
イタリア語諸方言におけるCTの変遷の諸相

北村一親

Quare　adminus　xiiii　vulgaribus　sola　videtur　Ytalia　variari．

Que　adhuc　omnia　vulgaria　in　sese　variantur，ut　puta　in　Tuscia

’Senenses　et　Aretini，in　Lornbardia　Ferrarenses　et　Placentini．

　　　　　　　Dante　Alighieri，De　vulgari　eloquentia，1，x，7，

1．小　引

　本稿は文部省／日本学術振興会平成10～（12）年度科学研究費補助金による筆者の研究「ロマ

ンス諸言語における音形の伝播と拡散のメカニズムに関する総合的研究」の一環としてロマン

ス諸言語のうちイタリア提帯方言におけるCTの変遷に関する言語資料を示したものである。

イタリア語諸方言の方言区分および古文切羽の詳述は別の機会に譲る。

　イタリア語の方言分類はG．1．Ascoli，C．Merloを中心にA．Zuccagni－Orlandini，G．Bertoni，G．

Rohlfs，G．B．Pellegrini，G．Devo七〇／G．Giacomelli，M．Cortelazzo等の成果を参考にしながら1）

1）　Ascoli（1882－85）；Merlo（1924）；Zuccagni－Orlandini（1864）；Bertoni（1916）；Rohlfs（1990a）；id．

　（1990b）；id．（1990c）；Pellegrini（1972）；id．（1977）；Devoto／Giacomelli（1972）；LRL，IV，445a－4

　53b（Cortelazzo）．ちなみに本邦では，例えば，菅田（1980）にイタリア語の方言分類に関するAscoli（1

　882－85）とMerlo（1924）の研究成果の《紹介》があるが，研究者がイタリアにおけるイタリア語諸方言

　や他の諸言語の実相を理解しようと努めていたならば本邦のイタリア語の方言研究は発展していた
　に違いない。菅田（1980：102－103）ではG．1，Ascoliの「イタリア諸方言」の分類が紹介されているが，正

　確には「イタリアのロマンス系諸言語ならびに諸方言」の分類であり，また菅田（1980：103）にCMerlo

　の分類が紹介されているが，何故，MerloはA群がら「ラディン語」を外し，「ヴェリオート語［ママ］」を加

　えたのかという説明もなされていない。Ascoliなり，Merloなりの上記の研究2点（Ascoli（1882－85），

　Merlo（1924））のみを《読書》しているだけでは《研究》にはならないのである。上記のA群におけ
　るレト・ロマンス語（菅田氏の「ラディン語」）やダルマティア語（菅田氏の「ヴェリオー、ト語」）の議論で

　は，Ascoli（1873）に始まりM．G．Bartoliのダルマティア語調査（Bartoli（1906））やBartoliとMerlo

　の論争（Merlo（1907）；id．（1910）；Bartoli（1926））を，また，フランコ・プロヴァンス語（菅田氏の「フラ

　ンコ・プロヴァンサル方言」）では，Ascoli（1878）やValtournanche方言を研究したMerlo（1934）をそ

　れぞれ噛矢として，他の研究者の論考も含め，これらの前後に刊行された数多くの研究を検討しなけれ

　ばならない。（レト・ロマンス語に関しては北村（1999d），ダルマティア語に関しては北村（1999b），フラ

　ンコ・プロヴァンス語に関しては北村（Kitamura）（1990）も参照。）（ちなみに，菅田（1980）では基本的

　な名称ですら「ロマンス語」～「ネオ・ラテン語」という状況である。）これが我が国におけるロマシス語

　研究を先導する研究ならば，鄭声を放つ時期が訪れているのかもしれない。菅田（1974：vi）によると

　Bruno　Miglioriniに「直接ご指導をうけ」，Robert　A［nderson］Hall［，］Jr．の「と．くにその［？］イタ

　リア語に関する著書や論文から多くを学ぶことのできた」とのことであるが，ロマンス語学を志すな

　らば少なくとも矢崎（1989）のようなロマンス語以外の言語も含めて奥深い学識を備える必要がある
　だろう。（ロマンス語学に関しては北村（1999a），（1999f）を参照。）

