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Hwm6er S Vは古英語の構文か、それともラテン語の語義借用か

大野次征・

Is wwtEeT6er S V an OE Construction or a Latin Calque？

Jisei OHNO

Abstract

In the late OE work， which AEIfric translated from Latin originals， there i s a quite peculiar

construction: ，41LS， xxiiib， 1.  667: Eal a hwee6er heo hider cumende syo ‘Alas， can she come here？'

The reason for its peculiarity is that hwreber has no meaning in itself， but acts as j ust the sign of

interrogation.  l t may be hard to find this kind of syntax in other OE constructions except for those

involving this particle.  Thus this comes from a Latin syntax with numquid or an (equivalent to OE

hwreber ‘whether'); tentati vely， 1 al s o propose thi s construction may result from the direct

alternati ve question hwcetier . . . obi5e ‘whether . . . or？' This as sertion is supported by two facts， that i s，

the similar construction in a native OE work Beowulf and that in Old Norse works.  Exhausti ve

analysis of these is conducted to prove that the assertion is correct， augmented by the OE syntacti cal

environments where interrogati ve particles were required to be plentifully used. 

  初めに

Mlfrici(c. 955-c. 1010;West-Saxon地方にてWinchester

の修道士の後Eynsham大修道院長として修道士たちの教

育のため主に説話集をラテン語より翻訳した)の作品

(ATILfric 's Lives of Saints、(以下ELS)1 and II，2 Ho〃zilies of

Elfric(以下HA1)Iand II，3石伽。'∫Catholic Homilies(以下

C劫land II4およびThe Old English Version of the

Hεp砿釧。ゲ (以下地ρのを基に表題の事柄について論じ

る。従ってノElfricの後期古英語を中心に述べることにな
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る. ELSやHAIは，''rhythmic prose''で他は''narrati ve prose''

であるが6、問題のhwee6erは両方の音韻スタイルに見ら

れる事から韻文、散文の区別は等閑視する。

 zEaS，xxiiiB，1. 667にEala hwnk～er heo hider cumende syo. . . 

‘Alas， can she come here. . ？'という統語論的に変わった構文

がある。hwze6erは単なる疑問文の標章であり、heo(S)

cumende syo(V)の語順をとり、 syoはsubj uncti ve形であ

る。

 この語は、はたして、ラテン語numquidやan等の語義

借用(calque)なのか、それとも本来語であるのか、を検

証してみる。
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 OEの疑問文の背景
先ず、その前に、OEの疑問文の実態を確認する。勿論、

現代語に似てVS(vSVは稀)の形をとる。ELS作品全

15，144行印には、3ユ例ある。次の例はその1例である:

 wylt bu . . . (，i｛ELS，iii-412) ‘Will you. . . ？fDo you wish to. . . ？'

そのうち、疑問符がつく例は7例(22. 69・＝7/31)しかな

いことから、ques tion-markは疑問文のさしたる標識とは

認識されていない。

1例を挙げると:

 eart 6u la se blinda. . . 2 (ELS，xxix-65) ‘Are you，ah， the

blind man. . . ？'

ところで、OEにおいてはVSの語順は、必ずしも疑問

文ではない。OEではVS語順の型をとりながら平叙文

が多い。Barrett(1953)によると平叙文の倒置は、6a ‘then'，

ne ‘not， no' C betwux bisum gewinne ‘in the midst of this war'

などの副詞(句)が共起するとCHおよび/EZ5において

narrative proseで66. 6％、 rhythmic proseで77. 3％である。

また、Andrew(1966)フやQuirk and Wrenn(1957)8それに

Mitchell(1977)9にもVS倒置の平叙文の記述を論じてい

る，tこのことは、VS語順でネクサス(一般)疑問文を

作っても意味を伝えにくい可能性がある。その対策とし

てVSの語順に疑問符？を使って(7/31＝22. 69・)10疑問文

であることを明示しようとしている(前例eart 6u.  . . ？参照)

が、定着しているとはいえない。つまり、ネクサス疑問

の曖昧性は払拭できにくい。その為、疑問文であること

の明確さを示す為にwh一(OE hw一)疑問詞を共起させた文

体を多く使っていると考えられる。そこで、nexus疑問

対hw一疑問の比は＝31例:127例＝19. 69・:80. 4％という結

果が、理解できる。因に、Matthew(現代語訳:The Hoり

Biblell)では、ネクサス疑問文対hw一疑問文(x-ques ti on，

Je g.  . /wh一一 ques tion， Quirk)は33例(30. 6％)対75例

(694％)でネクサス疑問文の比率も高くなっている。

現代語訳の33のネクサス疑問文と古英語の同文を比較

してみると、その内、12例は古英語で疑問詞がついた

ものになっている. 1例を挙げると

OE:hu ne do6 haeレene s wa(5:47)12(OE勧＝ModE how)

