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『ロ ー ラ ン の 歌 』に お け る

若干 の類義語(続)

目 黒 士 門

(1)
前 稿 で は,「 ロ ー ラ ソ の 歌 」 に あ ら わ れ る 類 義 動 詞 の う ち,nasfrer/blecer,oir/

entendre/esculter,repairer/revenir/returnerの3組 を 取 扱 っ た 。 本 稿 で は,

quider/quier/penser/creire,remembrer/suvenir,traire/tirerの3組 の

類 義 動 詞 に つ い て 意 味 論 的 考 察 を 行 な う こ と に す る 。

■.QUIDER,Qu醒ER,CREIRER,PENSER

『ロー ラ ンの歌 』 で は この4語 が 類 義 関係 に あ るが,そ れ ぞれ の用例 数 は,
(2)

quider11例,quier5例,creirerl5例,penser3例 で あ る 。 こ れ ら4語 の

『歌』に おけ る意 味論 的差異 の検討に先立 って,各 語 の語原 お よび 意味変 化

を概 観 して お こ う。

OscarBlochetW.vonWartburg(以 下 た ん にBlochと 記 す)に よ る

(3)

と,quiderお よ びquierに 関 し て は 記 述 が な い 。creirerに つ い て は,現 代

(1)拙 稿 「「ロー ラ ソ の 歌 』 に おけ る若 干 の 類 義 語 」(東 北 大 学 フ ラ ンス文 学 会 編

「ル ガ ール 』 誌 第8号 所 載)参 照 。

(2)FouletのGlossαireで は,v・395お よびv・1588をquiderの 例 に 数 え る と

同 時 に,quierの 例 に も数 え て い る。 従 っ て,実 際 の用 例 数 は,quiderの 用 例 と

quierの 用 例 を あ わ せ た数 字(1;例+5例=16例)よ りも2例 す くな い。 な お,

オ クス フ ォ ー ド写 本 で な くBedier版(1937年 版)に よ るな らば,Gl・ssaireの

行 数 表 示 に は,次 の訂 正 を 要 す る。

quider:v。1588-→1631

v.1590-一 一>1633

v.1666-一 一→1505

quier:v」588-一 →1631

(3)OscarBLocHetW.vonWARTBuRG,Dictionnaire5tymolo8iguedela

♂傭9%θ 〃 α%卿sθ ・以 下,本 文 中 でBlochと あ る の は,す べ て 本 書 を 指 す 。
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語 のcroireの 項 で,croire<lat・credereと い う形 態 的 語 原 を 指 摘 し て い る

