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中 世 イ ン グ ラ ン ドに お い て 最 も普 及 した フ ラ ン ス 語 教 科 書 と 見 倣 さ れ て い る の は14世 紀

前 半 に 作 成 さ れ たOrthographiaGα 〃露 α で あ る 。1E綴 法 で あ る か ら,教 本 に は 主 と し

て 語 の 綴 り方,発 音 が 示 さ れ て い る が,本 文 は 複 数 の 作 り方 や 動 詞 の 人 称 変 化,活 用,前

置 詞,冠 詞,代 名 詞,形 容 詞,副 詞 の 扱 い 方 な ど に も 言 及 し,論 述 は 統 語 論,文 章 法 に も

及 ぶ 。 しか し教 本 の 随 所 に ア ン グ ロ ノ ル マ ン 語 の 特 徴 を 持 っ た 綴 りや,曖 昧 な 文 法 の 記 述

が 見 られ る の は 事 実 で あ る 。 そ れ ら は と り も な お さ ず ノ ル マ ン 征 服 以 後 数 世 紀 に 亘 り イ ン

グ ラ ソ ドで 使 わ れ て い た ア ン グ ロ ノ ル マ ン 語(AN)の 実 態 を 示 し て い る 。

ANに つ い て の 貴 重 な 研 究 書 を 出 版 し たM.K.Pope博 」二の 大 著 み残 〃21加!カ2ω

Mo4θ フ1.renciω ゴ〃,-EspecialConsider・ αオゴo/z(JfAnglo-N∂ η〃α〃,Univ.ofMan-

chester,1934,rept.London1966.に はANの 詳 解 に 際 し てOrthograp/3ぬGallicaよ

り数 多 い 引 用 が な さ れ て い る 。(cf,M.K.Poperア ン グ ロ ノ ル ー一,ン語 」 英 語 学 ラ イ ブ ラ リ

ー(67)大 高 ・福 井 訳 述
,研 究 社,1984第3版)

本 稿 はOrthographiaGα 〃ゴω を 醗 訳 し て,ア ン グ ロ ノ ル ー一,ン語 の 実 態 を 示 す 個 所 や,

曖 昧 な と こ ろ,明 ら か な 誤 りの 個 所 に は 注 釈 を ほ ど こ し た 。 醗 訳 はJ.Stiirzingered.

OrthographicGalliea:AltesterTraktat劾6rF緬 η瀞5ど∫6加.4醐 ∫1うプα6加andUrtho-

grad)hie,Altfranz6sischeBibliothek1884,噸,rept.Wiesbaden,1968.を 基 と して い る 。

編 者 のStiirzingerはOrthographiaの 刊 本 を 作 成 す る に 際 し,現 存 す る4写 本,即 ち

BL.MSHarley4971,CambridgeUniv.LibraryMSEe.4.20,0xfordMagdalene

CollegeMS188,TowerdocumentinRecord-OfficeGr,1.415か ら 全 て の 異 本 を 並 記

し,HCOTの 記 号 を 付 した 。 謙 訳 は 編 者 の 刊 本 に 従 い 記 号 を 使 っ て い る 。 な お 筆 者

の 注 釈 に は*印 を つ け て 原 文 と区 別 して お い た 。

(H1)第 一一音節ない し中間音節に,口 を緊 張 させ て 発音す るeを 含む ガ リア語は,、}{二く場

合そのeの 前にiの 文 字を必要 とす る。例へ ば:bien(良 い),rien(物),chien(犬)と 。

(T1)ガ リア語 と言われ,そ の第一・音節 あ るいは中 間音 節に 口を緊 張 させ て発音 す るeを
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含 む も の は,例 え ば,bien,dieu(神),mieuz(よ り良 い),trechier(欺 く),mier(海)

お よ び 同 類 の 語 に お け る よ うにeの 前 で 文 字iを 発 音 しな くて は な ら な い 。

(CO工)H1に 同 じ。 例 題 追 加 分:piere(父),miere(母)

(H2)し か し,も し一 方 こ のeと い う母 音 が 鋭 く 発 音 さ れ る な ら ば 先 行 す るiと い う母 音

な しに そ れ 自 体 で 存 在 し な け れ ば な ら な い 。 例 え ば:beevez(beivre),menez(mener),

tenet(tenir),pernez(prendre)

(CO2)H2に 同 じ。 例 題 追 加:lessez(lesser)

(H3)し か し こ の あ と の 規 則 は 曖 昧 で あ る 。 従 っ てeの 前 にiを や は り 同 時 に 書 く よ う

に と 理 解 す る こ と。 上 述 のeはabc全 て の 文 字 の あ と で,先 に 述 べ た と う りに 発 音 さ れ

る べ き な の で あ る 。bの あ と で はbiez[bien?]の よ うに,cの あ と で はciez〔chien?]

の よ うに,そ して そ の 他 同 様 に 。 だ か ら こ の 規 則 は ラ テ ン 語 で 言 う とす れ ば[eを 第 一 音

節 に 持 っ て い る コ 綴 りに つ い て 理 解 され て き た し,ま た 理 解 さ れ る だ ろ う と考 え て お く こ

と。

(H4)eの 前 の 音 節 の 中 に お い て は,venez(venir)の よ うにiを 書 か な い の だ と 知 っ て

お く よ うに 。

(H4a)eの 前 のiに つ い て 述 べ る 場 合,そ の 当 該 のeの 文 字 が 長 い か ぎ り,単 語 の 一 つ

の 音 節 がiで 終 り,別 の 音 節 がeで 始 ま るbiez,ciezと い う言 葉 に つ い て も理 解 され る

だ ろ う。

[こ の よ うに 完 全 な 規 則 を も っ て 全 て の 場 合 に 真 実 で あ る]

(CO3)た と え,あ る音 節 の は じめ に あ っ てeが 鋭 く発 音 さ れ て も そ の 前 の 音 節 の 最 後 に

iを 置 く の が よ い:biez(beivre?),priez(prier),liez(1ier),affiez(afier)の よ うに 。

*(H1)(T1)(H3)ANに おけ る二重母音ieは 著 しい 水平化を示 した。 英 語の音体

系 では子音後 にjの 現われ るこ とが稀 であ ったか ら島峨語ANのjサ>e,je>eと い

う変化は大 いに促進 され た と言 って よいだ ろ う。 これ は12世 紀後半以後ANの 際立

った特徴 とな ったのであ るcf.Pope:[35.1.0.0]

ラテ ン語のe[ε]か ら生 じたjeのANに おけ る縮減形[e]を,音 にお いて も,

綴 りにお いて もie(je)に 代えなければ な らない とOrthographicGallicaは 教 え

てい るの であ る。cf.Pope:[39,1.2.コ

(H2)受 鋭 く発音 され る母 音e'と い う表現 はeに ア クセ ン トを 置 くとい う意味であ ろ

うか。狭 いeと 考 え られ る。

(H4a)fそ のeの 文字 が 長 いか ぎ り'と い う指示は 不正確 であ る。 この場 合 ラテ ン語

ではeは 短 か く開 いていなけれ ばな らないのであ るか ら。
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(H5)さ らに完全 に 発 音 され たeに 終 る 語は も し女性 であれ ば 語 末にeeと 二 重字 を書か

ね ぽな らない。例 へば:

Femmeamee,doueeetenseigne[e](天 賦 の才あ り教 養あ る,愛 され し婦人)と 。

(CO4)完 全 な発音 のeで 女性形容詞 が終 る時はeを 重複 させてtreshonureedame(令 夫

人)の よ うに書 く。

(T3)さ らに完全 に発音 され たeに 終 る語は重ね たeeを 書かね ば な らな い,即 ち:donee

(与 え られ た),amee(愛 され た)の よ うに。

(H6)し か し半分 だけ完全 に発音 され る場 合はeを 重複 させ な い,即 ち 次 の よ うに:

Meintefemeestbone(多 くの婦人 は善 良だ)

(CO6)男 性形容 詞がunhomme(一 人 の男),meynthomme(多 くの 男)の よ うにeで

終 らない ものであろ うと女性 の形 容詞はeを 付 して終 り,半 分完 全 に発 音す る:

meyntefemme(多 くの婦 人),unefemme(一 人 の婦 人)の よ うに。

(T4)半 分 完全 に発音 され るeに 終 る語 はeを 重複 させ ない,即 ち:meyntefemeest

boneと 。

(H7)し か しこの規則 もい さ さか 若い 人達 に とっては不 明瞭 であ る。 従 って これ は もっ と

明瞭に説 明 されね ば な らない。 なぜ な ら時にぱ語 末で二重 にeeを 持 たぬ 語を書 く。時 に

は一一つ のeだ けを持 ・・て書 ぎ,時 には二重 のeeを も って 書 く場 合があ る。

男性 におけ る形 容詞,即 ちFranchome(立 派 な男),rudhome(粗 野 な男),sotilhome

(馬 鹿 な男)の よ うな場 合は語 末 にeを 付 さない。

女性 にお ける形容詞 はFrancedame(立 派な婦人),sotiledame(愚 か な婦 人)の よ うに

語 末にeを 付す。

男性 が一 つのeを もって い る時,女 性は二 つのe即 ち形容 詞は二重 のeeを 付す:

Treshonuresire(ま ことに尊敬 さ るべ き殿方)

treshonureedame(ま こ とに尊 敬 さるべ き婦 人)

(CO5)男 性 形容詞 は完全 に発音 され るeを もって終 ろ うともeを 重複 させ な い:

treshonuresireの よ うに。

(CO5a)し か し名詞 でぱunCountee[ashire],uncounte[acounte]が あ り,小 文字

や大文字 で さま ざまな形 があ る。

uncountecounte[e][acounte(s)countid](あ る伯爵 の領地)

deleCountedetielCounte(そ の州 の伯爵 の)

*(CO4)(T3)(CO6)(H7)形 容 詞の 女性形語尾 にeを 付す よ う注意 を うなが して

いる。過 去分 詞形 の女性単数 語尾は殊 に混 乱を招 いていた様 子であ る。

(CO5a)unCounteeは 英 語 の綴 りではcountyと な った。 伯領 とい う意味 の場合 に

う

6,聖 犀 ・ 弔1ひ `口 匹レ1}駈 ・ しlI脚 印駈 噂
● 幽 引幽
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語 尾 のeeを 付 し て い る よ うで あ る 。

M.T.Coyfurellyの`TractatusOrthographieGallicaneは 過 去 分 詞 の 語 尾 に つ い

て 次 の よ うに 記 述 す る:reで 終 る 全 て の 分 詞 は 男 性 も 女 性 も そ れ ら の 語 か ら 派 生 す

る 語 の 音 と 区 別 す る た め に 語 末 に お い てeeと 二 つ のeを も っ て 書 か ね ば な ら な い 。

例 え ば 過 去 分 詞ameeは 二 つ のeを も っ て 上 述 の 語aimezと 区 別 す る た め に 書 く。」

cf.E.Stengeled.,'TractatusOrthographieGallicaneperM.T.Coyfurelly',7eit-

schrift ,furneufranzosischeSpracheandLiteratur,1879,1.p.22.