ModE. i Do not even pagans do that？

尤も、Toller， B. (1921-1992)は、 SUpplementi3において， hu， 1，

(2)and(2a)でHuを疑問詞ととるより、感嘆詞的(‘what？

why？':hu＋否定)ととっているし、ラテン語原文では

nonne‘獅盾煤H'を使っている14。

(残り11イ列:6:25(hu ne/L， nonne)，6:26(hu nefL， nonne)，

10:29 (hu ne/L nonne)， 12:11 (hu ne/nonne)， 13:27 (hu nefL

nonne)， 13:55 (hu ne/L nonne)， 18:12 (hu ne/L.  nonne)， 20:13

(hu ne/L.  nonne); 9:14 (Hwi/L quare); 20:15 (hweeber fL an)，

21:25 (hwaDber /L an)). 

さて、疑問詞の後はVSとなる、もっとも疑問詞が主語

であればSVとなるのはModEと同様である。その例:

 hwa wyle clypian to s tane. . .  (ttELS， viii-158) ‘who will cry to

the s tone. ，. ？'

また、疑問詞があるため疑問符の使用については一般疑

問文より少なくなる(10/127＝12. 7％. cf. 一般疑問文の場

合、7/3ユ＝22. 69・). 下の例は疑問符のある場合:hu mae g

ic Pa)t ece lif gebycgan？ (，〈EILS， xii-124) ‘How may 1 purchase

the eternal life？'

 以上のことより、OE疑問文は疑問詞の共起する環境

にあることを証左している。

 ここで、件のparticleの性質を5者はどうみているのか

確認しておく。(1)疑問文の標章である(①OED，i51933-

1993:1966(CD版);②Bos worth-Toller16，1898-1991;③

Toller (Suppl. )，1921-1992; (iDVisg.  er，i7 1963一 1970; Cs

Mitchell，1985-1997)。(2)hw蜘erの後の語順は、 S Vで

ある(OEDは、OEでSV;B一一TはVSも認める(v. 4th・ex. );

Tollerも両者認める;Visserも両者認める;MitchellはSV)。

(3)Vのmoodは、 subjunctiveである(OEZ);B-Tは、

indicat. とsu可の両者;Toller、 Visserは両者;Mitchellは

原則としてsubj . ただ、 ind. はラテン語の影響:§1654)。

(4)品詞は、OED， B-T， Tollerの3者がconj . 、後の2者

は品詞の言及はない。

ラテン語語義借用論

このhwre6erは、文頭に来てSVの語順、 Vのmoodがほ

ぼsubj，であるが、ラテン語num(quid)やan(ニE.  whether)

等のなぞりの可能性がある。というのは、Visser， Andrew

そしてMitchellの次のような言及がある。Vis s er，§854は、

numquidとanの可能性を示唆(に留めている)。Andrewは

§60において次のようにに述べている:‘the Latin original，

where there is one(＝ hwEe6er ) has an or num.  Syntactically，

they(6例)all have the appearance of a subordinate clause，

and the subj.  mood， usually marking a dependent question. . . the

best parallel to them seems to be the Latin single question

introduced by an∴更にMitchellはOES， p.  lxiにおいて、
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翻訳物の古英語はラテン語統語の影響を免れないと、述

べている。そこで、ZEIfricの作品の中に出てくるhwee6er

を含んだ箇所をラテン語原典と比較してみる。古英語、

特に、彼の作品はラテン語からの翻訳が多いからである。

5作品の中に該当する例は以下の7例である。＝＝以下は、

ラテン語の原典である。

 ( 1 ) Eala mu heo hider cumende s yo. . . (/ELS， xxiiiB-667)

‘Alag. ， can g.  he come ？' ＝Latin: ym ueniens， non me

inuenit， reuersa es t？ ''Coming， not meeting me， is (she)

returned？'' (''Vita Sanctae Mariae Egiptiacae''， 21. '8)

 ( . ？. ， ) (he wa)s sprecende) hwa12er znig munuc on eor6an sy

bret me mage aht niwes

geuecan. (，41LS， xxiiiB-51) ‘(he was saying，) ‘Can there be any

monk on earth who can teach me s omething new？' ＝ L. 

n旦mq虹d esset in terris monachus qui nouum aliqUid possit

tradere mihi？ ‘. . . can there be in the world a monk who can

teach me something new？' op.  cit. 