　　幸にも長神（1988）や山本（1988）のような中堅・若手の研究者によるイタリア語諸方言の実相を把握

　した着実な研究が現れ始めており，これらに希望を持ちたい。（これ以前でも藤村（1978）という同様に

　着実な研究があることも特記すべきである。）



2
Artes　Liberales No．　65，　1999

最終的にはC．Tagliaviniの分類2）に依拠した。ただし，C．Tagliaviniが“dialetti　gallo－italici”3）

および“dialetti　veneti”4）と共に“dialetti　settentrionali　o　alto－italiani”を形成すると考

えた　“dialetti　istriani　o　istrioti”と称するイタリア語Veneto方言進出以前のイストリア

（イストラ／エイストリア）半島固有のロマンス語を筆者は「イストロ・ロマンス語」として独立

させるたあ除外した。F．Crevatinによるこの言語に対するごく簡略な定義では　“i　dialet七i

prevene七i　dell’lstria　meridionale”5）となる。詳しくは拙稿を参照されたい。6）（Tagliaviniが

フランスにおける言語分類に関するP．MeyerやG．Parisの見解7）に対するFBrunotの批判8）を

引用しながら，“una　classificazione　perfettamen七e　scientifica　dei　dialetti　romanzi　e

impossibile”9）としているように言語あるいは方言の分類は一律的に決定できない側面がある

ことも理解しておかなくてはならない。）

　以下では，イタリア語諸方言を北部と中南部に大別して考察を進めることとする。なお表記に

関しては，古文献からの資料では原典のままとし，現代語の資料では筆者が統一的に変更した。

2．北部イタリア語諸方言におけるCT

　イタリア語Veneto方言では，ED’Ovidio／W．Meyer［一LUbke］，G．Bertoni，WMeyer－Ltibke，

G．Rohlfs，E．Monaci，H．一J．Frey，GB．Pellegrini，G．Devoto／G．Giacomelli，P．Tekav6i6等の言及

にもあるとおり，’o）今日tを示している。なかでもP．Tekav6i6は，このVeneto方言のtに

ついて三通りの可能性を示した。11）第一にCTの七tへの同化の後に単音化が生じた結果と

してのt，第二に古い固有のitに対するイタリア語Toscana方言形ttの侵入の後に単音化し

た結果としてのt，第三にitからtへの縮約である。

　筆者はGiacomino　da　Veronaの諸作品（sec．13）やProverbiαque　dicuntur　super

nαturα　ferninαrum（sec．13）等の古文献にitの存在を確認し，現在のVeneto方言のtはit

に由来することを示した。12）次にこれらの文献におけるi七を有する語例を示す。

2）　Tagliavini（1972：393－417）．

3）　“dialetti　gallo－italici”に関しては，Biondelli（1853：XXVIII－XXIX）参照。さらにBBiondelli

　に関してはDe　Mauro（1980）参照。

4）　“dialetti　veneti”に関しては，Pellegrini（1965）；Zamboni（1974）；id．（1981）；Folena（1990）；G，

　Marcato（1981）；Holtus／Metzeltin（1983）等を参照。なお，Pellegrini（1977：26）では“gallo－italico”

　方言と“veneto”方言を併せて“cisa！pino”方言と称したが，名称的には興味深いものがある。

5）　Crevatin（1987：24）．

6）　北村（1999c）；id，（1999g：84－85）．

7）M［eyer］（1875：294－96）Parisは筆者未見。

8）Brunot（1966：298ss．）．（TagliaviniによるBrunotの引用は1905年刊の初版である。）

9）　Tagliavini（1972：416）．

10）　D’Ovidio／Meyer［一Lifbke］（1888：556）；Bertoni（1916：111）；Meyer－LUbke（1925：652）；Rohlfs

　　（1949：427）；Monaci，CI，622；Frey（1962：3ss．）；Pellegrini（1965：333）；Devoto／Giacome！li（1972：

　32）；Tekav6i6（1980：177）．

11）　Tekav“ci c（1980：178）．

12）北村（1985：42－43）；id．（1991：112）；id．（1999b：11－12）；id．（1999d：56）；id．（1999g：85－86）．
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　　　noito　Giacomino　da　Verona，De　’Jerusαlem　celesti（sec．13，Verona方言’3）），fol．52r，1．

