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ヨーロッパの言語の中でも英語には外来語が非常に多い｡ 表１は英語の基本

語彙�����語から������語, �������語の中にどれほどの外来語があるかを示し

たものである｡

英語本来語は����語では��％だが総語彙数を増すごとにその割合は減るのに

反し, フランス語はラテン語を含めると������語では��％��������語では��％

とその割合は増加する｡ 他方, 英語本来語は����％に減少する｡ 従来フランス

語・ラテン語からの借用語が多いとされる理由である｡

��������������������������

イギリス人の平均的な朝食のメニューを見ると以下のようなものがある｡

�����������(�)�������������(�)������(�)����������(�)������(�)�

�����(�)������(�)�������(�)����(������)����(���)�����(�������������)�
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英語 �������� ������� ���� ������� その他

�����語 ���(����％) ��(���％) ���(����％)

������語 ����������％) �����(���％)
��������������％)
�������������％)

�����(����％) ���(���％) �����( ���％)

�������語 �����������％) �����(���％)
����������(����％)
���������(����％)

�����(���％) �����(���％) ������(����％)



�����(��)

つまり, 古くインド－ヨーロッパ祖語に由来しヨーロッパの多くの言語に共

通する����｢牛乳｣, �����｢パン｣ は別としてその他の語はすべて外来語であ

る｡ 借用元言語ごとに分類する｡

食事の名称も ���������のみ英語で他はすべてフランス語である｡ ������

������������������������������������｡

������������������

形容詞

古スカンジナビア語 ����������������������������������������

フランス語�����������������������������������������������

フランス語はいい意味を持つ語が多いようである｡

名詞

古スカンジナビア語：�身体部位】���������【親族名称】���������������

�������

フランス語：�身体部位�������親族名称���������������������������������

���������������������������������他����������������������������������

�������

これに対し英語本来語は,

フランス語が英語の形容詞の意味変化に与えた影響とその結果

－��－
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個数 単語

印欧語 (英語本来語) � ����������

ラテン語 � ������

フランス語 �
����������������������������������������������

������������

古北欧語 � ���

中国語 � ���



英語：�身体部位��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������親族名称�

������������������������������������������������������������(���

���)��他����������������������������

に見られるように, 基本語中の基本語である身体部位を表す語は ����以外は

英語本来語であり, 親族名称にもフランス語は入り込んでいる｡ スカンジナヴィ

ア語が身体部位に借用されているのは, 英語と同じゲルマン語であるからであ

り, 純粋な外来語とはいえないであろう｡

イェスペルセンは, 英語には外来語が多く, しかも基本語彙にも多いことを

古スカンジナヴィア語からの借用語を使って巧みに表現している｡

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

(����������������������������������������������������������

����(南雲堂版))

では, 英語とおなじゲルマン語に由来するドイツ語における外来語はどうであ

ろうか｡

��������������������

同じゲルマン語に属しながら, 英語とドイツ語では外来語の割合が顕著に違う｡

両言語にしめる外来語を比較するためにサッカレーの 『虚栄の市』 からの一節

を引用する｡

(��シェーラー 『英語の語彙の歴史と構造』 ������� 南雲堂版, による)

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

三 輪 伸 春
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���������������������������������������������������������� (��

�������������������������)

以上の英文では, 個人名を除く総数��語のうち

外来語��語 (��％) (名詞��語, 形容詞２語, 動詞３語)｡

本来語��語：自立語��語 (��％), 機能語��語 (��％) (����８回, ���

４回, ���６回, ��４回)｡

同じ語は１回と数えると総数��語｡

外来語��語 (��％⇒��％)

本来語の自立語��語 (��％), 機能語��語 (��％)

となる｡

これに対し, 上の引用と同じ一節のドイツ語訳に占める外来語の割合は以下

のようになる｡

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������－��������������������

�������������������������－��������������������������

(�����������������������������������������)

英語の引用文と全く同じ一節 (総数��語) からなるにおけるドイツ語の外来

語数はわずかに３語である｡

総数��語；外来語３語：��������������(�������)�������(��������)

それでは, 同じゲルマン語なのになぜ英語には外来語が多いのかを考えてみ

る｡

フランス語が英語の形容詞の意味変化に与えた影響とその結果

－��－



��� ������

あらためて英語史を外来語を中心にまとめてみると以下のようになる｡

この表でイギリス人, 英語がどのようにして異民族, 外来語に接してきたを

概観することができる｡ この年表をドイツ語の歴史と比べてみると英語史にお

いて外来語の持つ意味がわかってくる｡ 英語の国際語化との関連で考えてみる｡

��� �����������

���������������������

異民族との接触という視点から英語史を単純化して表にしてみる｡ 接した民

族名, 言語名, 生活習慣, 宗教という要素から比べてみる｡

三 輪 伸 春

－��－
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英語史 年号 事件 接触した民族 接触した言語