 (3) h魎renigレEera sy. レe westen lufia6(EaS， xxiiiB-

54) ‘can there be any of those who who love the desert' ＝ L，

pm inuenitur eorum qui g.  olitudinem dilexerunt ‘Can

there be (any) of those who love the desert？'op. cit. 

 (4)H魎ic mote lybban o6レE［)t ic hine geseo？(C1¶， ix-

43) ‘Can I live until I see Him？'＝ Latin: quando videbo？

Putas durabo？ (Augus tine， Serm.  370， g3， PL39， 1658， s. v. 

CHII， p.  71) ‘When shall 1 see？ Do you think I will live？'

( 5 ) Hwai6er Eenig man him brohte mete hiderf (HAi， v-74)

‘Hath any man brought him aught to eat here？' cf， hyyaj6er

eenig man him mete brohte (Jn. 4:33) ＝ Latin: Numquid aliquis

attulit ei manducare？ (ln loannis Evangelium Tractatus， xv. 

6sqq.  s. v.  Han， p.  291， fn. ) ‘Has anyone brought him

(something) to eat？'

(6)h麟】［レumage tocnawan hwees fot12estaレu geseo on

big.  g.  ere flore astapene？ (Henl，xxi-419) ‘Can you discern

whose footsteps you see imprinted on this fioor？'＝ Latin: Ecce

pavimentum; annimadverte cuius vestigia s int hEec (Dan， xiv

 (sic)i .  s. v.  Hthl， p.  699， fn. ) ‘See the floor; observe whose

footstepg.  are here. '

( 7 ) wn bin miht be meege forwyrnan beet bu bas synne ne

g. ceole oncnawan？ (H24i］， xxvi-53) ‘probably does your might

prevent you from knowing this sin？'＝ Latin: sed forte

recognitionem peccati prohibet potestas imperii (Hist.  Eccl. 

Tripartitia， iX. 30.  S. v.  Hン例1， p. 764， fn. ) ‘bUt perha. pS the

might of power makes the recognition of g.  in imposg.  ible.  '

 上記のhwaer6erに該当する原典のラテン語は(1)

numquid.  (2) numquid， (3) numquid.  (4) Putag. 

durabo？‘Do you think I will live？'の意訳である。(5)

Numquid (6)Ecce pavimentum ‘See the floor'からさらに、

別の文annimadverte cuius ves ti gi a sint hEec‘ob9.  erve whose

footsteps are here'を並列させているのを、 Elfricは古英

語一文でまとめている。(7)についても同様でSt. 

Ambroseが帝王Theodoreの非道さを非難している文であ

る19。上例で見る限り(1)(2)(3)(5)はラテン語

のなぞりとも考えられる、他は然に非ずとなる。このな

ぞり論は、Visserは将に該当するものとしてラテン語の

anやnum quidを挙げているだけである(854)。一方

Mitchellはこう述べている:Much of extant OE literature is

translated from or based on Latin originals.  We have therefore

to study Latin loan g.  yntax. (OES， p.  lxi)。このことは、ラテ

ン語のsyntaxを真似てhwee6er構文を構i諭したといえな

くもないが、浩輸の作品の割に例が僅少ゆえ断定するこ

とはできない。

  OE本来のsyntax論

hwee6erがラテン語の疑問辞であるnumquidやanなどの

用法を翻訳の段階で、本来語にないsyntaxを語義借用と

して使ったという説の他、そうではなく本来の古英語構

文と考える根拠がある。次の3つの観点から述べる。

  (1)直接選択疑問のhwee6er＿obt6e. . ‘whether＿or＿'か

らの発展である。この形は、現代英語ではarchaism(古

語)とみなされ、後ろのorだけを使う選択疑問になって

いるが、ModEの初出は、1535身η485のSatyre 2255 Sir，

quhidder is your pardon black， or blew？(OED)である。とこ

ろが実は、更に語りOE期に夙に現われている:hwae6er

eart 6u cristen 0166e hee6en (/｛ELS， xxii-205) ‘(Whether) art

thou， Christian or heathen？'これは、語順がVS(eart 6u

crig.  ten 0166e hee6en)であることから直接選択疑問文である. /. 