　　　　82．（Mussafia（1864：27）；May（1930：76））

　　　f・uiti．ib．，f・1，52・，1．106．（Mussafi・（1864・2S）；M・y（1930・77））

　　　fruito　Giacomino　da　Verona，Dellαcαducitd　del！αvitαumαnα（sec．13，Verona方言），

　　　　fo1。86v，LIO7．（Mussafia（1864172））

　　　noi七e　Patecchio　da　Cremona（？），Proverbiαque　dicuntur　suρer　nαtur¢　feminαrum（sec．

　　　　　13，Venezia方言’4）），CI，178，1．78。

　　　fruitante　　ib．，180，1．144．

　　　P，it。　Atti・d。i・P・d・s亡a　4ε配・M・99i・re（Li・M…r）15）（aa．1312－19，V・n・・i・方言），

　　　　3r，1．12；10v，1．20．（U．Levi（1904．：16；24），cf．As601i（1873：457；465；471，n．1）．“11　nesso

　　　　　ct　si　riduce　sempre　a　t　tranne　in：peito”U．．1．evi（1904：61））

　ただし，Giacomino　da　Veronaの詩やProverbiαque　dicuntur　suρer　nαt“rαfeminαrum，．

また他のVenezia方言の作品には． 狽�Lする語形も併存ないし存在する。

　　　noto　Giacomino　da　Verona，De　Jerusαlem　celesti，fo1．53r，1．123．（Mussafia（1864：29）；

　　　　　May（1930：77））

　　　lato　Giacomino　da　Verona，Dell’αrnore　di　Gesa（sec．13，写本はsec．14，Verona方言），fol．

　　　　　67r，1．66．（Mussafia（1864：48）．．Cf．late，Mussafia（1873：73）

　　　fato　Patecchio　da　Cremona（？），Proverbia　que　dicuntur　suρer　nαturαfeminαrum，CL　I

　　　　　761．1．
　　　　　　　タ

　　　dfete　ib．，177，1．7．Cf，dreto，Mussafia（1873：52）

　　　ditatore　　ib，，177，L41．

　　　note　　ib．，178，L52．

　　　di七〇　　ib．，179，1．97．

　　　dito　Atti　dei　Podestd　di　Lido　Mαggiore（Lio　MαzoM），8v，1．36．（U．Levi（1904：23））

　　　fato　ib．，11r，L4．（ULevi（1904：25））

　　　pieto　Il　Pαnfilo　inαntieo　veneziαno（sec．12，Venezia方言），Cl，　182，1．2，

　　　scotar　　ib．，184，1．43．

　　　fato　“Una“demandaXon”alla　signoria，”（aa．1281－84，Venezia方言），1．10．（Bellgni／

　　　　　Pozza（1987：54））

　　　fa七〇　“Un　racconto　epigrafico，”（a．1347，Venezia方言），L14．（Stussi（1980：94），表題は

　　　　　Semi（1988：No12）より。）

　　　　dita　Mαriegolαdi　S．Nicolado　dei　Gα1αfadi（sec．13，Chioggia方言），1，L71．（U．Levi（1

　　　　　901：24））

13）M・y（1930・47ss．）・Asc・li（1873・307，・．3）参照・また，S・mi（19SS・16）によると“Tipi・ρ　di・1・tt・

　　ve．ronese”．しかしDazzi（a　cura　di）（1956：56）は明らかに間違いであろう。

14）Proverbiαque　dicuntur　super　nαturα／feminαrumはLombardia方言で書かれたが，長い

　　間，Veneziaにあり，ここで修正された可能性が高い（Dionisotti／Grayson（1949：141））。またPatecchio

　　da　Cremonaに関しては，E．Levi（1921：53ss．；111ss．），A．Rossi（1965：434ss．）も参照。

15）G．Marcato（1981：108－09）も参照。
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このことは，当時のVeneto方言ではit＞tの変化期であり，it～tの揺れを示していると筆

者は考えるが，16）ここで新たな筆者の見解を述べると，12世紀にLega　Lombardaに加わり，上記

の文献より後の時代ではあるが，14世紀にはMilanoのVisconti家に支配されているというVerona

のLombardiaとの深い関係があり，Lombardia方言からの古いitの借用も完全には否定でき

ない。17）Lombardia方言に関しては後述するが，筆者はかってLombardia方言中のMantova方

言のtをVeneto方言からの借用であろうと想定した。18）これはit＞tの変化が終了した後の

借用ということになる。これらの問題は当該テキストの言語的性格，成立時期・成立地・書写時期・

書写地や方言間の干渉など更に深く追究する必要がある。Lombardia方言における“dialetti

di　crocevia”19）の研究等も大いに参考になるであろう。

　現代Veneto方言形を次に示しておく。筆者がかつてレト・pマンス語のCTを分析した際

に20）レト・ロマンス語の周辺言語として取り上げたイタリア語Veneto方言の地点番号との対

応は次の通りである。Venezia＝351／351bis，Treviso＝403，Padova＝404，Trieste＝405．（Trieste

は地点番号121もあるが，こちらは“七ergestino”と称されるレト・ロマンス語である。）

aspetar（Venezia），DDV，47a；asp6to（Venezia），DDV，47b．Cf．REW，3039，2（；LEI，III－1，1698－1

700．）　benedeto／benedi’o　（Venezia），DD　V，　75b．Cf．LEI，V，　1128－38．contrato　（Venezia），DD　V，

193b．coto（Venezia），DDV，204c－05a；c6七a（Treviso），DDT，47a．despe七ar（Venezia），1）DV，232b

；PDVI，51b；areviso），DDT，56b；despeto（Venezia），DDV，232c．Cf．REVV，2597．disddto　“dici－

otto”　（　Venezia）　，DD　V，241a；PD　VI，53b；　（　Treviso　）　，DDT，58b．dito　（　Venezia）　，DD　V，242a；PD　VI，5

3b；dita　（　Treviso　）　，DDT，58b．Cf．VEVI，60a，REVV，2628．dreto，drito　（　Venezia　）　，DDV，247b－c；PD

VL54b，55a；drito　（　mod．　）　，dreto　（　ant．　）　（　Treviso　）　，DDT，60b，59a．Cf．drito．　VLE］VI，61b，REW，26

48；　dret6n，driton　（　Venezia）　，DDV，247c；PDVL54b；dretura，dritura　（　Venezia　）　，DDV，247c；P

DVL54b．fato　（　Venezia　）　，DDV，263b；PDVI，56b；　（　Treviso　）　，DDT，67b．Cf．VEVL66a．frito　（　Ve－

nezia　）　，DDV，288c．fruto　（　Venezia　）　，DD　V，290a－b　；　（　Padova　）　，Belloni　（　1991：84　）　．geto　（　Venezia）