� 前史 ����年�� Ｊ･シーザーイギリスの侵入 (ケルト人) (ケルト語)

� 英語史 ���年
アングロサクソン人の侵
入(英語史の始まり)

ケルト人 ケルト語

� 古英語 ���年 デーン人の侵攻 デーン人
スカンジナヴィ
ア語(��)

４ 中英語
����年
(����年)

ノルマン・コンクエスト
(英語, 公用語に復活)

ノルマン人
( �デーン人)

ノルマン・
フレンチ語

�

近代英語

�����

����年
ルネッサンス フランス語

ラテン語,
ギリシア語

� 近代科学の発展

� 新世界への雄飛 未知の言語



英語がブリテン島に移住後最初に接した外国語はすべての要素で異なるケル

ト語である｡

次いで接した民族はすべての要素でほとんど同じデーン人である｡ ノルマン

人は, もとはと言えば同じゲルマン人であるが, 一旦ノルマンディに定住した

後に, フランス語化した後にイングランドにやってきた｡ その意味では, ゲル

マン語の要素を残していた｡ そして中央フランス語, ラテン語, ギリシア語と

続く｡

ついで同じようにドイツ語の歴史を外来語との関連でみる｡

ドイツ人の異民族・外国語との接し方を表にしてみる｡

フランス語が英語の形容詞の意味変化に与えた影響とその結果

－��－

�� ��������������������������

民 族 言 語 生活習慣 宗 教

� ケルト人 × × ×

� デーン人 ◎ ◎ ◎

� ノルマン人 ○���→�� ◎ ◎

��� 中央フランス語 ○��→�� × ◎(キリスト教)

(ラテン語) ○��→��� × ◎

(ギリシャ語) ○���→��� × ◎

� 新大陸 ×未知の言語 × ×

��

ドイツ語史･事件 民族 言語 生活習慣 宗教

� 前史 ケルト人 × × ×

� 古ドイツ語 デーン人 ◎ ◎ ◎

�

��� ルネッサンス 中央フランス語 × × ◎

近代科学
(ラテン語) × × ◎

(ギリシャ語) × × ◎

� 新世界 新大陸 × × ×



英語史と決定的に違うのは, ノルマン人との接触がないことである｡ ドイツ

人とフランス語, ラテン語との関係についてブラッドリは ｢ドイツ人はイギリ

ス人よりも熱心にフランス語, ラテン語と接した｣ と次のように述べている｡

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����

(古典文学の研究については, 確かにドイツとオランダは英国に比べて

優るとも劣らないであろう｡ しかし, ドイツ語とオランダ語はその発達

過程において, フランス借用語をそれほど取り入れなかったので, 新し

い観念を表す必要に迫られたとき, その語をラテン語の宝庫から引き出

すことをせず, 本来語を操作して間に合わせたのである｡)

(����������������������������������������成美堂版����)

以上のことから, 国際語化へ向かう英語と, いまだに古高地ドイツ語

の姿をとどめるドイツ語との違いが見えてくる｡

��� �����������������

１) ブリテン島に移住した (表３の２) 後は, ���� (表３の２) と接触す

る｡ 河川名 (��������������������������)；山岳名(����������)；人名(������

������������)

