詞doubter,redoubter,

substituero

そ し て ま た,同 様 の 語 に あ っ て はBは 真 中 に 書 か れ ね ば な ら な い が,発 音 し て は な ら な

いo

*ANで は 語 中 のbを あ る も の は 発 音 し,あ る も の は 発 音 し な か っ た よ うだ 。

substituerはsoustituerと,substanceはsustanceと 共 存 す る 。 英 語 に お け る

借 用 はOEDの 初 例 にca1300:CursorMundi9762行 のsubstanceが 見 ら れ

る 。

4.Cは し か し 語 中 で ま たsの 音 を 持 つ 。 次 の 語:ca,pica,recoi,frauncois,rauncon,

chauncounな ど と 同 じ く 。 そ こ でsを 書 く者 は 間 違 い で あ る 。

*ANで はsの 音 価 を 持 つcの 場 所 にsの 綴 り も 現 わ れ て い る 。 例 え ばfransois,

o任is(office)な どQ
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5.Eが 語 の 中 で 消 失 し,jeoaime(私 は 愛 す る)やjeoeusseloie(聞 く こ と が で き よ

う)や 同 様 の 語 に お け る よ う にeの 後 に 続 く語 がa,e,ま た はoで 始 ま る 時,eは 完 全

に 削 除 さ れ る 。 そ し てjaime,ieousseloieの よ うに 二 つ の 語 か ら 一一つ の 語 が 作 ら れ る 。

し か し 子 音 の 性 質 に 移 行 す る 母 音 は こ の 規 則 に 従 わ な い 。

*問 題 はjeoのeがaime,eusseの 前 で,1eのeがoieの 前 で 消 失 す る こ と を

論 じ て い る の で あ ろ う。 ま た 例 文ieousseloie(jeo/usse/1'/oie)に あ っ て はusse

に 対 す るeusseの 語 頭 のeの 省 略 も 考 え ら れ て い た の か も しれ な い 。 ま た,oie

が`鳶 鳥'で あ れ ば こ の 場 合 はANの 特 徴 で あ る と こ ろ の1aに か わ るleのe省 略

と い う こ と だ 。Pope:[63.3.]

6.Gが 語 の中 で母音 と子音 の間 に置 かれ る とほ とん どngの 音を持 つ:compaignoun,

compaignの よ うにで あ る○

*こ の 記 述 に あ っ て はngの 音 が 不 明 で あ る 。nの 硬 口 蓋 音[n]の 表 記 に 一 定

の 法 則 が な い 。gn,ngnの ど ち ら の 綴 り も 現 存 し た 。[n]音 は 英 語 の 借 用 語 に

あ っ て は 受 け 入 れ ら れ 難 い 音 で あ っ た 。ANで は[∫1]が[n]に 移 行 し て い る 例

が 散 見 さ れ る 。Pope:[38.2.1.0.]は 次 の 例 を 挙 げ て い る 。

O

Brendan235-6plein-desdeign,2i5-6feignent-peinent,591-2semaine-

cumpaine,713-4meinet-enseignet.

7.Hは 文 字 で は な くて 気 音 の 記 で あ る 。 例 え ぽ 次 の 語 に お け る 如 く:heitez,haiez,

huis,hors,hounte,honye,hopeland,herd,harde,aherderこ れ ら で はhは 常 に 発 音

さ れ て い た 。

し か し 次 の 語 で はhを 発 音 して は な ら な い 。huit,huie,hier,heyer,heur,hostiller,

he,helas,honourそ し て 同 様 の 言 葉 に お い て も 同 じで あ る 。

*大 陸 フランス語ではゲルマン語起源の語において も13世紀には気音のhは 発音

されな くなっていた。ANに あっては英語の音体系の影響がみ られたと思える。

8.1と そ の 他 の 母 音 は 語 中,二 つ の 子 音 間 に は さ ま れ る か,母 音 と 子 音 の 間 に は さ ま れ

る か,あ る い は 語 の 最 後 に お か れ た 時,両 方 の 音 を 持 つ よ うに な る 。

biens,riens,ciens,liens,meins,eins,ioie,voie,arraierな ど,こ の よ う な 場 合 で

あ る 。
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*上 述 の 記 述 はiが 二 重 母 音 の 一 つ の 要 素 と な る こ とを 言 う の で あ ろ う。iが 半