の み で あ る。penserに つ い て は,そ の 意 味 論 的変 遷 を 次 の よ うに 説 明 して

い る。rpenserくlat・pensare・ 本 義 で は 《peser》(重 さ を 計 る),《juger》

(裁 く)を 意 味 す る。penserはbasse6Poqueで は 《penser》 の 意 味 を も

っ て い た は ず で あ る 。cf・ イ タ リヤ 語Pensare・ ス ペ イ ソ語Pensarも 同 様

《penser》 の 意 味 で あ る。sの 前 のnは 普 通 に は 脱 落 す る し,ま た,pe(n)sare

は,peserに よ っ て 表 わ され る の で,penserと い う形 態 は,書 き こ とば か ら

来 た も の と しか 説 明 され な い 。 しか し,書 き こ とば で は 《penser》 と い う意

味 は 確 証 され な い か ら,そ の 結 果 い え る こ とは,ラ テ ソ語pensareが 学 識 者

層 の 書 き こ とば に お い て,basse6poqueの 時 代 に 再 び 採 り上 げ られ,そ し

て この 語 が 急 速 に 《penser》 の 意 味 を も っ た と い うこ と で あ る。Panserは

penserの 特 殊 化 に 過 ぎ な い 。 まず14世 紀 よ り して す で に,penserdeが 行

なわ れ,そ の 意 味 は 《s'occuperde,soigner》 で あ った 。cf・evaaPrt・"sPense

delaplaie.H.deMondeville,お よ び,前 置 詞 な しのpenserは 《soigner》

の意 味 で14世 紀 か ら16世 紀 に 使 用 され た 。17世 紀 以 来,形 態 に よ っ て 意 味 を

区 別 す る た め に 二 重 の 正 書 法 が 使 用 され た 。 す な わ ち,13世 紀 に 《penser》

の 意 味 でpanserと い う綴 りが あ らわ れ た 。 しか し,panser《penser》 は

17世 紀 に も ま だ 使 用 され て い た 。 そ の ほ か13世 紀 よ り して す で に 《penser》

の 意 味 を も っ た(pencer)pancerが 発 見 され る 」(以 下 略)。

つ ま り,Blochに よれ ば,(1)penser〈lat・pensareは,も と の 意 味 は

《peser,juger》 で あ り,学 者 語 に 採 用 され る に 及 ん で 《penser》 の 意 味 を

も っ た,(2)penserとpanserは,語 原 を 同 じ くす る 二 重 語 で あ る,と い う

わ け で あ る。

こ の 同 じ4語 に つ い て,HatzfeldetDarmesteterの 記 述 を 調 べ て 見 よ

くの

う。quiderとquierに つ い て は 説 明 を 与 え て い な い 。croireに つ い て は,

(4)HATZFELDETDARMESTETER,1)ictionnaire99n6ral4ela1α%9%θfrancaise・

以 下,本 文 中 でHatzfeldetDarmesteterと あ る の は,す べ て 本 書 を 指 す 。
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lat・credere>creidre>creire>croireと い う歴 史 的 形 態 変 化 を あ げ た の

ち,他 動 詞 の 意 味 と し て,《1。Admettre(qch)commev6ritable・2。

Consid6「e「(qn)commev6ridiquedanscequ'ildit》 と 記 し,自 動 詞 の 意

味 と し て は 《1。Avoirfoiblar6alit6deqch.2。Avoirfoibsav6racit6.

3。Avoirconfianceensoncaractさre・ 》 を あ げ て い る 。 ま た,penserに つ

い て は,ラ テ ン語pensareが 語 原 で あ る が,pensareはPendereに の っ と

っ て 作 られ た 分 詞pensusか ら 派 生 し た も の と し て い る 。 意 味 は,Blochの

あ げ る 意 味 と ほ ぼ 同 じ で,ラ テ ン語 時 代 に は,《peser,examiner》 で あ っ

た 。 ま た,peserとpanserが 二 重 語 で あ る こ と も つ け 加 え て い る 。penseエ

の 意 味 と し て は 《1・ApPliquersonespritbconcevoir,ajugerqch,II・

Absolt.Exercerlafacult6deconcevoir,dejuger》 と 説 明 し て い る 。

(5)
FouletのGlossaireに よ る と,ま ず,quiderは 《Penser》 で あ り,Foulet

は 次 の よ うに つ け 加 え て い る。 「動 詞quiderの 用 法 に は,し ぽ しば,欲 求

(d6sir)お よ び 決 定(d6termination)の 観 念 が あ り,と き と して は,か か る

観 念 が 第 一 面 に あ らわ れ る。 す な わ ち,v・2733,3004,3012に お い て で あ

る 。」

quierに つ い て は,同 じ く意 味 は 《penser》 で あ る`と した の ち,Fouletは

「quierと そ の 二 重 語quiderの 関 係 は,vuierと そ の 二 重 語voiderの 関 係

と 同 じで あ る 」 と述 べ て い る。 ま た,Fouletはcreireに 関 して は,《tenir

pourassur6》,《admettrecommevraisemblable》,《tenirpourv6ridique》,

《avoirconfiqnceenquelqu'un》 な ど の 意 味 を あ げ て い る が,こ の 二 点 に

つ い て は,の ち に 述 べ る こ とに す る 。Penserに 関 して は,意 味 に 関 す る 説

明 は 何 も与 え て い な い 。

さ て,以 上 の 諸 説 を ふ ま え て 『ロ ー ラ ンの 歌 』 に お け る 四 つ の 動 詞 の 用 法

を 検 討 し,そ の 意 味 の 違 い を 明 らか に し ょ う。

(5)■aChansondeRolana,commentgeParJosEPHBEDIERに 付 さ れ て い る

Glossaire・ 以 下,本 文 中 でFouletと あ る の は す べ て 本 書 を 指 す 。
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ま ず,quiderとquierに つ い て は,Fouletが 「quiderとquierの 関 係