，DDV，303c．Cf．REVV，4568．late　（　Venezia）　，DDV，362b；PDVL76a；　（　Treviso　）　，DDT，96a．Cf．VEVI，

97a，RELV，4817，2．leta　“scelta”（Vittorio　Veneto），C．Marcato（1982：87）．leto　“letto”（Ve－

nezia）　，DD　V，367b；PDVI，77b；leto　（　Treviso　）　，DDT，98a；　（　Padova　）　，Belloni　（　1991：84　）　．note　（

Venezia）　，DD　V，444a；notolada　（　Venezia　）　，DD　V，444b　；PD　VI，　92b　；　（　Treviso　）　，DDT，　121b．Cf．　VEVI，

123b，L．G．Rossi　（　1981：119－20）　，REW，5973．oto　（　Venezia　）　，DDV，459c；　（　Trieste　）　，Vidossich　（　1

899－1901：2，69）；6to（Padova），Belloni（1991：102）；〇七anta（sete）（Venezia），DDV，459b；（Pa－

dova），Belloni（1991：103）．peto（Venezia），DDV，499a－b．Cf．　VEVI，141b．streto（Venezia），DD

V，714c，715a；str’eto　（　Treviso　）　，DDT，195a．tratar，　（　Venezia　）　DDV，764b；　（　Treviso　）　，DDT，206b

；　t’一　se，PD　VI，　157a　；　trato（Venezia）　，　DD　V，　764c－65a．

16）北村（1985：43）；id．（1991：112）．

17）Verona方言とLombardiaとの関係についてはFolena（1990：290－91）も参照。また，G．Marcatoの

　．言葉を借りれば，“Verona　e　una　provincia　cerniera　anche　tra　l’ltalia　nord－orientale　e

　l’ltalia　nord－occidentale”（G，Marcato（1981：168））なのである。

18）北村（1988：63）．

19）　LRL，IV，494a－95a（Lurati）．

20）北村（1999d）．
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　　古文献で問題となったVeneto方言のうち現代のVerona方言ではすべて

Barbarani（n．1872－m．1945）の方言詩集からいくつかの語を示しておく。

　　　　　　　　　　5

七であ弓。Berto

dito，Barbarani（1901：26，1．12）．drito，ib．，15，1．2；26，1．15．note，ib．，33，1．12；46，1．3．

　　Lombardia方言のCTに関しては，かって刊行した筆者の論考21）を基に新たな資料を加え

たものを示す。レト・ロマンス語の周辺言語としてイタリア語Lombardia方言を考察した拙

稿22）における地面号との対比は，Milano＝200，Pavia＝201，Crema＝202，Brescia＝203，Cremona＝

204，Mantova＝205，lseo＝206，Bergamo＝207，Valli　Giudicarie＝208，lndemini＝209，Como＝

210，Santa　Maria　Maggiore＝　211，Locarno＝212，Val　Leventina＝213，Bellano＝214，Val

Camonica　Super．＝215，Chiesa＝216，Lanzada＝217，Val　Poschiavo＝218，Tirano＝219，Premadio＝

220，Bormio　＝　221，Piatta　＝　222，Frontale　＝　223，Sondalo　＝　224，Chiavenna　＝　400，Valvestino　＝

401，Trento＝4Q2となる。

　　Milano：faご6“fatto”；fi6む“fitto”；1666，leb“letto”；la66“latte”；nb66“notte”；te6“tetto

　　”；1666a　“eletta”；spe6a　“aspettare”，Salvioni（1884；235）；Ascoli（1873：251，n．1）．vott

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　“otto”；f16t七a　“flotta”；patt“patto”；七rU七七a＜TRUCTA（REIW，8942）；frttt七　‘‘frutto”，Salvio－

　　ni（1884：234）；Ascoli（1873：251）．Cf．Salvioni（1899a：109－110）．fal“fatto”；dii“detto”，

　　Salvioni（1884：234）．Pietro　da　Barsegape，23）Sermone（sec．13．），digio　“detto”，1．2420（

　　Keller（1901：72））；traita　“tratta”，1．40（ib．，33）；fruite　‘‘frutti”，1．57（ib．，34）；fruito　‘‘

　　frutto”，1．88（ib．，34）Bonvesin　da　la　Riva，Poemetti（secc．13－14），drig“diretto”ICI，4

　　44，1。4；fag“fat七〇”，ib．．，448，1ユ32；condug＜CONDUCTU，ibり452，1．20；cogio“cotto”，ib．，4

　　54，1．80．Cf．Merlo（1960－61：3；10）；Meyer－LUbke（1890：388）；id．（1925：653）．

　　Pavia：1¢t；fat，Rohlfs（1949：429）．drigio　“dire七七〇”（ant．）；1egio　“letto”（ant，）；digio　“

　　detto”（ant，）；aspegiava“aspettava”（ant．）；ogianta“ottanta”（an七．），Meyer－L施ke（1925：

　　652）．

　　Crema：七e6“tetto”，．41S（Sαngα），Kar七e221（265）．Cf．Crema＝t，Merlo（i960－61：3，n．2）；Ber一

　　七〇ni（1916：95）．

　　Brescia：ot，VBI，II，78a；let，ib．，1，329a－30a；lat，ib．，1，319b－20a；dr6t，ib．，1，202b；cot，ib．，1，165a；

　　n6t，ib．，II，68a．Cf．Mer．lo（1960－61：3，p．2）．

　　Cremona：fat，Biondelli（1853：16），te6“tetto”，AJS（Sαngα），Kar七e221（284）．Cf．Cremona　＝t，