子 音(半 母 音)と な る 場 合 で はbiens,riens,ciens,liensに お け る よ うにien

は 半 子 音[jen]と な り,半 母 音 と な る 場 合 で はmeins,einsに お け る よ うに

[ejnコ と な る 。ioie,voieで は[oj],arraierで は[ajコ と な る と い う こ と ら し

い ○

9.Lは 語中に あ って母 音が直 ちに続 くとき,個 有 の音 を保 持す る。例 えぽouelement,

parlantに おけ る場 合 であ る。 しか し子 音が次 に続 くと1はuの 音 を 持 つ:loialment,

principalmentの よ うにで あ る。 ここでた だilsと い う語 だけ は例外 とす る,こ の語 で は

1はu音 をほ とん ど持 た ない。

ilsvountenscamble.(彼 等は一緒 に 行 く)

ilsountfait.(彼 等 は成 した)

Lが また語末 におか れ,そ して次 に くる語が子 音で始 まる と,1は 個有 の音を失 い,uの

音 を保つ 。

1'amiralld'engliter(英 国の将)

chiualtsorelt(栗 毛 の馬)

feldemakerellmauezest。(鮪 のは らわた は悪 い)

bealfitz(美 しい子息)

しか しまこ とに次 に くる語 が母音 で始 まる と1は 個有 の音 を保 つ 。

multaultre(多 くの他の もの)

multamy(多 くの友人)

loialhorn(忠 実 な者)

tielusage(そ の よ うな用 法)な どが ある。

また しか し,1が 単 音節 の語末 に置かれ,そ のあ とに子音 がす ぐ続 くとU音 を持 た ない。

ils'enestale(彼 は行 った)

ielevoiltben(私 はそれを とて も望 む)

これ は 同様 の言葉 に おいて も同 じ。

*子 音 の前 で1がUの 音 を表わ して いたため に,フ ラソス大 陸で は1の 代 りにU

と書 くよ うにな った。上述 の例文 にあ っては子 音の前 の1の 発音 の 混 乱 を 示 し

てい る。例 えぽbelの 綴 りに も幾通 りかがみ られ る。beal,beau,beau1,beu,

beel,biauな どであ る。 語末 の1は 子 音が続 くとuの 音 にな る と例題 は示 してい

るが,ANに おい ては語末 の1が 多 くの場 合個有 の 音 を持 っていた 可 能 性 は 強

い。 しか し,例 文ielevoiltbenに おけ るvoiltで は1が どの様 な音価 を示 し
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て い た の か 不 明 で あ る 。