は,vuierとvoiderの 関 係 と 同 じで あ る 」 と 述 べ て い る 通 り,両 者 の 問 に

は 意 味 論 的 差 異 は な い 。 従 っ て,本 稿 で は,こ の 両 者 を 同 時 に 扱 う こ と に す

る 。Glossaireはquider,quierに つ い て 《pe'nser》 と し て い る が,『 ロ ー ラ

ン の 歌 』 に お け るquider,quierは,た ん に 《penser》 と い う意 味 を 与 え る

だ け で は 充 分 で な い こ と も も ち ろ ん で あ る 。 現 代 語 の 《penser》 は,す で に

見 た 通 り(HatzfeldetDarmesteter),1。ApPliquersonespritbconcevoir,

bjugerqch・2。Exercerlafacult6deconcevoir,dejugerを 意 味 す る 。

『n-一 一ラ ソ の 歌 』 のquider,quierの 意 味 は,こ のHatzfeldの 与 え る 定 義 に

完 全 に 符 号 す る も の で は な い 。 こ こ で,わ れ わ れ は,「 動 詞quiderの 用 法

に は,し ぼ し ぼ 欲 求 お よ び 決 定 の 観 念 が あ る 」 と い うFouletの こ と ば を 想

い 起 こ そ う。 そ の 例 と し てFouletは,v・2733,3004,3012を あ げ て い る

が,そ れ に さ ら に,v.395,1590を つ け 加 え る こ と が で き る 。 か く し て,

quider,quierは,14例 中,5例 ま で が 欲 求 お よ び 決 定 の 観 念 を 表 わ し て い

る 。 意 味 を 与 え る な ら ば,《compter》 が 適 当 で あ ろ う。 他 の9例 に つ い て

は,一 一般 に 《penser》 で あ る が,《Penser》 の 意 味 を さ ら に 規 定 す る な ら

ば,《appliquersonespritbconcevoir,bjugerqch》 で あ る 。 こ の 例 と し

て は,v・150,1631,1505,1848,3724,764,3506を あ げ る こ と が で き る 。

v・2904に つ い て は,《Ilmesemble》 が よ り適 当 で あ り,v・2121に 関 し

て は,《s'estimer》 が よ い 。 注 意 す べ き こ と は,『 ロ ー ラ ン の 歌 』 で は,

《penser》 の 意 味 の う ち 絶 対 用 法 す な わ ち 《exercerlafacult6deconcevoir,

dejuger》 と い う意 味 を も っ てquiderが 使 用 さ れ る こ と は な か っ た と い う

こ と で あ る 。

こ の 検 討 か ら,『 ロ ー一一ラ ン の 歌 』 に お け るquider,quierの 意 味 は,①

Appliquersonespritbconcevoir,bjugerqch,②compterの 二 つ に 要 約

で き よ う。

次 にcreireに 関 し て は,Glossaireの 説 明 に よれ ば,《tenirpourassur6》
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1例(v.692),《admettrecommevraisemblable》2例(v.575,1006),《tenir