　　Merlo（1960－61：3，n．2）．Libro　di　conti　del　Convento　di　S．Antonio　di（7remonα（sec．15），

　　dit，1，1．4（Saccani（a　cura　di）（1985：19））；fato，1，1．43（ib．，21）．

　　Mantova：t66“tetto”，AIS（Sαngα），Karte221（288）．Cf．Mantova＝t，Merlo（1960－61：3，n．2）．

　　Iseo：trulta，．Ascoli（1873：305）．

　　BergaMo：fa6；lab；str66；speba，Merlo（1960－61：3）．Lαteinisch－bergαmαshisches　Glossαr

21）北村（1988）．またさらに北村（1999d）にてレト・ロマンス語のCTを調べた折に北村（1988）の増補を

　　した。

22）北村（1999d）．

23）“Pi・t・・d・Barseg・pb（． o・t…aB・・ili・a　P・t・i）i・t　der　erst・P・…　m・n・gh．i・・”

　　（Keller（1901：1）），．またParodi（1957：112－31）も参照。
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　　（sec．15），peg　“petto”，！．116（Lorck（1893：99））；lag　“latte”，1．418（ib．，109）；leg　“letto”，1．

　　556（ib．，113）；trag　“tratto”，1．577（ib．）；fata　“fatta”，1．262（ib．，104）；streta　“stretta”，

1．1692（ib．，149）；fruto　．“frutto；’，1．1765（ib．，152）．Parafrasi　versaggiata．　del　Decalogo

　　（sec．14），benedego“benede七to”，1．33（Lorck（1893：69）），cf．α，420，1。33；Biondelli（1853：

　　673）IPassion（sec．14）nog　“notte”，1．44（ib．，78）．

　　Valli　Giudicarie：latt；drit；ott；cot；sut，Ascoli（1873：314）．

　　Indemini：le6；t66；n6’c；c6e，Rohlfs（1949：428）．

　　Como　：la66　，　Monti（1856：54a）　；lee6，ib　．，56a　；　n666，ib　．，73b　；　streb6　，ib．，111b　；　te66，ib．，115

　　a；tra66，ib．，118b；let，ib．，56a．’

　　Santa　Maria　Maggiore：＝6，Bertoni（1916：95）．

　　Locarno：n6t；lat，Bertoni（1916：94）．＝6（ant．），ib．；fai〈fait，ib．，95．

　　Val　Leventina：le6；fe6，Bertoni（1916：94，n．1）；！ae6；teee，Ascoli（1873：265）．

　　Bellano：no6；not；la6；lat，Bertoni（1916：94）．

　　Val　Camonica　Super．：pol’t　“petto”，Ascoli（1873：305）．

　　Chiesa：te6；u6ura，cf．OCTO一，Merlo（1952：29）．

　　Lanzada：te6；u6ura，cf．OCTO一，Merlo（1952：29）．

　　Va！Poschiavo：fait；trait；lait；七eit；speita；s七r§it，diit；noit，Ascoli（1873：284）．f6it；

　　teit，Merlo（1960－61：7）．drig　“diritto”；dri6a　“diritta”；leg　“letto”；ott，Ascoli（1873：

　　284）．

　　Tirano：te6；stre6，gtret；fat，Merlo（1952：29）．

　　Premadio：telt；f61t；felta，Merlo（1952：29）．

　　Bormio：pe6；n66；le6　“letto”；le6　“latte”，Rohlfs（1940：33，n．9）．f6it，ib．，36，n．42．feit；

　　teit；dreit；streit；le6　“latte”；le6　“letto”，Ascoli（1873：291）．feit；teit，Merlo（1960－61：7）

　　．＝it／6／t，Bertoni（1916：94）．

　　Piatta：t61t；felt；feita，Merlo（1952：29）．

　　Frontale：te6；fa6，Merlo（1952：29）．

　　Sondalo：te6；str66，gtre6；fa6，Merlo（1952：29）．

　Chiavenna：leVc，Gartner　（　1883：176－77　）　；n66，ib．，182－83；vbt，ib．，190－91；frut，Gartner　（　19

　　10：141）；drit，ib．，144－45；lac“，ib．，195．’