10.Nは1人 称 複 数 に お け る 任 意 の 動 詞 で はmの 場 所 に 書 か れ,そ し てmの 音 を 持 つ 。 例

え ぽ:aymons,enseignons,lisonsな ど の 場 合 で あ る 。 同 様 に 子 音 の 前 で も ま たmと 発 音

さ れ る べ き で あ る 。

ensi,penser,sentiere,envoiere,entiere,coumaunder,vendersdyの 如 く で あ る 。

*1人 称複数動 詞 の活用 語尾 は ‐onsで あ って 一 〇msで は ない。例 題 の綴 りは

正 しいが 一〇msのmの 場 所 にnが 書 かれ てmの 音 を持つ とい う記 述は極 めて興

味深 い指摘 であ る。ANの 特徴 で あ る語 尾 ‐omsを 使用 していた であ ろ う と い

う事 実 が うかがわ れ る。Pope:[74.1.]ま た,s,f/v,t/d,と い う子音 の前で

nをmと 発音す る とい う現 象 もANの 特 徴で あ ろ う。

11.Pは 単 音節 の語で二 子音 問にあ る ときは音 を持 たな い:temps,corpsな どであ る。 そ

して これ らの語 お よび他 の類似 の語 において はPを 省 略 して次 の よ うに書 いて も間違 いで

は ない。

tens,cors,semagnな ど,そ して同様 の語 も同 じ。

12.Qは フラソス語 の綴 りに よる と,あ る語 にお いては二 つの母 音が直後 に続 くので なけ

れば 書 いてはな らない。 即 ちqui,que,quarな どで あ るが,同 様 にqの 代 りにkを 書 いて

も よい。 また,quarと い う語 につい てはk,q,cを 区 別な く,書 く人 の思 いの ま まに

書 いて も よい のであ る。

*ANで はqに 代 るkの 使 用 が 往 々 に し て 見 られ る 。desqueの 代 りにdekes,

jesqueの 云 り にjekes,kes(que+les)な ど も あ る 。pope:[cf.46.]

13.Rは 時 に語 末でr音 を保 持 し,時 にはzと い う音 を持つ 。

vuilezvouzaler(貴 方 は行 きたいの です か)又 は

voilezvousalezで あ る。 同様 の言葉 にお いて も同 じ。

*[r]は 母音 間で[z]と な る現 象が あ る。 上記 の 記 述は この 現 象の影響 とも

考 え られ 興味 のあ る言 及で はあ るが,語 末 で母音 に先 行 しない と き,alerがalez

とな る音変化 はな い と考 え られ るo
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14。 単 独 のSは 直 後 に 子 音 が 続 く場 合,語 の 中 間 に お い て は 発 音 し て は な ら な い:

tresredoubte,tresnoble,sisme,dismeな ど の よ う に 。[ア ン ダ ー ラ イ ン 筆 者]

こ の 規 則 か ら 次 の 語 が 除 外 さ れ る:

prosperite,chastelt,chestaine,substance,meschaunt,obstant,augustus,instance,

register,sustenance,espirer,sustener,substituer,escharn,transgliter,enspirer,des-

charger,estauncher,estendre,espaundre,peschere,constrayner,despenser,escuter,

こ の 種 の 全 て の 名 詞 と,ど の 様 な 方 法 に せ よ そ れ か ら 派 生 し た 副 詞,動 詞 そ れ ら に お い て

は 子 音 が す ぐ 直 後 に 続 い て もsは 常 に 発 音 し な け れ ば な ら な い 。

*記 述は不明確である。sを 発音す る語 として掲げ られている上記の語を現代発

音規則に照合すると,語 中のsを 発音す る場合 と,発 音 しない場合に分かれる。

母 音 が 直 後 に 続 く と き は,sは 固 有 の 音 を 完 全 に 保 持 す る:

tresexcellent(ま こ と に 卓 越 した),treshautisme(い と 高 き)

treshonoure(畏 敬 す べ き),treshumble(い とつ つ ま し き)

な ど の よ うに 。

*固 有 の音sonumpropriumと い うのは 無 声子 音の[s]で あ るのか 有 声子音

[z]で あるのか,不 明であ る。

複合 字ssは 語 中におか れ る場合 常 に発音 しなけれ ば な らない

poissoun,puissauntな どの よ うに。

*無 声子 音の[s]と して であろ う。

も し単 独のsが 語末 に置か れ る と,そ れ らの語 がた とえ代 名 詞,動 詞,接 続 詞又 は前置

詞 であ ろ うと,次 に子 音で始 まる語 が続 く時に は 自己の音を最 少限 に保 つ:

dieuvouzsaveetguarde(神 が貴方 を救 い護 られ ん ことを)

vouzsentezvoussainzencoer(ご 気分 は よろ しいのですね)