pourv6ridique》5例(v.196,220,577,1728,3458),《avoirconfianceen

quelqu'un》5例(v.1634,3406,3599,3666,3980)の 四 つ の 意 味 に 分 類 さ

れ,「 こ の 最 後 の 意 味 で は,creireDeu・v.3980,お よ びcreireenDeu・v.1634,

3666,1)oncnefaaグoguecreire(v.987),《alorsjenefais〔rien〕que〔1'on

doive〕c「oi「e》,《jenem6ritePasd'6trecru》 が あ る 」 とFoule七 は つ け

加 え て い る 。Fouletが 《avoirconfianceenquelqu'un》 の 意 味 を 与 え る

こ の6例 の ほ か,Glossaireに 分 類 指 摘 さ れ て い な いv.2753も 同 じ意 味 で あ

る 。 こ の よ うに,quider,quierが つ ね に 《concevoir,juger》 ま た は 《comP-

ter》 を 意 味 し た の に 対 し,creireが 《concevoir,juger》 の 意 味 を も た ず,

《v6ritable,v6ridique》 に 通 ず る 意 味 や 《avoirfoi》 の 意 味 を も っ て い た こ

と は,こ の 時 代 に お け るcreireの 意 味 の 特 質 で あ る と い え よ う。

penserは,3例 中,v.138,2788は,自 動 詞 で,目 的 語 な し に 《exercer

lafacult6deconcevoir,dejuger》 の 意 味 に 用 い られ て い る 。v.355で は,

他 動 詞 で 再 帰 的 に 使 用 さ れ て い る が,意 味 は 《concevoir》 で あ る 。

こ の よ うに 見 て く る と,『 ロ ー ラ ソの 歌 』 に お け る 類 義 語quider(quier),

creire,penserは,そ れ ぞ れ 異 な っ た 意 味 領 域 を も っ て い て,こ の 三 語 の 存

在 理 由 が う な つ か れ る の で あ る 。

2.REMEMBRER,SUVENIR

『ロ ー ラ ソの 歌 』 で は,remembrerが6例,suvenirが1例,い ず れ も非

人 称 動 詞 と して 使 用 され て い る。

Blochはremembrerに つ い て は 記 し て い な い 。 しか し,rem6morerの

項 で 次 の よ うに 述 べ て い る。 「rem6morerは,Iat.debasse6poque,reme-

morariか らの 借 用 語 で あ り,remembrerと い う 俗 語 的 形 態 を 排 除 した 。

remembrerは16世 紀 以 来 使 用 さ れ な くな っ た 」 と。 同 じ くBlochは,

souvenirに つ い て 「まず 最 初 は 非 人 称 でilmesouvient,e七cと い う表 現 に
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使 用 され た が,今 日で は こ の 用 法 は 古 風 で あ る。 あ るい は,こ の 語 は,事