　　Valvestino：lat；fat；n6t；let，Battisti（1913：37）．

　　Trento　：　dit　；　not’，　GrOff（1955　：　125）　．

Piemonte方言24）ではTorinoにおいて次のようになる。

fait；lait；n6it；let；6t，Ascoli（1873：251，n．1）．Cf．frift；pet；6t；nbit；c6it；lait；’fait，

Aly－Belf5del（1933：65）．fait；fat，DP，314b；dit，ib．，273b；！ait，ib．，451b－52a；n6it，ib．，5

64b；let，ib．，465a－b；6t　“otto”，ib．，311a；frut，ib．，361b；pet，ib．，641a－b；c6it　“cotto”，ib．

，189b；

24）　プロヴァンス語（オクシタン語）との関連におけるイタリア語Piemonte方言のCTについては北村

　　（1997：10－11）およびBerruto（1974）参照。
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Canavese地方では，pie66“petto”，DP，641a，Monferrato地方においても，laee“la七te”，DP，451b．；

piee6“petto”，ib．，641a（cfBertgni（1916：95））のように6を示すが，Valsesiaでは6が見られ

る。la6；pe6；le6，Rohlfs（1949：428）．

　Piemonte方言の古文献におけるCTを次に示す。

perfeita　“perfetta”　Sermone　gallo－italico（sec．12），CI，21，1．12．

fait　ib．，1．22．

fayt　Lauda　di　una　CompagnZa　piemontese（sec．15）25）　，　CI，511，1．24．

dit　ib．，1．39．

driga　Parlamenti　ed　epistole　di　diversi（sec．13）26’，CI，468，1．2．

drige　ib．，1．4．

tuge　ib．，1．7．

　Emilia－Romagna方言（“dialetti　emiliano－romagnoli”．Pellegriniは“emiliano”方言と総

称するが，27）ここではTagliaviniに基づく。28））ではtである。29）Romagna方言30）のCTの

変化形を示す。

fat，lmola，Faenza，Forli’ CMeldola，Coccolia，Ravenna，Cesena，Arcangelo，Rimini，Morciano

（SchUrr（1917：25；28；39；51；56；60；65；69；72；75））

nbt　“notte”，lmola，Ravenna（ib．，26；62）；nbta，Meldola，Coccolia，Arcangelo，Rimini，Mor－

ciano（ib．，53；58；71；74；77）；nat　；nata，Cesena（ib．，68）．

Bolognaではlat；16t；n6t；6t（Coco（1970：72））である。Emilia方言ではtの他にit，6もある。31）

古文献では常にtを示している。destruto，Sarventese　delle　guerre　trα　Lombertαzzi　e　Geremei

（sec．13），CI，464，1．58；deffito，ib．，465，1．131；drito，Detto　dei　villani　di　Matazone　dd　Caligano

（sec。13），CI，499，1。127；victo（一itoと押韻），ib．，L98．

　Liguria方言のqTの変化形eま，古くはitであったが，今日ではtである。32）noite（ant．）；

nbte（mod．）；coito（ant．）；c6tu（mod．），Rohlfs（1949：428）．ただし西端に位置するSanremoの方

言はtとitの揺れを示す。faitu；laite；1etu；c6tu；n6te；6tu，DDJS，58a；77b；78b；48a；88b；90b．

古文献においてitとtの共存が次のように13－14世紀の詩に見られる。

fai七〇，Rime　genovesi：工）e　vitoriαfactα　［．．．］（secc．13－14），α，494，1・30；．coito，ib・，495，

1．182；noite，ib．，496，1．261；oitanta，ib．，497，1．309；note，ib．，495，1．177；〇七〇，ib．，L176．

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

制作年代は，Wartburg（1961：i7）による。

Bertoni（1910：305，n．3）によると14世紀作。

Pellegrini（1977：27－28）．

Tagliavini（1972：396ss．）．

Bertoni（1916：94）；Tekav6i6（1980：177）．

ここで扱うRomagna方言は，SchUrr（1918－19：II，10ss．）で示された地点を指す。

Rohlfs（1949：427）；Tekavei6（1980：178）．

Devoto／Giacomelli（1972：13）；Tekavei6（1980：177）．
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　イタリア半島南部のBasilicata（Lucania）で言舌される北部イタリア語方言（正確には“dialetti

gallo－i七alici”．Potenza周辺）33）では今日，多くの語が南部イタリア語方言的なttであるが，

Picernoで6が見られる。（fre6ara〈FRICTATA，ただし若年層ではfrettara，Rohlfs（1931－41：

269－270））．Sicilia島に散在する北部イタリア語方言（San　Fratello，Novara，Piazza　Armerina，

Aidone，Nicosia，Sperlinga）におけるCTの変化形についてG．de　Gregorioは，San　Fratelloで

はEmilia方言のようにtであり，Piazza　ArmerinaやNicosiaではPiemonte方言のよう．にit

であると記述したが，34）この点に関しては言語的起源などの複雑な問題がある。（C．Salvioniに

よるG．de　Gregorioへの反論や，最近のS．C．Trovatoの研究も参照。35））Piazza　Armerinaで

ddait　“latte”；ddett　“letto”；nuittada　“nottata”；nuitett　“al　far　della　notte”；u6itt／6itt