２) 西暦���年に初めてイギリスに襲来した���� (表３の３) の王グズル

ム (�������) は, ���年, アルフレッド大王と和解｡ ロンドンからチェス

ターをワトリング街道で結ぶ線の北東側をデーンロー (�������＝ ｢デーン

人の法に従う地域｣)｡

３) 戦争し, 国境まで設定したのであるが, デーン人はもともと同じゲルマン

三 輪 伸 春

－��－



人であり, アングロ・サクソン民族の大陸時代には, 現在のデンマーク辺り

で隣り同士の民族｡ 従って, クヌート王 (����) のイングランド支配の頃

から次第に融和｡ ヴァイキング (＝デーン人) は, アングロ・サクソン民族

と, 言語・風習・習慣・社会・文化・宗教が同じであったので融和｡ もとも

と同じ民族であったデーン人との出会いが, ブリテン島においてアングロ・

サクソン民族が初めて出会った異民族であったことがその後のアングロ・サ

クソン民族とその言語である英語のその後の行く末に大きな影響を及ばす｡

４) 歴史上, デーン人の後にブリテン島に侵攻してきたのは, �����であ

る (表３の４)｡ ノルマン (�������“��������”) 人はブリテン島でアルフ

レッド王に撃退されて, 現在のフランスのセーヌ川に入ったヴァイキングの

大軍に端を発するのでやはりゲルマン人であり, フランス本土を, ロワール

川, セーヌ川, メイン川を逆のぼり, パリ, ルーアン, バーユー等を襲った

一派｡ 西フランク王シャルル (｢愚直王｣) はロロ (�����) を頭領とする一

派に, セーヌ川下流の肥沃で果実栽培に適した土地を領地として与えた＝ノ

ルマンディー (“ノルマン人の土地”) 公国｡

５) ノルマン人は, ����年にエドワード王が没すると, イングランドは自分達

の先祖であるクヌートが支配していた土地であると主張して, イングランド

の王位継承権を主張し, ノルマンディ公ウイリアム (�������������

��������) の指揮のもとにイングランドに攻め入り, ����年にイングランド

南部のケント州へイスティング (��������) の戦いでイギリス軍に勝って,

以後２世紀にわたってイギリスを支配した｡ ノルマンディに定住しすぐにフ

ランス語を話すようになった｡ 従って, ノルマン人は北方のゲルマン人とし

てではなく, フランス人としてイギリスにわたってきた｡ もともとは北方の

ゲルマン人でありながら, フランスの言語, 文化, 宗教 (キリスト教) を身

につけたノルマン人が, 生粋のゲルマン人であるデーン人の次にやってきた

ことは, 英語の歴史に大きな意味をもつ｡ というのは, まず最初にやってき

た“異民族”が生粋のゲルマン人, 即ちアングロ・サクソン民族と全く同じ

民族であるデーン人であり, 次にやってきたのがもともとゲルマン民族であ

フランス語が英語の形容詞の意味変化に与えた影響とその結果

－��－



りながら, 文化, 宗教 (キリスト教), 言語をフランス化したノルマン人が

やってきた｡ イギリス人にしてみれば, いきなり, まったく未知の異民族が

やってきた場合に比べれば, デーン人, 次いで, ノルマン人という順序は,

異民族に徐々に慣らされてゆくという結果を生み出し後世, イギリス人が世

界中の色々な異民族と違和感なく接するようになった素地を作った｡

６) 特に重要なことは, もともとゲルマン人であったノルマン人が����語

(正確には, フランス語のノルマンディ方言＝��) を話していたということ

である｡ すでにノルマン・フランチによってフランス語に慣らされていたア

ングロ・サクソン民族にはパリのフランス語 (�������������) に抵抗なく

融和 (表３の５, ６)｡

７) フランス語を通じて必然的に����がイギリスに多量にもたらされた｡

ラテン語によるローマの古典がイギリスにもたらされた時, 英語にとってラ

テン語はまるで未知の言語ではなかった｡ というのは, フランス語はラテン

語の直接の末えいであり, ノルマンフレンチ, 次いで中央フランス語にすで

に十分なじんでいたアングロ・サクソン民族にとってラテン語は全く未知の

言語というわけではなかった｡ 従って, ローマ古典がイギリスにもたらされ

るとラテン語は抵抗なく英語に取り入れられてしまった｡

次に接触した�����はラテン語とは, 文化面, 特に哲学, 文学に関す

る影響が大きく, 先にラテン語に接していたイギリス人にとってギリシャ語

はもはやまったく未知の言語ではなかった｡ 従って, ヨーロッパの中でイギ

リスからもっとも遠隔の地にあったギリシャ語も比較的容易に英語に吸収さ

れた｡

８) 結局, 英語はおよそ外国語というものへの違和感を消失｡

従って, エリザベス朝以降イギリスが海外に雄飛して, ヨーロッパ世界とは

まるで異なる, ����������������������, から旧世

界にはなかった事物・概念とそれを表す外国語がもたらされてもそれ程抵抗

なく, ことごとく受け入れた (表３の７)｡

三 輪 伸 春

－��－



以上のことが, 同じゲルマン語でありながらドイツ語には外来語が少なく,

英語には甚だしく外来語が多い原因である｡ 世界中のいかなる言語とも融和で

きる英語の性格はこのようにして形成された｡ これがひいては英語が国際補助

語として受け入れられる要因である｡

(三輪 『英語史への試み』 第Ⅲ部, 『英語の辞書史と語彙史』 近刊参照)

以下の表は��世紀半ばから英語がその勢力を伸ばしてきた状況を示している｡

��� �������

���������

�������������������������������������������

�����������������������������������������

(トロイが包囲と攻撃が終わったとき,

要塞が粉砕されて炭と灰に化したとき｡

(���������������������������冒頭)