VOilleZVOuzmanger(召 し上 りますか)

vuillezvouzjuer(競 技 をな さい ますか)

な どの よ うに。

*自 己の音 とは無声か有声かは不明であるし,最少限にminimeと い う表現 も曖
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昧 で あ る 。 綴 り に はSとZと の 混 同 が 見 ら れ る 。

しか し,も し次 の語が母 音で始 まる と,そ の時sは 発音 しなけれ ぽな らない。 この よ うに

auezvouzfait(で きま したか)

vouzempri(ど うぞ)[ア ンダー ライ ン筆者]

seiezvouz(お 坐 り下 さい)

iaestezvouzundeeaux(貴 方 は既 に彼 等の一人 です)

そ して同様 の もの もまた同 じ。

*上 記 の 説 明 に 対 しauezvouzfaitとseiezvouzの 二 例 は 適 当 で は な い 。

しか し分詞,形 容詞,名 詞そ して感 投詞 においては,単 独の語末 のsは もし子 音が直後

に くると 自己の音を保持 せねば な らな い。 この よ うに:

vouzauezassezdeviand(貴 方 には肉が十分 あ ります)[ア ン ダー ライ ン筆者]

jeosuiassezbenamezdemezservauntz(私 は使用 人た ちか ら大変慕わ れ てい る)

Ioiezsoitdieux(神 はあが め られ るべ し)

そ して同様 の もの もまた同 じ。

*綴 りに は 再 びsとzの 混 同 が 見 ら れ る 。assezの 綴 り に はassesも あ っ た 。

assezのzをs音 と し て 発 音 さ せ る と い う記 述 も 興 味 深 い 。mezservauntzのmez

のzも,10iezsoitdieuxのloiezのzも 無 声[s]又 は 有 声[z]で 最 少 限 に

発 音 す る こ と と な る の か 。

15.Tが 語末 に置 かれ,次 の語が子音 で始 まる時は,自 己の音を完全 に消 さなければ な ら

ない:

qu'estceoqu'ildist(彼 は何 と言 ったのか)[ア ンダー ライ ン筆者コ

itestprest(用 意が で きた)

ilnepoetchaloyre(必 要で はあ り得 ない)

ilfuisttoutesbaye(彼 はす っか り驚 いて逃げ た)

il丘StqUeSage(彼 は賢 明に振舞 った)

iln'iaquevaniteencestmound(こ の世 には虚 栄 しか ない)

また同様 の場合 も同 じであ る。

しか しtは 時 には この規則 に反 す る ことな く自己の音を語末 にお いて持 つ:

astufaitprestnostresopere(我kの 夕 食 の準備 はす っか りで きま したか)
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ilprentdeuxmarczparan(彼 は 毎 年2マ ル クを 得 る)

nosvesinsnousaymentben(我kの 隣 人 は 我kを 非 常 に 愛 す る)

ilboittropehault(彼 は 大 酒 飲 み だ)

ilpuitmalement(彼 は 悪 臭 を 放 つ)

こ れ ら お よ び 同 様 の も の に あ っ て は,次 の 語 に お い て 子 音 が 直 ち に 続 こ う と もtは 個 有 の

音 を 保 つ 。

*tが 時には語末で 自己の音sonumsuumを 保つとい う現象は中期 フランス語

の時期 まで見 られるのであろ うが,上 記の記述はち ょうど語尾の子音が発音 され

な くなってゆ く過渡期の現象を示 しているようである。

(a)名 詞 と現在 分詞 の単数 にお いてtで 終 るすべ ては複数 に おいてtを 失 い,sま たは

zを も って書 かれ,発 音 され る:

単数 におけ るsaint,faisaunt,alantは 複数 ではsains,faisauns,alansと な り,ま た

同様 の語 も同 じで あ る。

*語 末 のtに 複数 を表示 す るsを 付す 場合,tsはzと 表記 され るのが,古 フラン

ス語 の規 則で あ った 。故にsを 書 くとい うこ とは正 し くない 。 す なわ ちsainsは

sainzと 書 くのが 正 しいのだ が,tsはsに 移 行 した の でAN第2期 にお いては

z,sが 相互 に交換 され る よ うにな った。Pope:[50.]