“・tt・”（R・ccell・（1875・103b；105・・183・・ib。；282・；186・）），Sperli・g・でf。i七。、。。it。・。tt。・；

dd・it・“1・tt・”（R・hユf・（1949・428））・Ni…i・でf・it・；nu・it・…tt・，・；pi・it・・P，七t。・（ib．），dit。；

fatu，TDLII，197，San　Fratel工。でdit；fat，ib．G．Rohlfsは6を有する少数の語を指摘した。pienさenu

“P・tti・・”（Sperli・g・）；・a6・g・“1・tt・g・”（Ni…i・）；P・6・・P・七ti・…（Piazza　A。merina），R。hlf、

（1949：428，n．2）．

W．Meyer－Lifbkeのようにこれらの語におけるbの存在が果たして言語的起源と．なる北部イタ

リア諸方言の違いに由来するかどうかは36）現在の段階では判断できない。

3．中南部イタリア門守方言におけるCT

　前章で述べた北部方言に対してMarche方言，Umbria方言，Toscana方言以南のイタリア語方

言をまとめて中南部イタリア語方言とする。C．Tagliaviniの分類によると正確にはCorsica方言37）

を含むToscana方言（“dialetti七〇scani”）と狭義の中南部方言（“dialetti　cen七ro－meridionali”）

がこれにあたる。38）北部イタリア語方言と中南部イタリア語方言とは“Linie　Spezia－Rimini

／1inea　Spezia－Rimini”39）と一般に称される境界線によって分かたれるが，実際はLa　Spezia

とRiminiを結ぶ線よりも南に北部イタリア語方言領域が伸びており，G．B．Pellegriniのイタリ

ア語方言地図40）によるとイタリア半島西岸，すなわちLiguria海沿岸ではCarraraとMassaとの

間に方言境界があり，東岸，すなわちAdria海沿岸ではSenigalliaの北5kmのところにあるCesano

までが北部イタリア語方言の領域である。ただし，このあたりは推移的な方言領域であるため研

33）　イタリア半島南部および次に述べるSicilia島に散在する北部イタリア語方言に関するごく簡潔な

　　灘『関してはRoh’fs（1950）を参膿またT・g”・・’・・（1972・4…ib・，・・1・・），・・ll・g・…（1977・53ss・）

34）De　Gregorio（1899：80）．（なお，Sicilia島で話される北部イタリア語方言の地点についてさらに詳

　　しくはPellegrini（1977：54）参，照。）

35）C．SalvioniとG．de　Gregorioとの間にはいくつかの論文にて意見交換があったが，ここではDe

　　Gregorio（1899）に対するSalvioni（1899b）を挙げておく。また，Trovato（1981：587ss．）も参照。

　　Roccella（1875：11；12）の“Siciliano”，“Piemontese”，“Piazzese”の言語比較も興味深い。
36）　　　Meyer－LUbke（1925：654）．

37）AAI＞’felt！Lo（19Z7）iP．R4，JY．，799a－808b（Nesi）；ib．，820a－29b（Giacomo－Marcellesi）；vidos（lgs6：

　　303ss．）；Rohlfs（1990d）等参照。

38）　Tagliavini（1972：396）．

lll臨1器騨2ss・）；’d・（1936・8－9）・“たV’d・・（1956・281ss・）・P・ll・g・…（1977・41ss・）も参照・
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究者によっては方言区分や方言境界の判断が分かれるところである。

　中南部イタリア語方言は全体的にCT＞ttである。41）

9

co七to；detto；fatto；frutto；gettare；1atte；letto；notte，〇七to；petto；t6tto（Toscana），

Meyer－LUbke（1927：103）．fattu；ppettu　“petto”；11atti　“latte”（Corsica），Dalbera－Stefa－

naggi（1978：113－14）

イタリア半島最南端のCalabriaでも同様である。42）

cotto，　cuottu，　cottu，NDDC，197a；224a，cf．北村（1999e：68）；latte，　latti，　lat七a，NDDO，358a；

notte，　notti，　not七a，ib．，474b；Uot七u，　ottu，ib．，742a，cfl北村（1999e：68）．

Sicilia島でもttである。43）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　Toscana方言の七rota＜TRUCTA“Forelle”（REVV，8942；DEI，V，3917b；DEIOIiv．，716a；DELI，