(H89)一 つ の 音 節 が,二 つ の 母 音 の 性 質 を と る 時,そ の 二 つ の 母 音 は,発 音 に お い て 一 つ

の 母 音 の よ うに 考}ら れ る 。 例 え ばjeo(pr・n .pers.1・epers.Sg.),ceo(pr・n.dem・nstr.m.

sg.CR)の よ うに 。[cea,ceaux(そ れ ら),deaux(数 詞)はeの か わ りにeaを 書 く]を

書 く場 合 は そ の 語 の 中 で よ り大 き な 音 を 持 つ 母 音 を 先 に 書 く。

(CO7)発 音 に お い て 一 つ の 母 音 の よ う に み な さ れ るpoet(pooir)は,大 き い 音 を 持 つ

母 音 を 先 に 書 く。

(H90)し か し次 の よ うな 綴 り,あ る い は 単 語jeo,ceoはoな しでeを も っ て}e,ceと 書

き 得 る 。

(CO8)je,ce,jeo,ceoと い う綴 りはceo又 はoな しのceと 差 別 な く書 く こ と が で き る 。

(CO49)deaux,ceaux,eaux(彼 等),veaux(望 み)な ど はaを も っ て,あ る い はaな し に,

ど ち ら で も 書 き 得 るQ

*(H89)(H90)(CO8)(CO49)AN綴 りの 実 態 を 示 し て い る 。jeo,ceoは 二 重 母 音

の 発 音 で は な い が,綴 りはANisり の 特 徴 を 現 わ す 。eの か わ りにeaを 書 く の も

AN綴 り で あ るo

ceaはce,ceauxはceux(pl.),deauxはdeux,eaux(pl.)はeusと 書 か な け れ ば

な ら な い 。VeaUxはVeUexで あ ろ う。

(T6)名 詞 と 動 詞 の 複 数 で 最 後 の 綴 りにeを 持 つ 場 合 はzの 字 を 必 要 とす る,即 ち:

ameZ(amer),enSeigneZ(enseignier)の よ うに 。

(T9)単 数 に あ っ てtに 終 る 語 は,複 数 で はzの 文 字 を 必 要 と す る 。 す な わ ち 単 数 でdyt

(dire),fet(faire)と な る 語 は 複 数 で はzを 付 してdytez,fetezと な る 。

(CO9)単 数 の 動 詞 で 語 末 にtと い う字 を 持 つ も の は,複 数 でzと い う字 を 必 要 とす る,

例 え ば:

単 数 でamet[heloveth]lisetlま,複 数 で はamez[yelove],lisez[yerede]と な る 。

(CO10)s音 に 終 る 全 て の 動 詞,形 容 詞,分 詞 はzを も っ て 書 か ね ば な ら な い 。

4

直 亀



OrthographiaGallica

(CO10a)文 脈 不明

(H36)直 接 法の金 ての時制 の 複数 におけ る一 人称,お よび完 了の 単数 におけ る 二 人称は

sに 終 る。

(H37)他 の全 ての時制 の 二人称はtで 終 り,複 数 の二 人称 と全て の 分 詞の語 尾はzで 終

る。

*(T6)動 詞 の複数 とは2人 称 の場 合であ ろ う。名詞 の場合zを 語 末に必要 とす るの

は 語尾にeを 持 つ場 合 とは限 らな い。過去分 詞形複 数を示すsをzと 理解 して い る

らしい。

(T9)複 数語 尾sの かわ りにzを 使 うのは 混 乱であ る。名詞 の場 合 も過 去分 詞 の場 合

も複数語尾 はsを とる。但 しdireとfaireは 歴 史的 な音変 化を現 わ してい ない形 が

採用 され てい るか ら例 と しては不 適当 であろ う。 複数形 はdyz,fezと なれば 正 しい。

(CO10)sとzの 混 同を示 して い る論述。

(H37)… 般 に2人 称 単数語尾 はsで あ る。tに 終 る とい う記述 は間違 って いる。現在

分 詞であれ ば語尾 はtで あ る。分 詞の語尾 がzに な るのはtsを 表示す る場合 であ る。

(CO11)全 て の 形 容 詞 はsま た はzを も っ て くべ つ な く 書 き 得 る:ces,cez[these]あ る

い はles,lez[they]と 。 そ して も しuがs音 に 先 行 す る の で な け れ ば こ れ は 正 し い:

toutz[all]な ど の よ うに 。

(CO12)s音 で 終 る 全 て の 名 詞 はsを も っ て 書 か な け れ ば な ら な い:seignours[10rds]

dames[ladyes]し か し 下 に あ げ る 動 詞 に つ い て は そ れ は 起 ら な い 。 即 ち 第 一 人 称 …

(H38)単 数 でtに 終 る そ の よ うな 形 容 詞,名 詞 は 複 数 で は 書 き 手 の 任 意 に 従 っ てsま た

はzに 終 る:tenements(小 作 地)ま た はtenemenz,ses(pr。n.pers.pl.pOSS.del'unite3・

pers.CR)ま た はsezの よ うに 。

(CO13)単 数 でtに 終 る た と え ばtenement,gent(人),lent(緩 慢)な ど の 場 合,複 数 で

は 区 別 な くSま た はtzと 書 く こ と が で き る 。

(H93)teあ る い は 二 重 のeeで 終 る 名 詞 の あ と に はfeez(信 仰),amistez(友 情),bountez

(寛 大 さ),leez(側)の よ うにzを 加 え る こ と。 そ し てdで 終 る 言 葉 の あ と に はredz(薪),

bledz(麦)の よ うにzを 書 く。

(H94)1の あ と もgenulz(膝)の よ うに 書 く。

(CO95)文 脈 不 明

(CO14)単 数 の 語 の1の あ と にsを 付 す と き はsの か わ りにzが 書 か れ る:filz(子 息)

の よ うに 。

(H73)eisnez(第 一 子),puissnez(第 二r)の よ う な 語,お よ び そ の 他 の い くつ か 尊 敬 を

一:)一 一
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あ ら わ す 名 前 はzを も っ て 書 き,そ し て そ れ は 発 音 しな い 。

(CO15)1ま た はuがaあ る い はeの あ と に 置 か れ,直 後 にsが 続 け ら れ る と ぎ は

deux,loialxと,こ の よ うにsはxに か え られ る べ き で あ る 。

*(CO11)zを もって書 くのは 誤 りであ る。uがs音 に先行す るので なければ,と

い う記述 も誤 りで あ る。toutはtous(pl.)と な りtoute(f.)はtoutesと な る。

toutzの 綴 りはAN風 綴 りと言え る。

(CO12)指 摘 してい る動詞 の例 題が欠除 してい る。

(H38)tsはzで あ る。従 ってsesをsezと 書 く,と 指 示す るのは誤 り。

(CO13)tで 終 る名詞 の複数 語尾 をsあ るいはtzと 区別 な く書 き得 る とい う指示 は

誤 りであ る。 語尾はtsあ るいはzと なる。(CO11)の 記述 と同 じ く語尾 にtzと 書

くのはAN綴 りであ る。

(H93)語 尾 のte,eeの あ とには複数の場合sを 付す 。zは 誤 り。また,dの あ ともs

を付 す。複数 の表示 にsとzが 混 同 され て いる論 述であ る。

(H94)1の あ と もzで は な くてsを 付す 。

(CO14)そ してis=zで 表記す る。故 にfilの 複数 はfilsま たはfizと 書かれ るべ き

ところ,filzと 書 くのはAN綴 りと言 え る。

(H73)zはsと 書 くべ きであ る。語尾 のsを 発 音 しな くな った傾 向を示 してい るの

は正 しいが,尊 厳 をあ らわす敬称 とい う説 明には例文が付 されて いないので不 明瞭 で

ある。

(C15)伝 統 的な考 え方 に よる と不正確 な記述 であ る。usはxに あた る。Ioialxの よ

うにxを 付す場合1は 不用の筈 であ るが,こ の点につ いては大陸 で も不 明確 であ った

模様 で10yalは 複数 でloyauxと な った。

(H75)ま た,ego(pr・n.pers.sg.1人 称 主 格)mei(属 格)と い う代 名 詞[あ る い は 二 人 称

の]に つ い て はnous,no9;(pron.pers,1repers,pl.CSCR)vous,vo9;(pron,pers.2e

pers,pl.CSCR).の よ う にvとous[ま た は09]と,zな し に 書 く 。

(H76)し か しnostre,vestre,noz,vozはnoz,vozletres(我 ・々 の,貴 方 達 の 手 紙)の よ

う に 書 く 。

(CO16)egomeiま た は 二 人 称 か ら 生 じ る 代 名 詞nous,vousはusを も ・・て,あ る い は そ

の 場 所 にnOUS[We],nO9[US],VOus[ye]VO9と 書 か ね ば な ら な い 。

(CO17)noster,nostra,nostrum(pron.poss.1repers.pl.m,f.n.)ま た はvester,vestra,

vestrum(pron.poss.2・pers.pl.m.f.n)か ら 生 じ るnOS,vOsはZあ る い はSを も っ て

区 別 な くoの あ と でuな し に 書 く こ と が で き る 。
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(H91,CO18)あ る 音 節 が 呼 気 を も っ て か の よ うに 発 音 さ れ る 時,そ の 音 節 はsとtを も

・・て 呼 気 の か わ り に か く
,例 え ば:est(estre),cest(Aron.demonstr.m.sg.CR),plest

(plaire)の よ うに ○

(T7,H29)呼 気 を も'・ て か の よ うに 発 音 さ れ る い く つ か の 音 節 はsとtを も ・・てest,

plest,cestと こ の よ うに 書 ぎ 得 る 。

(H35)sがtに 付 され る とhの 音 を 持 つ 。est,plestはeght,pleghtと 発 音 さ れ る よ う

に な る 。

*(CO17)人 称 代t詞1人 称,2人 称 複 数 一セ格 対 格 はnos,vosで あ る 。

所 有 形 容 詞(p・ssessifsdeIaplu・alite)1人 称,2人 称 男 性 複 数 対 格,女 性 複 数 主

格,対 格 がnoz,vozで あ る 。 記 述 に あ るzとsの 互換 は 誤 り。 ま た ラ テ ソ 語 は 単

数 が 示 さ れ て い る か ら 正 確 な 対 応 はnostre,vostreと な る 。

(H91,CO18)(T7,H29)(H35)子 音tの 前 で はsが 有 気 音 と な り消 し て ゆ く過 程

を 示 し て い る 。

(H30)現 在 と過 去 の 動 詞 に お い て はbatist(bastir)の よ うにsを 書 く 。

(H31)し か し い つsを 書 ぎ,い つsを 書 か ぬ か を 理 解 す る こ と 。 ま ずtとe,i,o,u

の 問 に は,現 在 お よ び 過 去 の 動 詞 に お い て はbatistの よ うに 書 く。eはestの よ うに,

iはfistの よ うに,oはtostの よ うに,uは1ustの よ うに ・ で あ る ・

(CO73)現 在 時 制 と過 去 時 制 の 動 詞 に お い て はi,e,o,uの あ と でstと 書 き な さ い 。

例 え ば:batist,fist(faire),est,tost(toster),lust(1uir)の よ うに ・

(CO96)現 在 時 制 と過 去 時 制 に お い て はi,e,o,u,とtの 間 にsが 書 か れ な け れ ば な

ら な い:est,fist,tost,lustな ど ○

過 去 形 で はaとtの 間 にSを 書 く:amaSt(amer)の よ うに ・

(CO67)ascun(誰 か)がaucunと 発 音 さ れ る よ うに,時 に はsが 書 か れuと 発 音 さ れ る ・

(H32,61)ascunやblasmer(非 難 す る)の よ うに 時 にsをuの か わ りに 書 く こ と 。 そ し

て そ れ はaucunと 発 音 され る 。

(cf.H8)sは[音 に お い て は 変 化 さ せ られ る が 文 字 に お い て は 変 化 が な い 峯ascunの よ う

に 書 ぎ,acunと 読 む 。

(H33)ま た 一方nの か わ りにsを 爵 く:enpernez(enprendre)の か わ りにespernezと

な る よ う に 。

(H34)ま た 同 じ く美 し い 書 き 方 と してsを 書 く よ うに:meme(同 じ)の か わ りにmesme,

trechier(欺 く)の か わ りにtreschierと 。

(CO19)も しeの あ と にdが 書 か れ てmが す ぐあ と に 続 く とdはsに 変 え られ る ・

7
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(CO21)sの 文 字 が 母 音 の あ と に 書 か れ,次 に す ぐmが 続 け られ る とsは 発 音 さ れ な い,