物 を 表 わ す 主 語 と と もに 構 成 され た 。sesouvenirと い う人 称 的 表 現 はse

rappelerに 範 を と っ て 作 られ た が,こ れ が あ らわ れ た の は14世 紀 で あ る 。

しか し,一 般 に 使 用 され る よ うに な っ た の は16世 紀 に 過 ぎ な い 。 《venirb

】'esprit》 .の 意 味 に お け る ラ テ ソ語 のsubvenirは,非 人 称 構 文 で あ った 。 本

義 で は,《venirausecours》 で あ った 」 と述 べ て い る。 つ ま り,Blochに

よれ ぽ,remembrerは 俗 語 的 形 態 で あ り,suvenir<lat.subvenireは,本

来 は 非 人 称 構 文 に 用 い られ た わ け で あ る 。

HatzfeldetDarmesteterは,remembrerに つ い て は,Iat.rememorare

>*remem'rer>remembrer(cf.学 者 が 作 っ た 対 語rem6morer)と い う

形 態 的 語 原 を あ げ,意 味 に 関 し て は,古 語 お よ び 地 方 語 で 《remettreen

m6moire》 だ と し て い る 。 そ し て,特 殊 化 し た 意 味 で 《sesouvenir》 を あ

げ て い る 。 つ ま りBlochの い う俗 語 的 形 態remembrerは,rem6morerの

対 語(doublet)な の で あ る 。 他 方,souvenirに 関 し て は,Blochと 同 じ く,

lat.subvenire>souvenir>souvenirを 語 原 と し て お り,意 味 は,(1)非 人

称 動 詞 の ば あ い,《6trerepr6sent6al'esprit》,(2)代 名 動 詞sesouvenir

deの ば あ い,《serepr6senterbl'esPrit(unechosepass6e)》 と し て い

る 。

FouletはGlossaireで 次 の よ うに 述 べ て い る 。 ま ずremembrerに 関 し て

は,「<<revenirblam6moire》,人 称 の 与 格 を 伴 な う。 し か し,v.820で は,

同 じ意 味 で,Duncleremembretdesfiusedeshonursと な っ て お り,

B6dier版 で は,leをlurに 訂 正 し た 」 と 記 し て い る 。Souvenirに 関 し て

は,Fouletは,《souveniraqnde》 と い う訳 語 を 与 え て い る の み で あ る 。

と こ ろ で 『P-一 ラ ン の 歌 』 に お け る こ の2動 詞 の 用 法 を 検 討 し て 見 る と,

remembrerもsuvenirも,(1)非 人 称 的 に 使 用 さ れ て い る,(2)与 格 を 伴 な

う,(3)《sesouvenirde》 の 意 味 で あ る こ と に お い て,両 者 の 間 に 違 い を 見

出 す こ と は で き な い 。 両 語 の 間 に 意 味 論 的 差 異 が あ っ た か ど うか を 知 る た め
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に は,さ らに 多 くの テ キ ス トに 当 た って見 る 必 要 が あ る。 しか し,『 ロ ー

ラ ソの歌』 に 関 す る限 り,remembrerが 古代 フ ラ ソス語 の一 般形 で あ り,

Suvenirは,お そ ら く当 時 と しては情 意 的価 値 に富 ん で い た 語 で あ ろ うと推

定 す るほか は な い。

3.τRA匿RE,T旧ER

『ロ ー ラ ソの 歌 』 に お け るtraireとtirerの 用 例 数 は,そ れ ぞ れ,15例

と5例 で あ る。

Blochは,traireに つ い て 次 の よ うに 述 べ て い る。 「traireは 本 義 で は

《tirer》 で あ る 。16世 紀 まで こ の 意 味 で あ っ た 。 そ して,こ の 意 味 は,今 日

で は 若 干 の 僅 言(ノ ル マ ソ語,ワ ロ ソ語,ス イ ス ・ロ マ ソ ドの 方 言)に の み

存 続 して い る。 また,《tirerlelaitd'unefemelle》 の 意 味 に 特 殊 化 した が,

こ の 意 味 は14世 紀 以 降 は っ き り と 確 証 され た 。 しか し,そ れ 以 前 に あ った

こ と も確 か で あ る。 な ぜ な ら,Charlesd'Anjouに 伴 な っ て イ タ リヤ 南 部

へ 行 き,そ こ に 植 民 地 を 建 設 した ドフ ィネ 人 た ち は,そ の 地 に す で に こ の 意

味 を もた ら した 。lat.pop・*tragereは,1at.class・trahere(過 去 分 詞 で は

tractus)の 修 復 形 で あ るが,こ の 修 復 は,意 味 の 関 連 を もつagere:actus

を モ デ ル と し て 行 な わ れ た 。 《mener》 は 《tirer》 か ら非 常 に 離 れ て い る と

い うわ け で は な い 。 現 代 の 意 味 に お け るtraireは,古 代 フ ラ ソス 語moudre,

lat。mulgere《traire》 に と っ て 代 わ っ た もの で あ る。 そ の 結 果,こ の 語 は

moudre,1a七.molereの 同 音 語 と な った 。 こ の 代 替 は,同 じ.く大 部 分 の 北 部

諸 方 言 に お い て 行 な わ れ た 。(tirerは,そ の と き 以 来,こ と に 中 央 フ ラ ンス

お よび 西 部 フ ラ ソス に 拡 ま っ た 。)た だ し,ワ ロ ソ語 の 一 部 で は 例 外 で ゴ そ

こで は 南 仏 に お け る と 同 様,mulgereが 保 存 され た 。cf.古 代 プ ロ ヴ ァ ン

ス 語molzer,そ こか ら現 代 諸 地 方 語 の 諸 形 態 が 生 まれ た 。cf。 イ タ リヤ 語

1nungere,し か し,ス ペ イ ン語 で は,ordenare,1at.poP.*ordiniare.こ れ は

本 義 で は 《met七reenordre》,同 じ くこれ は ほ か に も存 在 す る」 と。Tirer
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に つ い て は,Blochはrtirer,1080年 頃(Roland),cf.イ タ リヤ 語tirare,