V，1380a）およびCorsica方言のtruita（Dalbera－S七efanaggi（1978：114，n．5））は他の方言・言語か

らの借用語である可能性が極めて高い。W．Meyer－LUbkeはフランス語七ruiteから来たものとし

．たのに対し，44）G．Rohlfs，M．Cortelazzo／P．ZolliはCT＞tのゆえに北部イタリア．語方言に由来

するとした。45）さらにG．Devotoは北部イタリア語諸方言の中でもVeneziaまたはRomagna②

方言から来たものであると推定した。46）Venezia方言形は七ruta（DDV，771a）である。

　古文献においても既にすべて七tである。

otto　Frarnmenti　di　un　libro　di　banchieri　fiorentini　scritto　nel　1211（sec．13，Tos－

　cana方言），CI，38，1．36．

fatta　Ricordi　domestici　del　1255（sec．13，Toscana方言），α，191，L23．

detto　Letterαsenese　del　1260（sec．13，Toscana方言），α，200，1．65．

dettu　Volgαrizzαmento　dell’Arte　notariαdi　Rαinerio　dαPerugiα（sec．13，Umbria方

　言），Cl，65，1．57．

destuttu　Ritnzo　cαssinese（se6c．12－13，Campania方言），αF，33，L59，

sosspetto　　Lodi　di　1＞OPoli　di　Lo二yse　de　Rosα（sec．15，Napoli），CI，591，1．25．

frutte　ib．．592．1．56．
　　　　　　　lvv－1

fatte　ib．，1．72．

δ．1ττov（di七七u）　Lαpredicαsαlentinαin　cαratteri　greci（sec．14，Saiento方言），

　Parlangeli（1958）IIIa（343），1．34；IIIb（344），1．75．

B．B　e　v　E　66　1　T　T　o　v　9　¢p　o　b　r　T　o　v　9（bbeneddittus　fruttus）　ib．，Ilb（342），1．19．

41）　D’Ovidio／Meyer［一Lifbke］（1888：550）；Meyer－LUbke（1927：103）；Grandgent（1927：111）；Wiese

　　（1928：51）；Rohlfs（1949：427）；Maficzak（1978：34）；Tekavbi6（1980：176）．

42）　ギリシャ語の言語島が存在するが，Calabria（およびSalento）のギリシャ語方言（NOτ‘．o一

　　どταλ‘κ∂　tEλληv‘κa）の［kt］の変化形に関しては北村（1999e）参照。
43）　D’Ovidio／Meyer［一Lifbke］（1888：550）．　’

44）　REW，8942．

45）　Rohlfs（1949：427）；DELI，　V，1380a．

46）　Devoto（1968：441a）．
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ie　B　E　p　E　6　6　1　T　T　a　（bbenedditta）　ib．，Ilb（342），1．18．

dritto　Cαrta　rossαnese（a．1104（？），Calabria方言），CJ，9，1．32．

notti　Quαedαm　profetiα（sec．14，Sicilia方言），α，581，1．7．

fatti　ib．

dillettu　ib．，1．37．

4．結　論

　中南部イタリア語方言におけるCTの変化形は，北部イタリア語方言に比べて驚くほど均質で，

全体的にttである。これは俗ラテン語からイタリア語への変遷の過程で，さほど障害もなく，

かなりの速度で音変化が伝播したこと物語っている。中南部イタリア語方言のCT＞ttの変化は

多くの学者が［kt］〉［tt］における同化を想定している。H．Lausbergのように中間段階［xt］を設

定47）するのは無理がある。やはり，内破子音の弱化の後の同化と考えざるをえない。Lausbergが

考える中間段階［xt］はLenierung／Lenition48）との関係において把握すべきであり，中南部イ

タリア語方言よりもむしろ北部イタリア語方言において考慮すべき問題である。そしてこれは

言語基層（この場合，ケルト語やオスク・ウンブリア語を想定）との関係を考慮に入れて考えるべ

きである。49L般にイタリア語の二重子音は“ambisyllabic”であると言われるが，［k］と［t］と

の結合を同一の［t］どうしの結合と比較して音節境界の明瞭性／不明瞭性を考察すれば何らか

の寄与ができると筆者は考えている。紙幅の都合で音声学的な問題を扱うことができないのは

残念であるが筆者は以前にも音節境界について論考をまとめたことがあるのでそちらを参照

されたい。5。）イタリア語における二重子音はラテン語の二重子音に比べ，はるかに豊富になって

いることの理由もこのあたりにあると筆者は考えている。その意味でも俗ラテン語におけるCT

の変遷の詳細な研究が必要となる。51）

　北部イタリア語方言のうちのVeneto方言におけるCT＞itは古文献で存在の確認はできたが，

細部に関してはさらに追究していくつもりである。Lombardia方言では，以前，公刊された筆者

の論考52）に述べたことが基本となるが，筆者の最近の論考53）でイタリア語Lombardia方言お

よびこれと接するレト・ロマンス語GraubUnden方言におけるCTの変化形の根本的な違いが認

められた。Piemonte方言における6～it～tなど興味深い資料が得られたが紙幅の都合で

本稿で述べることができなかった。北部イタリア語方言のCTの変遷に関しては別の機会にレト・

ロマンス語やダルマティア二等との関係で論述したい。W．Meyer－Lhbke　54）も説くように一つ

や二つの語の書法ではなく詮体の言語特徴を考慮に入れて解決すべき問題であることを銘記

したい。

47）

48）

49）

50）

51）

52）

53）

54）

Lausberg（1967－69：II，50s．）．

Thurneysen（1898：43）．

北村（1992：3－6）も参照。

北村（1987：103－10）．また，北村（1985：36－37）も参照。

北村（1985：8－9）で少々，試みた。

北村（1988）．

北村（1999d：56）．

Meyer－LUbke（1925：652）．
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