例 え ば:mandasmes(mander),fismes(faire),duresme(durer)の よ うに 。

(CO93)い ろ い ろ な 音 節 に お い てmがeあ る い はiに 続 く と き,そ し て ま た 一 つ の 語 に

お け る と ぎ,sを 介 入 さ せ な け れ ば な ら な い:

duresme,fismes,feismesの よ うに 。

(CO94)aが 語 の 中 間 音 節 に あ りmが 直 後 に 続 く と き は い つ で もsをmandasmesの よ

うに 介 入 さ せ る がsは 発 音 し な い 。

*(H30)(H31)(CO73)(CO96)例 には3人 称 単数 があげ られ てい る。過去 の 動詞

にsを 付す こ とは多 いが,3人 称 の現在形 には大部分 あては まらない。 例題 で現在

時制 を示 す ものはestの みであ るが この動詞 の活用 は例外 と言え る。

(CO96)過 去形 即 ち,直 接 法単純過 去の説 明の例にamastと,こ の場 合は接続 法

半過 去の形が示 されて いる。 単純過 去形にはpassefaibleとfortの 違 い もあ り,活

用 は困難 であ った。

(H32,61)blasmerのsは 語源 に由来す る。 しか しascunのsは 語源 に 由 来 し な

い,AN綴 りであ る。

(H33)接 頭 字inに 由来す るenとxに 由来す るesと の交換 を論 じている。enpernez

はANに 頻 繁 にあ らわれ る形 でenprenezのmetathese。

(H34)sを 介入 させ るのが美 しい書 き方を表現 して いる ところは興味深 い。

(CO93)語 源的 にみてsが 入 る場合 とsを 介入 させ ない場合が あ る。起動 をあ らわす

挿入字escに 由来す るsで あ ・・て,論 述はsを 類推 も含 めて多 く用 い る傾向 を示 し

て いる。

(H95,CO97)未 来時制一 人称はayで 終 り,三 人称はaで 終 る。

(H39)母 音で始 まるあ る語が母音 で終 る他 の音節の後 に続 く時,先 行す る音節 の母音 は

省 略 され,母 音に連繋 していた子音 は次の語 の母 音 と連続 させなけれ ばな らない,即 ち:

malme(私 の魂),Dengleterre(英 国の),Dirlande(ア イル ラン ドの)と な り,そ れ らは

休 止 な しに発音 され るべ きであ る。

(CO22)deEngleterre,deIrlandeはDengleterre[ofEnglond],Dirlande[ofIrlande]

と書 く。

(H22)母 音 で始 まる語が母音 で終 る音節 の後 につ くとぎ,[前 の]音 節の母音は省 略す る

こと。

(H40)こ の規則 はその語 の意味 が奪われ た り取 り除かれ た りしない限 り正 しい。例 えば:

deeaux(彼 等の)の か わ りにdeux,ま たはsiay(そ して私は持 つ)の かわ りにsayと
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な るよ うな場 合であ る。

(H40・)そ して良い話 し手 は,話 し言葉 でsolempneboneest(厳 粛 なのは良 い)の よ うに

一 つの母音 を他 の母音 に続 け させ る よ うな こ とは しない
。 また一方,話 し手 に とって はそ

れ らの語 の性質を忠 実にあ らわす よ うに しなけれ ばな らない。

(CO28)省 略 に よって語 の音が,あ るいは文字 の変 更に よ一・て語の意味が疑 わ しくな った

り,変 化 させ られ た り,あ るいは文字 の付加 に よ って(そ の よ うにな る)場 合 は常 に書か

れ てい る よ うに発音 され るべ きで ある:

deeauxの かわ りにdeuxと 書 く時や,syayの かわ りにsayと 書 く時 な ど。

*(H40,CO28)母 音省略 に よって意 味が不 明瞭 にな る場合 の悪 い例が挙 げ られ てい

るのか,eauxはAN綴 りであ ってeuxが 正 しい。deux(数 詞 の2)とd'euxの 混

乱を さけ よ うと した のか,sayはsavoirの 直接法 現在1人 称単数活用saiと まぎ ら

わ し くな る。

(H47)さ ら に,a,e,oの あ と に1を 持 つ 第 一一音 節 あ る い は 中 間 音 節 で そ の1の あ と に

す ぐ他 の 子 音 が 続 く と,そ の1はuの よ うに 発 音 し な け れ ば な ら な い:malme,malveis

(悪、い)の よ うに 。

(CO23)a,e,oの あ と に1の 字 が 置 か れ,も し他 の 子 音 が1の あ と に 続 く時 は1はu

の よ うに 発 音 さ れ ね ば な ら な い 。 即 ち:

malme[mysoule],loialment(忠 実 に),belcompaiglloun(美 しい 友)の よ うに 。

(H48)し か し一 方 こ の 規 則 は,delbien(良 、き も の の)の よ うな 場 合 は 適 用 し な い 。

(H49)一 つ の 母 音 が 語 の 中 で 音 節 の 終 り に く る1に 続 く と き,1は 個 有 の 音 を 持 ち,次 の

母 音 と つ な が れ る:

beal[eコment(美 し く)の よ うに 。

(CO24)母 音 が1に 続 け られ る と き,1の 字 は そ れ に 続 く 母 音 と連 結 し て 自 己 の 個 有 の 性

質 を 保 つ こ と と な る 。

(H50)そ して 又,時 に は 次 の よ うに 書 く:

de1,de,du,des,a1,au,a,asと 。

(CO78)時 に はde,du,del,a,au,a1,asそ し て ま たde,a,な ど と 書 く。

(H51)従 ・・て 一 方 あ る い は 他 方 を 書 く時,充 分 に 注 意 す る よ うに 。deがleの 前 に く る

時,leのeは 取 除 か れ,1がdeに 結 び つ け られ る,例 え ば:

del[e]EvesqueはdelEvesque(司 教 の)と な り,[deleseignour]はdelseignour

(領 主 の)と な る 。

(CO30)ア ン グ リア 人 の 英 語 に お い てtheの 印 が あ る場 合,常 に ガ リ ア 人 に あ ・・て はle
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又 はIaが 用 い られ る 。 も しdeあ る い はaが そ の 文 字 に 先 立 つ とleのeは 取 除 か れ な

け れ ば な ら な い 。 そ し て1がaま た はdeと 結 合 し な け れ ば な ら な い,即 ち:

aletresdouteseignour(い と 畏 き 主 君 に)はaltresdouteseignourと
,deletres-

nobleseignour(い と 気 高 き 君 の)はdeltresnobleseignourと な る 。

(CO31)他 の 母 音 がleの 形 の 直 後 に 続 く と き,eを 取 除 き1は 次 の 母 音 に 続 け る ,即 ち:

alehonourableseignour(尊 敬 す べ き 主 君 に),ま た はaleEvesque(司 教 貌 下 に)は

alonourableseignour,alevesqe等kと 書 か な け れ ば な ら な い 。

(H52,60)し か しlaと 書 く と き,そ し てdeがlaの 前 に く る と き,そ のaは 取 除 か れ

ず,deladame(奥 方 の),delavale(谷 間 の)等 々 と な る 。

(CO32)女 性 形 に お け るlaと い う印 が 書 か れ る 時 は,た と え 直 後 に 子 音 が 続 き,deま た

はaが 先 行 し て も1aは 分 割 な く 自 己 の 形 を 保 つ,即 ち:

deladame,aIatresreverentdame(い と 尊 き 奥 方 に)の よ うに 。

(CO32a)女 性 形 のlaと い う文 字 が 書 か れ,母 音 が 直 後 に 続 く場 合1は 後 続 す る 母 音 と

連 結 す る こ と も で き る し,ま た 自 己 の 個 有 の 性 質 を 保 つ こ と も で き る 。

alaabbesse(尼 僧 修 道 院 長 に),delaesglise(教 会 の),ま た はalabesse ,delesgliseと

書 き 得 る 。

(H53)男 挫 と 女 性 と町 を あ ら わ す 個 有 名 詞 の 前 に はdeを 書 く。

(CO78a,s.o.CO78)de,aに つ い て 。 こ のtheと い う印 が 後 続 せ ぬ と き は:

amonseignurlecounted'Oxonforde(我 が 主 君 オ ク ス フ ォ ー ド伯 に)

demonseignurThomasd'Irlonde(我 が 主 君 ア イ ル ラ ン ドの トマ ス 殿)と 書 く。

[JohandeWaynflete]の よ うに 名 前 が す く続 く と きseignourま た はsireを 短 か く省 略

し て 書 く こ と 。seignourの か わ りに ∫・の よ うにeを 上 に,ま た,Sireか ら く るeを 上 に

∫・ と 書 く,あ る い はeな しにmon∫ と こ の よ うに 書 く こ と も で き る 。

(CO79)del,al[ま た はalの か わ りのau]に つ い て 。

theが 続 け ら れ,子 音 が そ の 印 に 続 く と,上 述 の よ うにdelの1はuに 変 っ て は な ら な い 。

(CO79a)し か しalの1は よ く保 た れ る 。duは こ の よ うにdeleま た はde1の 意 味 を

持 つ,即 ち:

deleditportour(上 述 の 荷 持 係 りの)の か わ りにduditportourと な る 。

(H55)時 に は 形 容 詞 の 前 でdeを 書 き,時 に はduが 書 か れ る:deはdecestechose(こ

の 物 の)の よ うに,duはduditportourな ど の よ うに 。

〈H56)ま たenに つ い て は 問 題 は 別 だ:enはendecesteassavoir(こ の 知 識 に つ い て)

の よ うに 書 く。

(CO33)こ の1eの 文 字 が 書 か れ,子 音 が 直 後 に 続 きenが 先 行 す る と き はnは 取 除 か れ

ね ば な らず,1はeと 結 合 さ れ な け れ ば な ら な い,即 ち:
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enlecountee(伯 領 に お い て)はelcounteeと 書 き か え る 。