 次に、SVの語順の構文がある:hwa)6er・hit・furレon s o6 sy

olS6e hwEei6er me on swefne ma)te eall bze t. . .  ‘is it all true， or do

Idream in sleep all. . . ？'(Alas， xxiii-522)。その上、 Vがg.  ubj. 

である。後半のor66e hwa)6er me on swefne mrete eall b2iet. . 

が共起するものの完壁なネクサス疑問ともいえる。この

構文は、次の間接疑問文との中間の構文とも言える。

. 
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 間接疑問は、接続詞の後はSV語順であり、 Vはsubj. 

である(conj. の後はsubj. :s. v.  Sweet， B.  In Dependent Clause

(1) ln lndirect Narrative: ''and especially in indirect question. ''p. 

53)20。ただし、Elfricでは、28. 6％(ニ12/42)は、 indicative

が、認められた(Sweet. ''objective fact')。特に、動詞が

ag.  cian/befrigan‘ask， question'の場合は40％(＝6/15)に

上る21。

以下の例は主節の動詞‘ask'に続く間接疑問文(Vがind. )

である。

 . . . het Alexander hine axian hweerber on '6am cwamteme

wxron Eenige Cristene menn (H2E， xxiii-123) ‘Alexander bade

them ask him whether in the prison were any Christians. ''

以上のことからhweeber S Vのsyntaxは、 OE本来のもの

で、出発は直接選択疑問文と間接疑問文の中間の段階か

ら、発展して両者の性質を取捨選択したものであるとい

える。その際、目的語節(間接疑問節)の前の動詞が

‘whether'と呼応する動詞か否かを確認する必要がある。

例えば、He came whether she would be in good health＊は、

存在しない。He came to find(out)whether she would be in

good healthのようにto find(out)が必要である。to find(out)

がunderstoodであるという見方は無理である。古英語で

もそうで、hwa弟erの前の主節の動詞には(a)ascian‘ask'/

befrigan ‘ 曹浮?唐狽奄盾? (15x) (b) secgan ‘say'/cwePan ‘speak' (2x)

(c) seon ‘see'/ (a)smeagan ‘investigate'/ (a)fandian ‘tes t' (20x)

(d) tocnawan ‘perceive' / behealdan ‘observe' (4x) (e) witan

‘know'(1x)といった動詞が共起する。その他の動詞、例

えば、上例の(2)(he w榔sprecende)P幽 eenig munuc on

eor6an sy pEet me mage aht niwes getrecan. のsprecan‘speak'

は無理である。故に、上の文は、次のhwac6er以下は直

接疑問つまりネクサス疑問と判断する所以である。

 次に、ネクサス疑問の範疇に入り得ないものとして、

他の名詞(下例のcyre‘chice')の同格としてのhwre6er節

もある:gehwylc mann:haef6 agenne cyre.  aerレanレe he

g. yngie: hweer6er he wille fylian deofles willan ollS6e wfosacan

(CHI， xiv-116) ‘Each man has his own choice before he sins:

whether he wishes to follow or refuse the devil's will. '

 更に、限定、条件、譲歩などの副詞節の機能を果たす

場合も前述の(a)～(e)の動詞は当然共起しない。例えば、

Hwa｝t g.  ceole we s meagan ymbe '6a 06re be gewita6 to '6am

ecum forwyrde hwa)6er hi alefede beon or66e limlease (CHI，

xvi-134) ‘What shall we think about the others who will depart

to the etemal destruction whether they are injured or crippled？'

  (2)ラテン語の翻訳である古英語にこだわる限り、

ラテン語統語法の影響の呪縛から逃れられない。それで

は、翻訳でない英語本来の作品にはこの表現はないので

あろうか。Beowuijを見てみる22。

hyne fyrwet braec/h魎collenfer6 cwicne gemette！in

6am wongstede Wedra 6eoden/ ellensiocne Eer he hine Eer

forlet. (Beowuij 2785) ‘he was urged by curiosity: ''Would (he)

find the Bold， king of Weather， alive in the place he had left

him senseless before？''(大野訳山口23)/anxiety w6ighed on

his brave heart， he was-hgptng-he would fi nd the leader of the

Geatg.  . . L(Heaney24) / anxiously pm he would

find the lord of the Geats alive＿(Hieatt25，忍足26)/anxiety

pricked him＿as＿tQ＿WtLeth［he would find him(Swanton2フ，

Alexande-8) / Curiosity tormented him， un. . he should

find the lord(Tuso29) / He feared， and au he would

fi nd the lord(Kennedy30) / He teq［gd-les！ he should fi nd the

lord(Tharaud3')