語 中 のTは 常 に 完 全 な 音 を 持 ち,女 性 の 語 が 直 後 に 続 く と き は 次 の 如 くに な る:

Iezsaintezvirgesduciel(天 上 の 聖 女 た ち)

adtoutzetquauntezfoitzvouzplerravenir,vousserrezbienvenuy

(お 越 し に な りた い 時 は い つ で も 貴 方 を 歓 迎 し ま し ょ う)

beaucopdezfemmezenLoundrezsountmerchauntz

(ロ ン ドソ の 多 くの 婦 人 は 商 人 で す)

ま た,同 様 の 語 も 同 じ で あ る 。

*こ の 時 代 で はtoutz,merchauntzはtoutez(toutes),merchauntesと 綴 る べ

き で あ ろ う 。

(b)ガ リ ア 語 に よ る と 次 の 語 でtは 省 略 さ れ る:1iz・pounz・porpoinz・ そ し て ま た ・z

ま た はsを 伴 っ た い くつ か の 語YT`.あ っ て も 同 様 。
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*こ の 場 合tsはzと 表 記 す る と 書 か な け れ ぽ な ら な い だ ろ う。 本 来 の 語 尾tに

C.Sの 格 語 尾Sが 加 わ っ て で き たZと 複 数 の 場 合 とが あ る 。

し か し,ガ ス コ ニ ア 人(Vasconici)と ア ン グ リ ア 人(Anglici)はtを も っ て 書 く,こ の

よ うに:

amysountnozlitzfaitz[ア ン ダ ー ラ イ ン 筆 者]

(私 の た め に 我kの 寝 台 は 準 備 さ れ て い る)

sountnozporpointzprestez(我kの 胴 衣 は 用 意 さ れ て い る)

な ぜ な ら ば ガ ス コ ニ ア 人 は 決 し て ガ リア 人 で は な い か ら だ 。

*作 者に とって も,ま た 当時 の人 々に とって もtsをzで あ らわす とい うこ とが

充分 に理解 され てい なか った よ うで あ る。

(c)ガ リア語で用 い られている接続詞etに おけるtは 書かれてあっても発音 されない。

16.Lに つ い て は,doulz,ceulz,meulz,peaulzの よ うな 語 に お い て は1を も っ て 書 い て

も よ い し1な し に 書 い て も よ い 。

*古 フ ラ ン ス 語 に よ る とzは1sで あ る 。dolceは1な し にdozと 書 き うる 。

1+子 音 の 母 音 化 はANに あ っ て は 徐 々 に 進 ん だ 。Pope:[38.1.3.0.](18.を

参 照)

そ して1が 語末 に置 かれ,子 音 に先 立つ とき,1はuの 音 を持つ,例 えばveau1の よ うに。

しか しgentildecorpsや 同様 の場 合 もあ る。

*例 題gentilの1が ど の よ うな 音 を 保 持 し て い た か は 定 か で な い が,音 は 一 定 し

な か っ た ら し い 。

OEDが 初 例 と し て あ げ るgentilは1225年 に 借 用 さ れ て い る 。

Gentle(aj.)1225Ancr.R.166Noblemenandgentileneberetnowtpackes

(well-born)

1330R.BrunneChron.18$Gentilleofnorture,andnobleoflynage(courte-

ous)

17.Uは 語 中 に 置 か れ た 場 合,個 有 の 音 を 失 う,例 え ば:que,qui,quar,guerri,iangue
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quel,quatre,guereな ど の こ の よ う な 場 合 で あ る 。