(H54)単 数 でdeま た はdelと 書 く と き,複 数 で はdesと 書 く こ と。

(CO34)単 数 に 置 か れ たel,al,del,は 複 数 で は,い つ もes,as,desと 書 か な け れ ば な

ら な い 。

(CO80)単 数 の 全 て の 語 に 対 し て 複 数 で はes,asと 書 か な け れ ば な ら な い 。

(H57)leがaの あ と に く る 時,alと 書 か れ,複 数 で はasと な る 。

(H58)し か しlaはaladameの よ うに 変 化 し な い 。

(H59)ま た,時 に はodの か わ りにdeと 書 く よ うに:

odleboucheに か わ/)てdebouche(口 で)の よ うにQ

(CO81)時 に はodの か わ りにdeを 書 く:odleboucheの か わ り にvousdirrayde

bouche(私 は 貴 方 に 口 で 申 し ま し ょ う)と 。

(082)cumの か わ りにodま た はouと 書 き な さ い 。

(CO83)velあ る い はubiの か わ りにouと 書 く。

*(H48)de+le;duと な るのであ るが,de1を そ の ままに 発 音 し,uと 発音 しない

例 として興味深 い。それはANの 傾 向であ ったか もしれ な い。

(H50)よ り(CO83)ま では語形 と語彙 の問 題であ る。例題 にはAN綴 りが 多 く見 ら

れ る。

(CO79)こ の規則 は(H48)に 対応す る。所有 をあ らわすdel(ofthe)は 例外 と考 え

られ て いたのか。

(H56)例 題 のendecesteassavoirに1ま 不用 のdeが 加 え られ てある。

(H57)alの 複 数形はasの ほかにausauxが あ る。

(H58)は(H52)と 対応 。

(H64)ま た 時 にsiの か わ りにyの 文 字 を 書 く:

yvousplest(そ こ は 貴 方 の 気 に 入 る)の よ うに 。 そ し て 場 所,其 処 に,を あ らわ す た め に

jeoyserray(私 は そ の 場 所 に い ま し ょ う)と 書 く 。

(CO49a)こ のyと い う文 字 は 時 に はsiの か わ りに 用 い,sivousplestと 言 うか わ りに

yvousplestと 言 う。 時 に は 其 処 に,の か わ りに 用 い られ,jeoyserrayと,こ の よ うに

な る 。

(CO49b)時 に は 強 調 的,指 示 的 表 現 の た め に はj'aymysmonsealaycestes(私 は そ こ

に 印 璽 を 置 き ま した)と,こ の よ うに 言 う。

(H74)時 に はmemesの か わ りにyを 書 く:

mesmecestydismaigne(こ の 同 じ 日曜 日)の か わ りにydismengeと な る 。

11
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(H65)entreに か わ っ てpentreを 用 い る 。

*(H64)(CO49a)siの かわ りにyを 用 いる とい う指示 は 間違 いであ る。yvousplest

は この場 合s'ilvousplaitを 意味 して いる と思 え る。

(H74)mesmesの かわ りにyを 書 くこ とも不可解 で ある。特殊 なAN的 表現 であ っ

たのか も知れ ないo

(CO49b)ま たycestesのyはAN綴 りと見傲 され る。 ア ソグ ロノル マ ン綴 りでは

yを 好 む傾 向があ った。

(H65)entre(間 に,で,の)に かわ るpentre(に 対 して)は 語 の取 り違 えであ る。

(H62)様 々な意味に対 してsとcの 間にある相異に充分注意す ることが 必要 であると

知 りなさい。

celoに 対 し て はcie1(空)と,salは

SigillOは.Seal(印 璽)CerVO々 ま、

servoはservant(召 使)serfと 書 く。

(CO50)様kな 書 き 方 は 語 の 差 異 を 作 る 。

時 に は あ る 語 は 発 音 が 類 似 して い る 。

ciel(空),seel(手 桶),seal(印);

celee(か くれ た も の),ceele(そ れ);

coy(静 か),quoy(な に);

meal(卵 黄),moel(日 石);

cerf(鹿),serf(農 奴);

teindre(色 を 変 え る),tendre(柔 ら か な),

attendre(待 つ),atte[i]ndre(到 達 す る);

esteant(存 在 す る),esteyant(立 っ て い る);

aymer(愛 す る),amer(苦 い);

foai1(燃 料),fel(胆 嚢),fea1(忠 実 な);

veel(憤),viel(年 老 い た);

veile(葡 萄 の 巻 き ひ げ),

vile(地 方 の 家),ville(村);・

brahel(半 ズ ボ ン),brael(ベ ル ト);

herde(群[動 物]),erde(結 び つ く),

essil(破 壌),huissel(腋 窩),asse1(車 軸);

nief(土 着 の),neif(雪),noef(九[数 詞]);
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seel(塩)

cerf(鹿)

tenir(持 つ);

veille(目 を 醒 ま し て い る こ と);

enherde(付 着 す る);
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baaile(あ く び),baile(引 渡 し),bale(袋),balee(梱);

litter(敷 き わ ら),littere(担 い か ご);

fournier(用 意 す る),forrier(略 奪 者),forer(糧 秣);

rastel(熊 手),rastuer(削 り器 具);

mesure(尺 度),meseire(苦 しみ);

piel(白 黒 の ぶ ち の 子 馬),peel(皮);

berzis(草,ハ ー ブ),berzize(発 酵 前 の 麦 芽 浸 出 液);

grisi1(霰),greele(細 い),grele(上 衣);

towne(容 量 単 位),tonne(調 子);

neym(倭 人),neyn(哀 れ な 者);な ど 。

(H66)次 の 語huissel,asse1,essel(心 棒)は 音 が 非 常 に 似 て い る 。

(H8)次 の 文 字 は 音 が 変 る が,書 き 方 は 変 ら な い こ と を 理 解 す る よ うに:c,d,e,f,9,

1,n,P,sとt.

Cは 母 音 で 始 ま る 語 の 前 で は 次 の よ うに 書 き,そ し て 読 み な さ い:vifscliercsestil

(彼 は 元 気 な 書 記 だ)と 。

Dはrudshommeesti1(彼 は 荒 ・々 し い 男 だ)の よ うに,

Eは1argeshomeestil(彼 は 大 男 だ)の よ うに,

Fはvifshomeestil(彼 は 元 気 な 男 だ)の よ うに 書 き,vifと 読 む 。

Gはrougshomeesti1(彼 は 赤 ら顔 の 男 だ)の よ う に,そ し てroug[e]と 読 む 。

Lはnulhome(誰 か)の よ う に,そ してnulsと 読 む 。 男 性 で はnulと 書 き,女 性 で

はnuleと 書 く 。

cilとcelle,ilとelleこ の 場 合,読 む と き に 一 つ の1は 発 音 し な い 。

Nはbonhome(好 人 物)やbongre(善 意)の よ うに 書 き,そ の 時nは 母 音 の 前 で は 個

有 の 音 で 発 音 し,bonshommeと 読 む 。

Pはoept(作 品)の よ うに,

Sはascunの よ うに,そ し てacunと 読 む 。

Tは 子 音 の 前 に 書 く とdと 読 む よ うに,母 音 の 前 で は そ の 通 りに 発 音 さ れ る 。

Fに つ い て は,男 性 も女 性 もvに か わ る 。 男 性 に お い て は そ の 儘 に 読 む こ と 。

Gに つ い て,母 音 の 前 で はrougshomeと 読 む よ うに 。

(CO51)こ れ ら の 文 字c,d,e,f,9,1,n,P,sとtは 発 音 に お い て は 変 る が,書 き

方 は 変 ら な い と知 っ て お く よ うに 。

Cはclerici即 ちcliersに お け る よ うに,母 音 の 前 に 来 た 時 は ガ リア 語 で はclersと 発 音

さ れ る 。

荒kし い 男rudshommesはruzhommesと 発F1せ ね ば な らず,善 良 な 婦 人,即 ちbones

13
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femmesはbonsfemmesと 発 音 し,そ の 際nは 半 分 不 明 瞭 に 発 音 す べ き で あ る 。 元 気

な 男vifshommesはvyshommesと 発 音 され ね ぽ な ら な い,そ の 他 同 様 。

(CO77)1とrは 書 き方 に お い て 時 に は 二 重 字 に な る 。 し か し発 音 に お い て は そ うで は な

い,例 え ば:

celle(pron.dem.f.sg.),elle(pron.pens.f。sg.)terre[londe],guerre[werre]はtere,

gere,ele,cele等 と発 音 し な け れ ば な ら な い 。

*(H8)例 題 には 名詞,形 容詞 の 主格CSと 斜格CRの 混 乱が 見 られ る。 主格 に 付

すsが 書 き方 にお いて もまた発 音 にお いて も意識 され て い るよ うであ るがvifs,rougs

と書 いてvif,roug[e]と 読 む と教 え,ま たnulと 書 いてnulsと 読む,と 教 えた り

す る。bonhomeと 書 き,そ してbonshommeと 発音 す る よ うに と教 え る場 合 な ど,

音を示 す時 の例 題 の綴 りが不正 確 であ る。CSを 正 しく書 けばbonshomで あ りそ の

複数 はbonhomeと な る筈 だ。CRの 複数 で あれ ばbonshom(m)esと な る。 例

題 のhome,hommeは すべ てCSの 場 合 にCRの 形 を 使 用 してい る。 当 時 におけ

る,殊 にANに おけ る,CSとCRの 混 同の実態 が示 され て い る例 であろ う。

屈 折 のsの 前 に屈 折 しない語幹 の語末 子音を導 入す る傾 向 もANで あ る。Pope:

[57・1]。 混 乱は更 に屈折 のsを ‐eaに終 る男性 名詞 の 単数 主格 に も付す場 合が あ っ

た。pere§ とい う綴 りな どに見 られ る。Pope:[57・2]

Cはcliercsの 綴 りでK音 を発音 しない よ うに との注 意 であろ う。ANで はclerc,

clerkの 綴 りが あ る。Fに つ いては 男性 も女性 もfがvに 変 る とい う指摘 は正 し くな

い。 男性 のfは 女性 ではfの あ とに母 音eが 続 くのでvに 変 り得 る。

(H98)フ ラ ン ス 語 は ラ テ ン 語 の よ うに 短 か く 書 か れ な い,な ぜ な ら フ ラ ン ス 語 は 完 全 な

言 葉 を 要 求 す る か ら で あ る 。

(CO84)ラ テ ン語 は 短 か く書 き 得 る が,ガ リア 語 は 完 全 な 語 を 要 求 す る 。

(H63)多 く の と こ ろ で フ ラ ン ス 語 は ラ テ ン 語 と一・致 す る,例}ば:septemはsept(七

[数 詞 ⊃,prebendaはprebendre(食 料)で あ る 。 そ れ はprovendreの よ うに 発 音 さ れ る 。

(CO85)大 部 分 ラ テ ン 語 で 書 か れ た も の に 従 っ て ガ リ ア 語 を 書 く よ う に,例 え ば:

compotumはcompte(計 算),septemはsept,prebendaはprebendre,opusはoeps

等 々 。

(CO86)次 の 語 に つ い て は 相 異 が あ る:

apprendre(習 う)とprendre(取 る)reprendre(再 起 す る);oez(聞 く)とoeps(仕 事);

vys(意 見)とhuys(入 口);kynil(犬 の 群)とkenil(管)

(H9)従 っ て 次 の よ う に 言 う よ う心 得 る こ と:
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rougshomme(赤 い 服 の 男),chivalrous(赤 毛 の 馬),harangsor(褐 色 懐 製 鯨),es-

cuedegoules(輝 くあ か い 楯),vinvermail(赤 葡 萄 酒),rosevermaile(深 紅4)バ ラ),

draprouge(赤 い 布)