熱血の後の語順もSVとなり(尤も、主語はunderg.  tood

であるが)、Vはg.  ubj . ととれる(ind. もgemette)。これを

間接疑問の接続詞と:解釈するとHeaney/Hieatt/Oshitari

等のように苦しい、無理な訳となる。それは、古英語の

画面省略の豪快(今日のhypotaxisの見方からは単純とい

う誹りも免れないが)なsyntaxからしても極めて不自然

である。従って、Would he find. ，？が正しい、つまり、こ

れは、ネクサス疑問文と断じてもよい。

 (3)ONにも類似のsyntaxがある。

 同じGemlanicで兄弟語ともいえるOld Norseのhvart

に関して、Cleasby etαド2は、この語を疑問副詞と位置付

けて次の例文を挙げている:hvart graetr bu‘whether dost

thou weep (or not)？'f‘whQ1Lal LMs '; hvart er rett，

bondi，‘whether is it true(or not)， yeoman？'訳にもあるよう

に、これは、VSの語順であるから、直接選択疑問とと

るべきだろうが、上の2番目の下線部の訳を認めれば

hvartは疑問文のsignの役のみを果たし選択の意味は無

い。尤も、ModEでも、例えば、1 asked whether～gLnQt(cf

Iasked if～)が示すように選択の名残りがある。次の例は、

選択疑問というより、ネクサス疑問といった方がよいで

あろう(特に、英文訳に注意)、ただ、語順はVSとなっ

ている:h皿nhefirレu dregit a braut hanzka minn？

(Gordon33，1927) ‘have you Fulled off my glove？';Hyaxl vakn'
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bu， Porr？ ‘Are you awake， Thor？'; hvart scyldo zesir afra6

gialda e6a scyldo go6in oll gildi ei ga. (Endai‘， ''Volspa'' 23)

‘Should Aesir pay tribute or should all the gods have tribute？'

 目的語節が間接疑問のhvart S Vの例:hann vildi vita，

hyal:！ hann var i brynju ‘he wanted to know whether he wore a

coat of mail'(Zoicsga35 (1910)). 

 残念ながら、P㏄tic Edaaを含めてONの例からはOE

にみられるような完壁なwhether S V構文をみつけること

はできなかったが、OEでもVSの語順をB・一T， Toller

(Suppl. )， Visserが認めていることからするとこの当たり厳

密な線引きは必要で無いのかも知れないし、語順の

fluctuationはOEであれば当然とも理:解される。

 最後に

問題としてきた構文は、Elfricの作品には極めて少なく、

他の作品、例えば、Gospelsi2も2例(hw説er be卜in eage

manful ys ‘Is thine eye evil？' (Matt. 20:15): hweer6er eenig man

him mete brohte ‘Hath any man brought him aught to eat？'

(Jn. 4:33))しかない。従って特殊な構文であるから、ラテ

ン語のnumquidやanの語義借用説は、強ち間違いとも言

えない36。ラテン語の例numquid:numquid meministi？‘do

you remember？'(Lewis37)もan:an ibi Pompeius esset Was P. 

there？'(田中38)の形にあう(尤もVはind. )。しかし、構

文のラテン語原典を見てきたようにnumquidやanを使用

していない原文でも古英語訳ではhwee6er S Vを使ってい

る。逐語訳によらず意訳によることにもよる。以上、僅

か領頚の検証では勿論決定できないがラテン語統語の影

響(Mitchell， OES， P， lvi，)を無視できない。 VisserはME

のhu， wheレer， wher， quhidderで初めてラテン語(nonne，

numquid)の影響(s. v. 1454)ではないかと述べている. 

 それと同時に、本来語hwee6erを単なる疑問辞のみに

利用した本来の統語説も立派に成立する。選択疑問

hwEer6er＿δ衡e(これも''which of two''が原義であるが)

から派生した構文で、ONのhvart構…文と平行している。

同時に、構文生起の環境は、古英語期の疑問詞を多用し

た疑問文の言語状況が造ったもので、そこから生まれた

統語と言える。

(本論文は、去る平成13年9月29日、九州大学の英語史研

究会において口頭発表した原稿を基にしたものである。)
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