ス ペ イ ソ語,古 代 プ ロ ヴ ァ ン ス 語tirar.こ れ は お そ ら く,古 代 フ ラ ソ ス

語martirier《martyriser》 《torturer》 の 収 縮 形 で あ る 。 最 も ひ ん ば ん に

加 え られ た 責 苦 の ひ と つ は 四 肢 の 脱 臼 で あ っ た 。 中 世 に お け る 死 刑 執 行 人

の 通 常 の 名 称tiranz<lat・tyrannusは,現 在 分 詞 と 同 じ形 態 を も っ て い

た の で,martirier,martirantの 現 在 分 詞 に は,こ のtiranzと 副 詞mar

《malheureusement》(<lat.malahora《alamauvaiseheure》)と の 複

合 を 見 る こ と が で き た 。 現 在 分 詞 に つ づ い て,動 詞 全 体 が か く の 如 く 感 じ ら

れ た 。 そ の 結 果,単 な るtirerと い う形 態 が,最 後 に は,こ の 動 詞 か ら切 り

離 さ れ た 。tirerは 大 部 分traireに と っ て 代 わ っ た 」 と 述 べ て い る 。 要 す る

に 《tirer》 を 意 味 す るtraireは,僅 言 を 除 い て は16世 紀 に 消 滅 し,今 日

で はtirerに と っ て 代 わ られ た わ け で あ る。

HatzfeldetDarmesteterに よ れ ぽ,traireに つ い て は,Blochの 説 明 と

ほ ぼ 同 じ で,語 原 はlat.PoP.*tragere(lat.class.trahere,分 詞tractus

に よ っ て 作 られ た 形 態)〉*trayere>*tray're>traireと し て い る 。 意

味 は,古 くは 《tirer》 で あ り,現 代 で は 特 殊 化 し て 《tirerlelaitd'une

femelle,enluipassantlepis》 と な っ た 。 他 方,tirerに つ い て は,Hatzfeld

etDarmesteterは,「 語 原 は 確 か で な い 。 発 音 か ら す れ ば,tirerを ゲ ル マ

ン語tairan(ネ ー デ ル ラ ン ド語teren,英 語tear,etc.)に 結 び つ け る こ と

は で き な い 。 な ぜ な ら ぽ,ゲ ル マ ソ語 のtairanはtirerのiの 存 在 を 説 明

す る こ と は で き な い か ら で あ る 。cf.フ.Pヴ ァ ソ ス 語,ス ペ イ ン語,ポ ル ト

ガ ル 語tirar,イ タ リヤ 語tirare,etc.)」 と 述 べ て い る 。 そ し て,tirerの 意

味 と し て は,1.《Chercheraallonger,atendre(unobjet)enl'amenant

asoiparunbout,》II.《Fairevenirdansunecertainedirection,en

prenant(lapersonne,lachose)parunedesespartiesqu,onameneb

soi,1。enrestantsoi-m6meimmobile,2。enmarchantsoi-memedans

cettedirection,》III.Amener(unepersonne,unechose)horsd,unlieu
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o自elleestenferm6e,retenue.》 の3つ を あ げ て い る 。

FouletはGlossaireで,traireに つ い て 次 の よ う に 説 明 し て い る 。 「《tirer》

(1'6P6e);お よ び 一 般 に 《saisirvivement》;《arracher》(lescheveux);