しか し私 は これ を 綴 りに つ い て 言 うの で は な く,多 くの 言 い 方 を 持 っ て い る 英 語 の こ の

redと い う言 葉 の 多 様 性 に つ い て 言 うの だ 。

(087)イ ソ グ ラ ン ドのreedと い う語 に 対 して ガ リア 語 は い ろ い ろ の 言 葉 が あ る,即 ち:

rouschivaler(緋 色 の 騎 士),chivalrous,harangsoor,escuedegoules,vin[ver-

mai1],rosevermaile,と 。

(CO88)brekeと い うこ の 動 詞 に 対 して は:

fruchezchaudpayn(熱 い パ ン を 千 切 る),debrisezl'os(骨 を 折 る),rumpezlacorde

(綱 を 切 る)enfraignezcovenaunt(約 束 を 破 る),debrisezlahanap(杯 を 割 る)な どが

あ る 。

(CO89)bloweに 対 して は:

ventulezodIevent(風 を お こ す),corneiezodlecorne(角 笛 を 吹 く),suflezdebouche

(口 笛 を 鳴 ら す)が あ る 。

(CO90)daym(雄 鹿)とdayn(地 方 執 事)ぱ 異 な る 。

*(H98)(CO84)ラ テ ン語は フランス語 より長い綴 りが多い。従一・て論述は不正確。

(CO86)(H9)(087)(CO88,89,90)語 彙論 である。殊 に英語に対応 してフラソス

語をxよ うとす る意図が窺 える。

(H78)子 音 に 始 ま る 語 が 、文 中,意 味 上 連 関 す るr音 に 終 る 語 に 続 け られ る と ぎ は,前 の

語 の 子 音 は た とえ 書 か れ て あ っ て も,音 を 出 して は い け な い し(前 に 置 か れ た 語 末 子 音 は)

発 音 して も い け な いQ

(CO27)子 音 に 始 ま る 語 が 意 味 上 連 関 す る 子 音 に 終 る 語 の あ と に 続 け られ る時 は い つ で

も,前 の 語 の 子 音 は 書 か れ て い る け れ ど も発 音 に お い て は 発 音 され て は な ら な い 。

例 え ば:apresrnanger(食 べ た あ と)はapremangerと 発 音 され る 。

(CO28a)あ る い は 複 数 の か わ りに 単 数 を 発 音 す る 。

例 え ば:tenementz(所 有),gentz(人 々)の か わ りにtenelnent,gentと 。sachantz(知

る こ と)の か わ りにSachantと 。

(H78a)m,nとrは 発 音 に お い て 例 外 で あ り,発 音 は 省 略 さ れ て は な ら な い 。即 ち:

purDieu,William,faitzmontalent(神 か け て ウ ィ リア ム よ,私 の 意 図 す る と ころ を 行

え)[下 線 筆 者]

(CO29)1,m,n,r,t,c,kは 子 音 が 次 に き て も そ れ 自 体 十 分 に 発 音 され るか,ま た は 文
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字の変化 に よって十分 に発 音 され る。

(H79)い くつかの語の末尾,ま たは語 の真 中にあ るときは 充分 に発音 され るのが よい。

ち ょ うど:

cezsontmescompaignons(彼 等は私 の仲間 です)の よ うに。

(CO20)Williamが 使われ るかわ りに,も し文 字が諸部分か ら離れ て外へで るときはG

[u]illiamと 書 く必要があ る。

*(CO28a)語 尾の子音を発音 しな くなる とい う傾 向を示す ものであろ うか 。語 尾 の

綴 りは しか し複数tzで は な く,ts又 はzで あ る。tzはAN綴 りといえ る。

(H78a)例 文 の動詞faitzもfaitesま たはfaisで あ るQ

(CO29)perrnutacionemIittere`文 字 を変 えて'と い う表 現は不 明瞭。

(H79)こ の項 の意味す る ところ も不 明瞭 である。cezsontのtに ついて説 明 して い

るのであ ろ うか。cezのZはSと なるべ きところであ る。

(T13)grant,quantは 語 頭 と して は 三 文 字 か ら成 る も の と し てg・nt,q・ntの よ うに 短

縮 して 書 き得 る 。

(T13a)女 性 形 はgrande(大 き い)と かquantefoiz(幾 度 か)の よ うに 書 く。

(H11)quant,grant,demandant,sachant,tantお よ び 全 て の 分 詞 はuな し にnを

も っ て 書 か れ る。 しか し,読 む 時 に はuの 音 を 持 つ 。

(H12)女 性 と結 び つ く そ の よ うな 分 詞 は 単 数 で はeに 終 り,男 性 で はeな し に 終 る 。

(H13)grantが 女 性 と結 ば れ る と き,tはdに 変 る,例 え ば:grandpiteの よ うに 。

(CO36)こ の よ うな 音 節 ま た は 語,quant,grant,demandant,sachantと ま た 同 様 の 語

はuな し に 単 な るnを も っ て 書 か ね ば な ら な い 。 しか し発 音 に お い て はuが 発 音 さ れ

な け れ ば な ら な い 。

(052,C53)こ のgrantと い う語 が,t大 な る'と い う意 味 を 示 し,女 性 と し て つ け 加}ら

れ る 時 はeが 続 く よ うに,そ し てtがdに 変 る よ うに な る:

grandedame(領 主 婦 人),grandecharge(大 責 任)

(053,C52)grantseignour(大 領 主)の よ うに こ のgrantが 男 性 に つ け 加}ら れ る 時,

そ して ま た 許 可 を 意 味 す る 時 は,た と えeが そ れ に 続 い て もtはdに 変 ら な い 。 例 え

ば:j'aygrante(私 は 許 可 を 持 つ)の よ うに 。

(H14)9とqの あ と で はuは 発 音 さ れ な い:

quatre(四[数 詞]),guerre(戦 い)の よ うな 場 合,qatre,gereと 読 む 。

(CO54)gま た はqの あ と にuが 書 か れ て あ っ て もquatre,guerreの よ うに は 発 音 さ

れ ずqatre,gereの よ うに 発 音 さ れ る ・
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*(H11)(CO36)鼻 母音aが 鼻 子音 と同 じ音節 にあ って発音 され る場合,綴 りaun

が用 い られ たのは13世 紀初 頭か らのAN綴 りの顕著 な特徴 であ つた。pope:[34.1.コ

この項 で教 えて い る綴 りはaunの 綴 りを否定 し,anと 書 くべ き綴 りなのであ るが,

読 む時,す なわ ち発 音す る時 にはu音 を挿 入す る とい うのは,綴 りは否定 して もAN

語 の極 めて特徴的 な音 を保持す るよ うに と指示 して いる こ とに他 な らない。

(H24)(CO54)quatre,guerreの よ うな場 合uを 発音 しない と指示 してい る ところ

も興味 深い。ANの 実態はu音 を発音 していた 可能性 が強いか らであ る。

(H41)こ のmoy,toy,soy,Royと い う語 は,'ガ リア 語 の 多 様 性 に 従 ・)てoま た はe

を も っ て 書 き 得 る 。 ま た,iま た はyを も っ て 書 き 得 る 。

(CO26)moy,toy,soyはe又 はoを も っ て 書 い て も よ い 。i又 はyに よ っ て 区 別 な

く書 い て も よ いo

(H42)ま た 時 に はmoyを,時 に はmeを 書 く:siriensoitdeversmoy(も し 何 か が 私

に 対 して あ れ ば)や,merecommandetzauntel(私 を あ る 人 に 紹 介 し て 下 さ い)の よ う

に ○

従 っ て,い つ で も あ る 与 格 がmoi,toi,SO1の 対 格 に 続 く と き,そ れ ら はme,te,seと

変 え られ る 。

(H43)egomeiの 主 格 と対 格 は,単 数 の2人 称 と3人 称 に お い てme・te・seと 書 か れ

る 。 も し 誰 か が こ の 形 を くず さ な け れ ば …

前 置 詞 と 共 に あ っ て はdeversmoy(私 に 対 して),devant[toy?](君 の 前 に)の よ うに

な る 。

(H43a)そ し て そ の 他 の 全 て の 斜 格 はmoy,toy,soyの よ うにyで 終 る 。

(CO58)単 数 の 対 格 に お い て はmeが,そ の 他 の 格 に お い て はmoyが 書 か れ る 。

(CO59)対 格 が あ る 記 号 と共 に 置 か れ る 時 はmoyを 書 か ね ば な ら な い 。 例 え ば:

sirien[thinge]soitdeversmoyの よ う に 。

(CO62)そ れ ら の 全 て の 斜 格 ぱluy,moy,toyの よ うに 書 か れ る べ き だ 。 た だ し上 述 の

対 格 を 除 く。

(CO60)複 数 で は 全 て の 格 に お い てmes,tes,1es等 ・々 と 書 く こ と ・

(H44)時 に はmoyま た はluyと 言 い,時 に はjeoま た はcilと 言 い な さ い 。 例 え ぼ:

CiletmOy(そ の 人 と 私)と かjeOetluy(私 と 彼)の よ うに ・

(H44a)だ か ら,次 の よ うに こ の 規 則 を 守 る と 知 っ て お く こ と:主 格 に はjeoとci1を,

斜 格 に はmoyとluyを 用 い る 。 そ し て 貴 方 の 前 の 誰 か を 指 し示 す 時 はciletmoyと な

る 。 こ のmoyは 斜 格 の よ うに な る 。

も しjeoetluyと 言 う場 合,そ のluyは 斜 格 で あ る 。
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(CO61)主 格 の 代 名 詞jeとcilが 同 時 に 用 い ら れ る 時,後 に 続 く も の は 斜 格 と し て 用 い

られ る ・ 例}ば:jeetIUyと かCiletmOyの よ うに 。

*(H41)(CO26)大 陸 フラ ンス語にお いては12世 紀前半 にmeiに おけ る如 き二重母

音 のeiはoiに 変化 した。[Pope§226]ANに おい ては13世 紀 にかけ てeiが 水平

化 してeと な るか あ るいはei>oiと い う変化 を 生ぜずeiの ま ま残 った の で あ る。

moy,toyな どは フラ ンス語の 多様 性 に従 ってoま たはeを もって書 いて も よい と

い う指 摘は依然 と してeiが 多 く用 い られ てい た事 実 を示 して い る し,ま たそれ は 大

陸 フラ ソス語 のei>oi発 展段階 を意識 して い る記述 と して興 味深 い。 そ して また,i

あ るい はyを 区別 な く書 き得 るとい う指摘 もANの 一つ の特徴 であ る。Coyfurelly

のTractatusO7'og㍑ ρ1z琵Gallicaneに も次 の説 明が見 え る。ryは どんな場所 で

もiの 音 を持 ち,非 常 に多 くの場合iに 書 きか え るべ きだ」(E.Stengeled. ,Tract-

atusOrthographieGallicanep.20)