18.Xは 語 末 に 置 か れ る とsの よ うに 発 音 し て も よ く,ま たzの よ うに 発 音 し て も よ い:

nochivalx(我kの 馬),chivelx,huiselx,ceulx,telx,doulx,meulx,こ れ ら の よ う

な 語 はX,Sま た はZの い ず れ か を も っ て 書 い て よ い 。 そ し て 同 様 の も の も ま た 同 じ。

*上 記 の 例 で はsをxと 考 え て い る 。xはusで あ る 。cf.F.Brunot:Histoire

delaZα η9π8ノ テαη9α ゴ58,t.1,DeZ'4ρ09麗latinealaKenai∬ance,Paris,

1966,p.523を 参 照 。

(a)こ のdieuxと い う字 は,時 にはxを もって書かれ,時 にはxな しに書 かれ るが,た

とx..書かれ て も発音 しない 二

dieuxvouzsave(神 が 貴方 を救い拾わ ん ことを)

dieuxsoitgardedevouz(神 力潰 方 をお守 り下 さ るよ うに)

*USに 当るXを,こ の時代 にはSと 混 同 して い る よ うで ある。

しか し呼格 に置 かれ る時,xは 音 を保 持す る,こ の よ うに

dieux,eiezpitedemoy(主 よ,私 を憐 れみ給 え)

*男 性単数主格語尾にはSが 付 されていたので,上 記の例文に よるとXをSと 理

解 していたことが分 かるであろ う。

そ して も し子音 が続 くときは,こ の よ うに発音 しな い

dieuxmercye(神 のお加護)

同様 の もの もまた 同 じ。

*こ の場 合dieuxは 斜格 と考 え られ るか らxは 不 要 であ る。

(b)こ のdoulzと い う語 は男性 お よび中性 において は語末 にxを もって書 かれ,女 性 に

お いて はcを もって書 かねば な らない。

*1はuに な っ て い た か らdulcisはdousと な る 。doulzに お け る1はhyper-

correctionの 結 果 で あ り,zはsに 対 応 す る 。 ま た,xはusで あ る か らdulcisは
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doxと も な る だ ろ う。 しか し12世 紀 ご ろ にxはsと み な さ れ た ら し い 。 従 っ て

男 性 形 はdouxと な る 。 女 性 はdoceな い しdouceで あ っ た こ と を 示 して い る 。

dolzに 対 してdozも あ る(16.を 参 照)

19.ouecと い う語 は 語 中 にsな し に い ろ い ろ と次 の 様 に 書 き 得 る:oueque,ouequesと ・

〔a}こ のSOlOnqueと い う語 はnに 終 っ て も よ く,ま たCに 終 っ て も よ い ・SO10nま た

はsoloncqueの よ うにcを 以 て 。 但 しcは 発 音 し て は な ら な い 。

(b)escue,esau(2),escuiele,cuilerと い う語 と ま た 同 様 の も の はcを も っ て 書 き,q

を も っ て 書 い て は い け な い 。

*当 時におけるqとcの 慣習的用法を論 じている。

20.Yは まことにどのような場合でもiと い う音を持ち,多 くの場合iの 代 りに書かれる。

それは飾 り文字のためである。特に個有の都市や村の名前,男 性または女性の名前,官 職

位階の名称においてそ うである。

*YV=つ いての当時の注 目すべ き見解であ る。 この使い方はAN独 特の もので

あろ う。

21.Zは 実 際 語 末 に あ っ て はsの よ うに 発 音 さ れ る ぺ き で あ る,例 え ばquerez,serchez

aimezな ど の よ うにo

22,先 に部分的に母音の ところで叙述 した よ うに次 のこ とを知 らね ばな らない。あ る単音

節の語が母音で終 り,次 の語が母音で始 まるその時は いつ も,そ の二つ の語 は発音では結

び合わ されねぽな らない。最初 の母音は書 いて も発音 して もいけない,こ の よ うに:

laabbeな い し1'abbe(修 道 院長)