《1ancer》(uncarreaud'arbalさte):fairetraire(v.3749)に つ い て は,

《fairecomParaitre》(ま た セま 《fairetrainer》?)で あ る 。 代 名 動 詞 と し て

は,《seretirer》 の 意 。 自動 詞 と し て は,《ressembler⑦)》 の 意 。」 と し

て い る 。tirerに つ い て は,「tirerはtireresと 同 義 。v・2283enceltirer

で は,不 定 法 が 名 詞 的 に 使 用 さ れ,意 味 は,《commeilluienlevaitainsi

(son6p6e)》 で あ る 。 ほ か の4つ の ぼ あ い は,tirersabarbeと い うi表 現 で

あ る 」 と 述 べ て い る 。 こ れ ら の 諸 説 を ふ ま え て,『 ロ ー ラ ン の 歌 』 に お け る

traireとtirerの 意 味 を 検 討 し ょ う。

Traire,tirerの 意 味 の 決 定 に は,こ れ ら2動 詞 の と る 目 的 補 語 の 性 質 が き

わ め て 重 要 で あ る よ うに 思 わ れ る 。traireが 『ロ ー・ラ ン の 歌 』 で と る 目 的 補

語 は,1'6p6e8例(v.811,1324,1365,1367,2089,3402,3431,3576),1es

cheveux2例(v.2596,2906),01ifantl例(v.2104),uncarreaud'arbalete

l例(v.2265),そ し て 残 り の3例 は,使 役 動 詞1例(v.3749),代 名 動 詞1例

(v.2131),自 動 詞1例(v.3177)と な っ て い る 。 こ の 目的 語 の 性 質 か ら し て,

《tirer》(1,6p6e),《arracher》(lescheveux),《saisir》(1,01ifant),《lancer》

(uncarreaud'arbalさte)と い う意 味 を 与 え る こ と が で き る わ け で あ る 。 使

役 動 詞(v.3794)に つ い て は 《fairecomparaitre》,代 名 動 詞(v.2131)に

つ い て は 《seretirer》,自 動 詞(v.3177)に つ い て は 《ressemblera》 と い

う意 味 をFouletが 与 え て い る こ と は,す で に 見 た 通 りで あ る 。 か く し て,

古 代 フ ラ ン ス 語 の 七raireは,現 代 フ ラ ソ ス 語 の 《tirer》 よ り も意 味 領 域 が

広 か っ た と い う こ と が で き る 。 他 方,tirerは,『 ロ ー ラ ン の 歌 』 で は,5回

し か 使 用 さ れ て お ら ず,そ の う ち4例 ま で がsabarbeを 直 接 補 語 と し て い

る 。 そ の 意 味 は,《tourmentersabarbe》 で あ ろ う。v.2283に 関 し て は,

Foule七 は,《commeilluienlevai七ainsi(son6p6e)》 と し て い る が,こ
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の ば あ い のtirerは,trairel'6p6eと は い さ さか 意味 が異 な って い る。

Traireとtirerの 用法 の違 いか ら結 論 づ け うる こ とは,(1)traireが 多 義 性

に富 んで いた こ と,(2)tirerは 《tirer》 で あ る よ りは む しろ 《tourmenter》

(い じ くる,し ご く)の 意 味 を も って い た こと,で あ る。tirerがtraireに

と って代 わ る以前 には,両 語 が 別 の 意味 を もっ てい た ことが わ か る。

以上 で 『ロー ラ ンの歌 』 に おけ る類義 語 の研 究 に 一 段 落 をつ け るこ とにす

るが,『 ロー ラ ンの歌 』 に あ らわれ る 全 動 詞 か ら見れ ぽ,新 旧両 語 が 張 り合

って類 義 関係 を形 成 してい る動 詞 は比 較 的す くない 。 つ ま り,(1)現 代 語 の

動 詞 語 彙 の うち,き わ め てす こ しの もの しか 『ロ ー ラ ンの歌』 の 時代 に使 用

され て い な か った,(2)大 部 分 の動 詞 に関 しては,古 代 フ ラ ソス語 に 属す る

もの のみ が 支配 して いた,と い うこ とが で き る。 この こ とか らさ らに,大 部

分 の動 詞 語 彙 の代 替 の現 象 は,フ ラ ソス語 史 の も っ との ち の時代 に行 なわ れ

た とい うこ とが で き よ う。