(H42)人 称 代名詞 の強形 と弱形 の用 法 を論 じよ うとす るので あ るが,強 形 お よ び弱

形 を使用 す る際の条件 が理解 され てい ない。 一般 に弱形(formesfaibles)は 動詞 の

前 で用 い,強 形(formesfortes)は 前置 詞お よび動詞 のあ とに用 い る。 そ して不定 詞,

分 詞,動 名詞 の前 に も用 い る。

弱形 はme,te(direct,indirect),le,la((m.f.direct),li(m .f.indirect))se,強 形 は

moi,toi,lui(m.)ii(f.)soi;eus.,eles

(H43)主 格 と 対格 につい ての 明確 な 概念 が 消失 して いた のか,EtsachetzqeIe

nominatyfet1'acusatyfdeegomei,secundeetterciepersoneelsingulerserront

escriptzmetose,と い う論 述は誤 りであ る。

(CO58)(CO59)(CO62)に お いては強 形 と弱 形を格 の概念 で処理 しよ うとす るので

混 乱 が起 ってい る。 それ は(H42)に お いて も見 られ る ところ であ る。 問題 の取扱 い

は不正 確,叙 述 には取 り違 えが あ る。

(H43a)iに か わ るyは 英 国 で好 まれ た綴 りと思 え るが斜格 であ るか らyを 書 くと

い うのは誤 りであ る。 そ して また,強 形は斜 格だ けに用 い るの ではな い ,moy,toy,

soyは 主格 に も用 い る。

(CO60)mes,tesはpossessifsの 複数,3人 称はsesで あ る。lesは 所 有格 では な く

人称 代名 詞3人 称 対格弱 形 の複数 。 尚,mesは 男性主格 単数形 で もあ り,主 格複数形

はmi,ti,si。ANに あ っては,特 に当 時格 の概念 が非 常 に不 明確 で混 乱 していた と

思 え るが,OrthographiaGallicaに は格 を強 いて教 え よ うとす る ところが見 受け

られ る。

(H44a)(CO61)再 びmoyとluyを 斜格 であ る と,誤 りを教 えてい る。 強形 と格 と
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を混 同。

(H45,cf.86)ま た 時 に はcestes,時 に はceauxと 書 く こ と 。 こ の 場 合cestesは 主 格 と

対 格 と して で あ る こ と,ceauxは 他 の 全 て の 格 に お い て 書 か れ る こ と を 知 っ て お く よ うに 。

(CO76)主 格 と対 格 に お い て はcestes,cellesと 書 き な さ い 。 ま た,そ の 他 の 格 に お い て

は ・ 特 に 示 さ れ た も の が 存 在 す る の で な け れ ばceuxと 書 く こ と。 そ してCeSteSをj'ay

mySmOnSealayCeSteS(あ の 人 達 の 所 に 私 は 印 璽 を 置 い た)と,こ の よ うに 書 き な さ い 。

(H86)is(pr・n.dem・nstr.m,主 格),eius(属 格)の 複 数 主 格 と対 格 はcellesと 書 か れ る 。

属 格,与 格,奪 格 はceauxと な る 。

(H45a)し か し,も し事 物 が 現 存 す る か,は っ ぎ りあ る も の と し て 示 さ れ る 場 合,ceaux

はcestesに か わ る 。 例 え ば:decesteschoses(こ れ ら の も の に つ い て),あ る い はen

cesteschosezmetroverezprest(私 が こ れ ら に つ い て 準 備 し て い る の が 分 か る で し ょ う)

の よ うに 。

(H46)ま た 時 に はtotes,時 に はtouzと 書 く よ うに 。 そ れ は 即 ち:主 格 と 対 格 がtotesで

他 の 斜 格 がtOUZと い うこ と だ 。

*(H45,cf.86)cestesは 指示代名 詞 女 性複数 において主格,対 格に用 い られ る。

しか しceauxが 他の全 ての格にお いて用 い られ る とい うこ とはない。ceaux=ceusは

男性複数 対格 に用 い られ るのであ る。 この項 では また,近 称 と遠称 の問題 と格 の問

題が混 乱 して いるo

(CO76)cestesは 女性複数 の近称celesは 遠 称 であ る。そ してcil(that)の 男性複

数 対格 がceuxと な る。女性,男 性 複数 の区別が で きてい ないか ら誤 りを教}て い

るこ とにな る。

(H86)cellesは 女性複数 の主格,対 格 に用 い られ る。 この項 の叙 述の よ うにceaux

が所有格,与 格,奪 格 に用 い られ るのでは な く,ceauxは 男 性複数 対格 である。再

び女性形 男性形 の混 乱が見受 け られ,さ らに女性形 男性形 と格 を混 同 してい る誤

りが見 え る。

(H45a)こ の記述 に よると遠称,近 称の概念 が存在 していた こ とは認 め られ る。

(H46)こ の項 において も性 の区別 と格 の 区別が混 乱 して いる。touz(toz)は 男性 単

数 主格あ るいは複数 の対 格であ りtotesは 女性複数 。 故 にtotesが 主格,対 格 に用

い られ るのは女性形 で,tOuzが 斜格に用 い られ るのは男性複数 であ る。

Masc.sg.

CStout,toz

CRtout

pl.

touttuft

tous,toz

Fem.sg.pl.

toutetoutes{totes)

toutetoutes(totes)
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(H15)jeo,moy,nous,vous,luy,1es等 々 は つ ね に 動 詞 の 前 に 書 か れ る,例 え ば:

vousvousaforcez(貴 方 は 自 分 自 身 努 力 す る)

nousvousmandons(我kは 貴 方 に 依 頼 す る)

ilvousprie(彼 は 貴 方 に 願 う)

cilvousmanace(そ れ は 貴 方 を 脅 か す)

(CO55)jeo,moy,me,nous,vous,luy,lesは 一 般 に 動 詞 の 前 で,記 号 な し に 次 の よ うに

書 か れ る:

detouzlesbiensquellesvowsm'envoiastes

(彼 女 達 が 貴 方 の た め に 私 に 送 っ た 全 て の 財 産)

(H15a)ま た,egomeiの 二 人 称,三 人 称 の 与 格,対 格 は 主 格 と 同 じ く,た し か に 動 詞

の 前 に 置 か れ る 。

(H67)jeoと 対 格 は 動 詞 の 前 に 置 く,動 詞 の 後 に は 与 格 を 置 く。

(H67a)与 格 が 文 を 始 め る よ うな 時 は,そ の 与 格 は 与 格 の 印 を 持 つ,例 え ば:

jeomerecomantavous(自 己 紹 介 を し ま す)な ど の よ うに 。

冒 頭 で は こ う言 う:Avoussireetamatreshonureedamevostrecompaignejeome

recommant(貴 方 様 と御 同 伴 の 令 婦 人 に 私 を 推 挙 し ま す)

(CO56)jeo,moy,nous,vous,luy,lesな ど が 動 詞 の あ と に 書 か れ る と,記 号 を 前 に 置 く

必 要 が あ る,例 え ば:jeomerecommantavousの よ うに 。

(CO57)vousま た はluyな ど 上 述 の,あ る い は そ れ ら の ど れ か が 動 詞 の 前 に 置 か れ る

時,そ し て 話 し て い る 人 の 名 前 が す ぐあ と に 置 か れ る とVOUSの[前 に 印 が 置 か れ る],

例 え ぽ:

Avousseignour,sireJustice(裁 判 官 閣 下 に),alesJustices(裁 判 官 の 皆 様 に),ala

tresexcellentedame(い と尊 き御 婦 人 に)な ど 。

(H68)そ し てvousが 動 詞 の あ と の 場 合,二 人 称 に つ い て はdeversvousと い う よ うに

な る 。

(CO75)大 部 分 の 場 合,対 格 は 記 号 と共 に 与 格 の 場 所 に 置 か れ る 。 尊 敬 を あ らわ す た め に

は,例 え ば:

vousmanderaymalettre(貴 方 に 私 の 手 紙 を お 送 り し よ う)は,jemanderaymalettre

deversvous(貴 方 様 に 対 して 私 の 手 紙 を 差 し上 げ ま し ょ う)と な る 。

*(H15)与 格を動 詞 の前 に書 くとい う叙 述 であ る。例 文のvousvousaforcezは 代 名

動 詞 の直接 目的 語であ るか ら例 と しては不適 当。

(CO55)anteverbasinesignoe詞 の前 で記号 な しに'と い うよ うに,signo(印)

とい う語 が頻 出す る。 この場合 は前置 詞 な しに ・一 とい う意 味で あろ う。

一20一
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(H67)与 格 を動詞 のあ とに置 くとい う叙述 であ るが,こ の場 合,人 称代名詞 強形 を

与格 と考 えてい る らしい。強 形,弱 形 と格 を混 同 してい る ところが見 える。 強形 は次

の よ うに動 詞のあ とに くる場 合が あ る:Etquantjaiavantperdului=puisqueje

1'aiperduauparavant(LaChastelainPdeVergi815)

(CO75)対 格が記 号 と共 に 与格 の場所 におかれ る とい う叙 述 は,前 置詞 を伴 って与 格

にな る とい うこ とであ ろ う。尊敬 をあ らわ すた めには前 置詞 を伴 った形 を用 い る とい

う記 述 も興味深 い。

(H69)vostreま たはsueに 対 してlaま た はleを 次 の よ うに書 くと知 ってお くこ と。

例 えば:jeosuylevostreescoler(私 は貴 方 の生徒 です),あ るいは(jeosuyle)vostre

servantenqanqejeopuissefaire(私 が で きる事は何 事 におい て も私は貴 方 の しもべ で

す),あ るいはjeosuylasueancelle(私 は彼女 の娘 です),ま た この よ うに1evostreen

tuttel(全 てにお いて貴方様 の)な どで あ る。それ は最 も丁 寧 に話すた めであ って,特 に

jeosuylevostre(私 は貴 方様 の もの)の よ うに名詞 が示 され てい ない時 な どであ る。

(H16)あ な たが誰か に依頼す る時 はjeoを 置かず にvouspri[e]と 言 うこ とが で きる。

(CO63)誰 か か ら何 かを要 求す る ときLeoな しにvouspriと 言い得 る。

(H17)誰 か 他の者 が懇願す る時 にはcilま たはilvousprie(彼 は貴方 に願 う)と 書 くこ

と。他 の人 たちはcilま たはilvousplest(彼 は貴方 の気 に入 る)と 書 くであ ろ うがそれ

は誤 りであ る。何故 な らpryとplestは 意味 が異 ってい るか らだ。

(CO64)誰 かが他 の人 に依頼す る時はcilvousprie(彼 は貴 方に頼 む)と 言い な さい。

(H18)jeoは 次 の よ うに動 詞の前 に置 く:jeovouspry(お 願い します),jeom'affy

(た しかです)と 。

(H19)jeoを 消 してyの 場所 にiを 書 く,そ してそれ にeを つけ加 え る:vousprie,

m'affieの よ うに。 これはyで 終 る動 詞にお いて の こと と知 るべ ぎであ るが,子 音 で終

る動詞 でそ の前 にjeoを 置 くものぱ 語尾 にeを つけ 加え ない。 即 ち:jeovousmanc(私

は貴方 に とって不足 です)な ど,そ して 同様 の もの。

(CO65)vouspryの よ うに,動 詞 の前 に 印が は ・・き り と置 か れ な い 時 はpryま た は

m'affyをyで 終 らせ るべ きであ る。

(CO66)も し印が は っ き りと置 かれ てい るな らばyはiに か え られ て,そ してeが 加 え

られ る,例 えば:jem'affie,jeovousprieの よ うに。

この規則 は語がyで 終 る場合 は理解 され るが,も し語 が子音 で終 る時は あては まらない。

例 えば:jevousmancの よ うな場合 であ るQ

*(H69)所 有形容詞の前に冠詞を使 う習慣を理解 している叙述であるがlasueは
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sonの 古形 を保存す るANのconservativeな 側面 であ ろ う。