1'on(人)な い し1aon

masdred'argent(銀 の盃)

j'aime(私 は愛す る)

また同様 の語 において も同 じ。

*abbeはabbeかabbaieか が不 明瞭で あるが1aとleの 混 同は考Z..られ る。1a

onの1aはonが 代名詞 とすれぽ誤 りである。1eと1aの 混同はkANに 見 ら

れ る特徴 であった。
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上 記 の 説 明 はaとeの 母 音 省 略 をla,de,jeに つ い て 論 じ て い る 。

23・ すべ ての動 詞 において その各 々の活用 語尾がsに 終 る場合 は書 き手 の 自由に まか せ て

sと 書 いて も よい しzと 書 いて も よい ,例 えば:

amez・veniez,ditez,lisez,pensezな どで あ る。

*sとzの 使用が現在 と異なることはk指 摘 して きた。一般 に動詞の活用語尾

がsに 終 るのは2人 称単数の場合であるし,zに 終 るのは2人 称複数である。作

者はこの差異 をどの ように認識 していたのだろ うか,明 らかではない。

またその性が どの ようであれ,eに 終 るすべての分詞はその分詞を派生 させ るもとの動詞

と異なって語末に二重のeeを 書かねぽならない。

*過 去分詞について説明 しよ うとしているのであるが叙述は不充分であ る。二重

のeeを 書 くのは女性単数語尾に限 られる。

この よ うに過 去分 詞ameeは 動 詞ameと 異 なるのであ り,enseigneeは 動 詞enseigne

と区別す るために書 く。 また同様 の語 も同 じであ る。

*ameお よびenseigneは1人 称,3人 称単 数現在形 で あ るのか,英 語 の不定法

の形 の類推 か ら,不 定法 と混 同 され てい るのか,不 正確 な記述 とみ な され る。

24.c,ffま た はgで 終 る名詞 は単数 にお いてはblanc,viff,longの よ うに,複 数 に お

いては,ガ リア語 に従 えば語末 にsを 付 して書か ねぽ な らな い。そ して完全 にc,ff,gな

どを除去 してblans,vis,10nsの よ うに書か なけれ ば な らな い。

*当 時 の習慣 をあ らわす。 しか し12世 紀 中葉 あ るいは も っと早 くか ら,屈 折 の

sの 前に 語幹末 子音 を導入す る 傾 向 があ り,例 えばvifshommes(発 音はvys

hommes)の よ うに書 いた。Pope:[57.1.2.]

25.siとseは 区別す る。 す なわ ち ガ リア語 のsiは ラテ ソ語のsicで あ り,ガ リア語 に

おけ るseは ラテ ン語 のsiで あ る。

26.ラ テン語に対応するすべてのガ リア語の単語はできる限 りラテソ語の書法に従 うべ き
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で あ るQPope[44.1.]

*OrthographiaGallicaも 次 の よ うに 言 う:「 た い て い の 場 合,ラ テ ン 語 で 書 い

て あ る よ うに,フ ラ ン ス 語 で も 書 け ぽ よ い 。 例}ば,computumはcompte,

⑧

septemはsept,prebendaはprebendre,opusはoepsの 如 く 。」 こ の 時 期 に し

て は 注 目す べ き 記 述 で あ る 。 一 般 に 大 陸 フ ラ ン ス に あ っ て は16世 紀 にHyper-

correctionの 傾 向 が 顕 著 に な る か ら で あ る 。ANの 一 特 徴precociteに 言 及 し て

い る と言 え る で あ ろ う。

27.ど の よ うな性 であれ 語末 にeeと い う二 重音 を持つ となるすべ ての名詞 は二 つ のeeを

もって書かね ぽ な らな い。例 えばpensee,privee,丘nee,rousee,vineeな ど・ ち ょ うど

上述 の過 去分 詞 の よ うに終 り,そ の よ うに発 音す る語につ いて も同様 であ る。
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