(H19)13世 紀 には主 にer動 詞 直接 法 現在1人 称単数 語尾 にeを つけ る傾 向が現

わ れた。3人 称 のanalogyのeで あ るが(H18)に 示 され て い るよ うにeを 加}る

場 合 も加 えな い場 合 もみ られた。 語幹 が子音 に終 る動 詞にはeを 付す傾 向がANで

は おそか った ら しい。

(CO65)1人 称単数 の主語jeが 省略 され る場合,nonexpresseponitursignumante

verbumと 記 され てい るsignumは 人 称代名 詞1人 称 単数主 格 とい ういみ であ ろ うが,

この時 は直接 法現在 動 詞 の語尾 を ことさ らにyで 終 らせ よ と指 示す るのはANの

特 徴 を示 してい る。yとiは 互換 性 のあ る綴 りであ った がANで は 既 述 の 如 くy

の綴 りが 多い○

(CO66)signum(印)と い うこの場 合はjeあ るいはjeoを 指 して いる。 人称 代名詞

を書い て も,あ るいは省略 を して書か な くて もeを つけ加 え る ことにかわ りは ない。

jeと い う人称代 名詞 がなけれ ば語尾 がyの 儘 で終 る とい う叙 述は正 しくない。 主 語

のあ るな しで語尾が 変 る とい う指示 は誤 りであ る。

(H20)ラ テ ン語 のiste(そ の,pron.demonstr.)ipse(そ れ 自 身,pr・n.intens.)と い う 代

名 詞 は フ ラ ソ ス 語 で はCを も っ てcilと 書 か れ る 。

(CO68)代 名 詞ille(か の,pr・n.dem・nstr.),ipse,iste,hic(こ れ,pr・n.dem・nstr.)等 々

はcを も っ て,単 数 で はcele,cesthommeと 書 き,複 数 で はcelleshommes,cestes

と 書 く。

(H21)し か しsuus(3・pers.pr・n.p・ss.sg.男 性),-a(女 性),-um(中 性)はsを も っ

てsonとsaと 書 か れ る 。

(CO69)suus,-a,-umはsを も っ てsonとsa[こ れ は 単 数 で あ る,複 数 はcな し に

sez]と 書 か ね ば な ら な い 。

(CO70)citra(此 方)の よ うにcを も っ て 書 く ラ テ ン 語 の 言 葉 は,ガ リア 語 綴 りで は 変 化

し な い,例}ば:decealamear(海 の 此 方)の よ う に 。

(H23)そ して そ の 他 の と こ ろ で はci1あ る い はilと 思 い の 儘 に 書 け ば よ い 。

(co71)cilを 書 い て,そ れ にsiが 先 立 つ と き はcilのcは 取 除 か れ,siのsがilに

付 加 え られ る 。sicil(も しそ れ が)はsilと 書 か な け れ ば な らず,そ れ は 誰 か を あ ら わ し,

た だ 一 人 を 意 味 し て い る 。

(H24)時 にcはsを 取 る が そ の 時sは 発 音 され ずcの み を 発 音 す る,例 え ば:

[j']ayreSCeU(受 け と り ま し た)はj'ayre(S)ceuと 発 音 さ れ る 。

(CO72)時 に はcが 自 ら の 前 にsを 取 る 。 し か しそ のsは 発 音 し て は な ら な い 。 例 え ば

resceuはreceuと 発 音 され ね ば な ら な い 。
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(H25)ま た 時 に はssと 二 重 に 書 か れ て あ っ て も 単 にsと 発 音 す る 。puisse(pouvoir,

imp.dusubj.),fuisse(etre,imp.dusubj.),eusse(avoir,imp.dusubj,)の よ う にo

(T15)quoer,cuoir(心 臓)と い う 言 葉 はeあ る い はoの ど ち ら を 書 い て も よ い 。

(H26)時 に はcあ る い はqを さ べ つ な くcuer又 はqoerの よ う に 書 き な さ い 。

(H27)ま た は 時 に はqi(prop.interrogatif),cum(adv.decomparison),qe(conj.)の よ う に

ラ テ ン 語 に 従 う。

*(H20)ecce+ille>cilと な る 。 こ の 項 は 代 名 詞 の 語 源 が 理 解 さ れ て い な い 叙 述 と 言

え る 。ipse,isteはcilと は な ら な い 。

(CO68)ecce+iste>cistと な る 。 こ こ に も ラ テ ン 語 の 語 源 を 理 解 し な か っ た た め に

生 じ た 記 述 が 見 え る 。 ち な み にcesteはcistの 女 性 形(近 称),celeはcilの 女 性 形

(遠 称)で あ る 。 例 文 は 指 示 詞 の 男 性,女 性 形 を と り違 え て い る 。CRで あ れ ば 例 文

はcel,cesthommeと な る 筈 。 ま た 複 数 でCRの 場 合 はcels,ceshommesと な

ら な け れ ば な ら な い 。

(CO69)suusの 対 格suumがson,suaの 対 格suamがsaと な る 。 複 数 はsez

で は な くてsesで あ る 。Cな し に と い う 記 述 も 奇 妙 に き こ え る 。 音 が 同 じ で,Sと

cの 混 同 が 起 こ る の を さ け よ う と 意 図 し た の で あ ろ うか 。

(CO70)decealamearはAN綴 りで あ る 。degadelamerと な る の で あ る が

degaはeccehacに 由 来 す る 。 語 源 はcitraで は な い 。

(H23)cilの 系 統 とilの 系 統 の 分 離 が 意 識 さ れ て い な い 。ANに お け る 古 い 用 法

cilとilの 併 存 状 態 を 示 し て い る 記 述 と 言 え る 。 ラ テ ン語ille(>il)は 指 示 形 容 詞 と

代 名 詞 の ど ち ら に も 用 い ら れ て い た が 指 示 形 容 詞 と し て は 残 ら な く な っ た 。

(CO71)sicilはsilと は な ら な い 。encliseに よ っ てsi+le>si1と な り,si+il>

silと な る 。

(H24)(CO72)s音 を あ ら わ すsc綴 りはANの 特 徴 で あ る 。

(T15)coerの 異 形 はANで はquer,queor,quoer,cuoir,cuer,qoerな ど。AN

に お い て は[oe]を あ らわ す 綴 りが 一 定 し な か っ た 。

(CO46)qi,qe,qant(c・nj.)はkを も っ て 書 か れ る の を 常 とす る 。 しか し現 代 の 人 々

の 間 で はkがqに 変 え られ る 。 そ れ は ラ テ ソ 語 に よ り よ く 一 致 す る た め で あ る 。 な ぜ

な ら ばquando(c・nj,の 時 に),quis(pr・n.interr・g・ 誰),quod(pr・n.quiの 中 性 形)の

中 にkは 現 わ れ な い か ら で あ る 。

(H28)kは 人 お よ び 町 の 個 有 名 詞 に お い て 用 い られ る,例 え ば:Katerine(キ ャサ リ ン),

Kyngesmortounな ど の よ うに 。
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(CO47)土 地 お よ び 人 の 個 有 名 詞 と,人 名 に お い て はkを も っ て 書 か れ る べ き で あ る 。

例 え ば:Katerine,damedeKnaptoun(ク ナ ッ プ町 の 令 夫 人)[OKamptoun]

(CO48)car(c・nj.何 故 な ら)お よ び ラ テ ソ語 でqが 現 わ れ な いnam(c・nj,何 と な れ

ば)や そ の 他 の 語 は 書 く人 の 意 志 に よ っ てcま た はqを も っ て さ べ つ な く書 い て よ い 。

(CO98)接 続 詞qeはqま た はqeと 差 別 な く書 き 得 る 。 し か し 疑 問 詞 と し て 置 か れ た

qiは 省 略 な し に 書 か な け れ ば な ら な い 。 だ がquelとquelleは 関 係 詞 と し て 書 く。

(C99)ガ リ ア 人 の よ うに 英 国 人 に あ っ て も 時 に 関 係 詞 は 接 続 詞 的 に 用 い ら れ る 。例 え ば:

thewomanthatwasyesturdayatOxonforde(オ ク ス フ ォ ー ドに 昨 日 い た 婦 人)orthe

womanwylkewasyesturdayatOxonfordeこ れ は 即 ち:Iafemmeqestoit([其 処 に]

い た 婦 人)[ま た はq'estoithieraOxonie](そ の 人 は オ ク ソ ニ イ に 昨 日 い た)ま た は

lafemmeIaqueleestoithieraOxonie(オ ク ソ ニ イ に 昨 日 い た 婦 人)と な る 。

(T10)queま た はquiは 古 人 の 使 用 習 慣 に 従 っ てkを も っ て 書 か れ る の を 常 と し た が

現 代 人 の 間 で はkはqに か わ る 。 しか し,た と え ば 次 の よ うな 個 有 名 詞 と人 名 は 除 く:

KaterynedeKyrkeby

*(H28)(CO47)(T10)人 名,地 名にKの 綴 りを用 い るのはANの 特 徴。

(C99)quiは 主語,queは 属 詞をあ らわす 関係代名 詞であ る。接続 詞のqueは 名詞

節 を導 く。

(H70)人 や土地 の全 ての名 称 と地名,さ らに職 名 と尊称 をあ らわす名 詞,こ の世 の支配者

た ちの約款 の始 ま りは大文字 で書かね ばな らず,特 に法令文書 においてはそ うであ る。

(C100)人 や土地 の名 をあ らわす全 ての名詞,地 名,尊 称,条 文 の始 ま りは大 文字 で書 か

れ る。

(T16)全 ての個有名 詞,貴 顕 お よび現世 の 支配老 た ちの尊称 名は,文 の始 ま りでは大文

字 を書 く。特 に法律文書 にあ っては,語 頭 は大文字 を もって書かれ るべ き と留 意す る こと。

(H71)文 章 の途中 で大文字 を用 いず に 一休 止 しなけれ ぽな らない時 は,構 成 の句読点 を

つ くる。

(C101)し か し文の途 中では大文字 で始 めず に,二 つの句読点 を打 ちなさい。

(CO35)大 文字 で書かれ た語が小文字 で書かれた 同一 の語 と別 の意 味を もつ時,例}ぽ:

uncountecounte[e](訴 訟 の話),delCountdetielCounte[e](あ る伯領 の伯爵 の)

unRoyassistunroy(主 が規則 を制定す る)な どが あ る。

(H80,CO37)多 くの文字 が読み とれ るあ るい くつかの形容 詞で なけれ ば,mを 除いて如

何 なる文字 のかわ りに も省略記号(titulUS)を 書 いてはな らない。 また 更に習慣的 に,例

えばdatur(衣 服 の)な どの よ うに。
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(H81>CO38)あ る語の中で省略記号(titulus)が 複数 の文字を含む時 はいつ でも次 の よ

うな場合に書 くのが よい。省略記号をその文字 と共 に,語 が よ りよ く限定され るよ うな文

字 の上に書 くこ とによって省略 の共通の方 法が今 日の読者 の理解力を完全に し,何 等それ

を不 明瞭に しない とぎ。

*(H70)(C100)(T16)大 文字の使 い方 を統一 しよ うとす る文章 法が述べ られ てい

る。

(CO35)大 文字 と小文字の明確 な使いわけに よって,語 の意味が異なるこ とを教え よ

うとす る記述は興味深い。

(:1,CO37)(H81,CO38)省 略記号 の読み方が曖昧 になって きていることを示す

記述であろ う。

(H82)い つで もnと い う文字が9の あ とで書かれ る時はsignifiantの よ うに先 に 書 い

ては いけない。

(CO39)nの 文字がgの 前 でた とえ発音 され てもgの 直後 に続 く時はgの 直前に書い

ては ならない,例 えば:signifian,tの よ うに。

(H83)し か し,も し後 に置 くのでなければ,前 に置かれ る。

(CO40)も しnがgの 前 で発音 され,そ して後に続 かぬ時はgの 直前 に書かれ るのが

のぞ ま しい。

(T20)あ る語 の中でn(m)が 子音9に 続 くときはnは 先 立 て て は な ら な い,即 ち

busoignes(必 要な物)や その他,同 様。

*(H82)(CO39)(H83)(CO40)硬 口 蓋 子 音n[n]の 表 記 に つ い て(H82)(CO

39)と(H83)(CO40)の 記 述 は 対 立 し混 乱 を 示 して い る 。 前 者 はgn後 者 はngと

書 く よ うに 指 示 す る 。 こ の[∫1]音 が ア ン グ ロ ノ ル マ ン で は 困 難 な 音 と な っ て い た の

は 事 実 で あ ろ う。ngnとnを9の 前 に 書 い て は い け な い と指 示 して い る よ うで あ る

が,既 述 の フ ラ ン ス 語 教 本,Coyfurellyの7'ractatusOrthographieGallicaneに

はngnを 良 し とす る記 述 が あ る:

「gは と こ ろ で 語 中 に あ っ て 母 音 と子 音 の 間 に 置 か れ る と 粗nとgの:音 を 持 つ:

compaignon,compaignie,moigne,maigneの よ うに 。 し か し フ ラ ソ ス 人(Gallici)

は 大 部 分 の 人 た ち が 語 中 にnを 書 く:compaingnon,compaingnie,moingne,

maingneの よ うに 。 こ の場 合 の ほ うが 良 い 。」(p.17)

英 語 の 音 体 系 に 存 在 し な か っ た こ の 硬 口 蓋 子 音 がANで は 早 い 時 期 に,口 蓋 渡 り母

音 に 後 続 す る 歯 音nと な り始 め る の で あ る 。 そ し て 表 記 に は 混 乱 が 生 じた 。
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(T20)ち な み にbosoigneの 異 形 の 例 を あ げ る と次 の 如 く 多 様 性 を 持 つ:

busoingne,bozoyne,bosuygne,bosongne ,bosuine,bosoinne,busing,bosoyngとo

(H84)meus(私 の),tuus(君 の),suus(彼 の)な ど は 男 性 に 付 加 え られ る 時 はmon,

ton,sonと 書 くo

(CO41)meus,tuus,suusが 男 性 に 付 加 え られ る 時 はmoun,toun,sounと 書 か れ る べ

き で,mounseignour(私 の あ る じ),tounseignour(君 の あ る じ),sounseignour(彼

の あ る じ)の よ うに な る 。

(H85)女 性 に 付 加 え ら れ る 時 はma,ta,saで あ る 。

(CO42)女 性 に 付 加 え ら れ る 時 はma,ta,saと 書 か れ る べ き で,madame(私 の 女 主

人),tadame(お 前 の 女 主 人),sadame(彼 女 の 女 主 人)の よ うに な る 。

(H87)中 性 に お け るmeus,tuus,suusはsuumが 動 作 を 受 け る も の よ り も,行 為 者 と

し て の 名 詞 と 一 致 す る と き にsonと 書 か れ る 。

(CO43)中 性 に そ れ ら が 付 加 え ら れ る と き,付 随 す る も の よ り も 主 体 と,ま た は 動 作 を 受

け る も の よ りは 動 作 を 行 う も の と一 致 す る と きmoun,toun,sounはmounchief(私 の

頭)の よ うに 書 か ね ば な ら な い 。 何 と な れ ば,こ こ でcaput(頭)は 主 体 者 の 肉 体 の 部 分

と よ ば れ る か ら で あ る 。

(H88)(son)で な け れ ばsaで あ る 。

(CO44)主 体 者 よ り も そ れ が 動 作 を 受 け る も の あ る い は 付 属 の 部 分,二 義 的 な 種kの 部 分

に 一 致 す る と き はma,ta,SaはmateSte(私 の 頭 部)の よ うに な る 。 何 と な れ ば,こ こ

で 頭 は 肉 体 の 他 の 諸 部 分 同 様 に,肉 体 の 部 分 と よ ば れ る か ら で あ る 。

(H77)単 数 で はnortre(我kの),vostrelettre(貴 方 達 の 手 紙)と な る 。

(CO45)noster(pron,poss.m.ITepers.)vester(pron.poss'm.2epers.)-ra(pron,poss.

f.1・e2・pers.)-rum(pron.poss.n.1・e2・pers.)は 単 数 で は 全 て の 性 に お い てnOstre,

vostreと 書 き,複 数 で はnos,vosと 書 か な け れ ば な ら な い 。

*(CO41)moun,toun,sounはAN綴 りの特徴 であ る。AN第 二期(1250年 以後)

の特徴 として0+鼻 母音 の表記 にoun,oumが 認 め られ る。

(H87)(CO43)ま ず性 の使 い方 に混 乱があ る。 ラテ ン語 の所 有形 容詞meus,tuus,

suus(男 性形)に は女 性形 一aと 中性形 一umが 存 在す る けれ ども これ らの フ ランス

語 におい て中性は存 在 しない。suusの 対格suumがsonと な った とい う記述は正 し

い。 しか しフランス語 の所有形 容詞 の性 の一 致は所 有 され る人 ,物 をあ らわす名 詞の

性 に対 して行 い,所 有者 の性 とは関係 がな い。故 に行為 者 と して の名詞,あ るいは 動

作 を行 うもの と一 致す る … とい う記述 は誤 りであ る。
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所 有形容詞 とそれ に続 く名 詞 との関 係が充 分 に理解 されて いなか った様子 であ る。所

有 形容詞は それ に続 く名 詞の性 と数 と一致す るのであ る。samereは 彼女 の母 で も よ

い し・意味 内容か ら彼 の母 で もあ り得 る。 この項 の記 述は英語 のhis ,herの 概 念を

あ てはめ よ うと して起 ってい る誤 りの よ うに見受 け られ る。

(CO44)一 動 作を受 ける もの,あ るいは主体者 の付 属部分,例 えば肉体 の一部分 で

あ る頭,と 所有形 容詞が一致 す る ときはma,ta,Saと な りmateSteと なる と

い う記述 も奇 妙 であ る。即 ち この項 も所有形 容詞 と名 詞 との一致 を説 明 しよ うと試み

てい るのではあ るが,名 詞の性,数 と所有形 容詞が一致す る とい う規 則がは っ き りと

は認識 され てい ないのであ る。possessifsde1'uniteとpossessifsdelapluraliteの 関

係 も明確 に理解 され ていない。

(H92)母 音 のiがmとnま たはuの 間に おかれ るときは いつ で も,読 み手 に とって

読み 易 くす るためにiをyに 変 えて よい。

(CO25)iの 文字 がmとnま た はuの 間に置かれ る ときは いつ で も,そ の文字が 読み

易 くな るよ うにyに 変え るこ とがで きる,例 え ば:Comyngtounの よ うに。

(H96)iとnが 二 つの音節 に分 かれ る場合 は,そ の間にgを 書 く,例 えば:certaigne・

ment(た しかに)の よ うにO

(T17)iがmnま たはuの 直前 あ るいは直後 にあ る ときはいつ で も,更 に読み 易 くあ る

よ うに,あ るいはそ の本来 の性質 において存在 す る よ うにyに 変 え得 る。

(co92)い くつか の音節を もった語の 中でnがiに 続 くときgが 間 に置かれ る,例 え

ば:certaignement,benignement(寛 大に)な どの よ うに。 しか しgは 発音 され るべ き

では ない○

(H97)し か し(iとnが)同 時 に音 節を作 る場 合はcerteinの よ うにgは 書かれ ない。

*(H92)(CO25)iをyに 変 え よ う と す る の はAN綴 りで 好 ま れ る 傾 向 で あ る 。

(H96)(CO92)(H97)はAN風 の 規 則 と考 え ら れ る 。certainのnは 鼻 音 で あ る か

らcertaignementの よ うに9が 介 入 す る こ と は な い 。 綴 りはcerteinement,certein

が 大 方 を 占 め る がANの 作 品 の 中 に はcerteygneの 綴 り も 散 見 さ れ る 。 例:cele

maladiemetoutcerteygneshouresdejourtutleseen.(FoukeFitzWarin45.1)

benignementの 語 源 はbenignusに 由 来 し,gが は い っ て い た 。

(T18)一 音 節 の 語 がsで 始 ま る 場 合,そ の 語 は 常 に 完 全 に 書 か れ る,例iば:sum,si,

se,set,そ し て そ の 他,同 様 。

(T19)ガ リ ア 人 の 間 で はmund(世 界)とmunt(山)は 異 な っ て い る 。 そ の 他,同 様 。
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(T21)mが あ る語 で子音t[1.n?]に 先立 つ ときはいつ で も,例 えばdampnum(破 滅)

の よ うにpを 中に介在 させね ばな らない。

(T22)語 と語 の間の空 間は このnと い う文字 の幅 を持 つべ きであ ると知 ってお くこ と。

(T23)行 末で も し必要 な らば,語 は分 節を作 るこ とがで き る。 しか し 一・音節は 決 して 分

離 され ない。

(T24)長 い文字 が行間 の途中 まで 伸 び,語 が長 い文字 を積み こまれ てい る ときは 省略記

号 な しに書かれ る。例:absconder(隠 す),Galfrid9な どの如 く。

(T25)等 しく揃 った文 字が行 ごとに書かれ るの であ るか ら,写 本 の羊皮紙 は その 上 部 を

折 り畳 むか,線 を 引かれ るべ きで あ る。そ して,最 初 の線 あ るいはそ の折 り目は まっす ぐ

に整 えなけれ ば な らない。

(T26)音 節 であれ,語 であれ 次の文字 を書 く際 には,先 行す る文 字 と 隣接す る文字 を

考慮 しな さい。

(T27)1と い う文字 が書かれ てい る ラテ ン語 の全 ての語 にあ っては,そ れ に 由来 す る同 じ

ガ リア語 に おいて1が 置 かれ なけれ ぽ な らな い。 例 えば ラテ ン語 のmultum(沢 山)は

moltま たはmultと ガ リア語 で言わ れ る。

*(T18)単 音節 の語 では略字 を使用 しては いけ ない とい う,写 字 生 に対 す る 注意 で

あ ろ うか。

(T19)OFに おい ては一般 に語尾 のdとtは 交換 可能 であ った 。

(T21)鼻 子音 が続 くときpを 介在 させ るのはOF中 世後期 の特 徴 であ る。そ の傾 向

を多少 先取 りして い る模様 であ る。

(T22)(T23)(T24)(T25)(T26)専 ら写 字生 に対 して文 章 の書 き 方 の 説 明 を 行 っ

て い る。(T24)Galfridgは 主格 のusが 省略 され て い る と 見 られ る。absconderも

absconderuntと な るのであ ろ うか○

(T27)語 源 に さか のぼれ とい う意識 がみ え る。1はu音 に なってい るか らこの考 え方

はhypercorrectionと 見倣 して よい。 いわ ゆ るmotsdemi-savantsで あ る。

[小論 の一 部は 日本中世 英語英 文学会 第2回 全 国大会 に於 て発表1986.12.6]
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