｢とりわけ��世紀と��世紀とにフラン語からの借用語が, ノルマン語, フラ

ンシャン語, プロヴァンス語たるを問わずおびただしく流れ込み, ゲルマン

との語彙と入りまじった｡ この時から英語は混交の語彙を持つという特徴を,

フランス語が英語の形容詞の意味変化に与えた影響とその結果

－��－

�� ��������� ���������

英語 ドイツ語 スペイン語 フランス語 ロシア語

����年 �� �� �� �� ��

����年 ��� �� �� �� ��

����年 ��� �� �� �� ���

����年 ��� �� �� �� ���

����年 ��� ���� �� �� ����
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きわめて典型的な特徴として身につけ, 以後もそれを保持することになった｡

��������������������������の最初の２行の詩が (多くの例のうちでも)

明白な実例を提供している｡ 第一行では文法を示すのではないすべての語が

フランス語系で, 第２行ではそれがみなゲルマン語形である｡｣

(モセ, 『英語史概説』 郡司・岡田訳, ����)

英語は外来語を本来語と違和感なく柔軟に取り入れた文体を作り上げた｡ こ

のような現象も英語の外来語に対する柔軟な姿勢に起因する｡

��������������

１. 混種語(������)

������(����)⇒�����������(����)����������(����)�����������(����)�

������(����)�����

�����((����)⇒���������(����)�������(����)���������(����)�����

２�機能転換 (���������������) (三輪 『シェイクスピアの文法と語彙』 第��

章) ��������������������

３. 派生 (����������)

�����(�) ������(�)�������(�)����������������������������������

������(�)�������(�)���������(�)���������(�)���������(�)�

これらの現象も, 外来語をも柔軟に取り込む英語の自由闊達な語形成能力を示

してる｡

��� ������������

���������������������

��������������(三輪 『英語史への試み』 第�部－�)

�����������������

�������������������������������(『英語の語彙史』)������(『シェイクス

ピアの文法と語彙』)
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【§１～§３は本稿では省略】

��������������������������(三輪 『英語の辞書史と語彙史』

第��章)

英語の文法へのフランス語の影響はよく知られている｡ 発音の場合も, フラ

ンス語の二重母音�����[��] をそのまま借用している｡ 異音であった���を

音素として確立するのにもフランス語の影響である (三輪 『英語史への試み』)｡

従来, フランス語の単語が多数借用されたということはよくいわれることで

あるが, フランス語が英語の単語の意味変化にも影響を与えた, というよりむ

しろ介入していることはあまり知られていない｡

以下に, フランス語の単語の意味変化と英語の単語の意味変化を比べて, フ

ランス語が英語の単語の意味変化に与えた影響を考察する｡ さらには, 英語本

来語の意味変化に与えたフランス語の影響について考えてみる｡

��� ����(���にもとづく)

�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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２�(�������������������������������������������������)
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５�(���������) ��������
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Ⅱ. ���������������

�������������������������������������������

����

７�������������������������������

����
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１) ����は借用されて以来, フランス語の時代にすでにあった古い意味を廃用

にすることなく維持した上に,

２) さまざまな意味を発達させたために非常に多義な語となった｡

３) ����の意味変化にみられる第一の特徴は, 使われる文脈が明確に区別さ

れていて意味が曖昧になることはまずないと思われることである｡

４) 第２に, ���も明記しているように, 借用もとのフランス語���のみなら

ず, 意義Ⅲ�����はフランス語����の意味まで借用している(以下参照)｡

５) 第３に, ���������������と同様に反対の意味まで生じている｡

６) 多義語は具体的に使用される場合には個々の話者ばかりでなく, 言語集団

全体に明確な使用上の制約が共有されており曖昧さを生じない傾向にあるよ
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うである｡

��� �����������������

��� ��������� (�����������｡ 語義の右のカッコ内には���の語義

番号)

�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

１����������(Ⅰ��)

２���������������������(Ⅱ��)

����

３���������������������(Ⅲ������)

����

(��������������)

４�����������������(Ⅳ)

����

５�����������������������(Ⅲ���)

����

６��������������������(Ⅲ���)

����

１) ����にはそれぞれ異なった時期に生じ, 現在も用いられている�種類の意

義がある｡

２) しかし, 複数の意味が平行して用いられていても不都合は生じていないこ

とがわかる｡ 古くからある意味にはかなりの使用上の条件があるからである｡

例えば, Ⅰ ｢美しい｣ は現在では詩ときわめて華美な文体にのみ用いられる｡

Ⅱの������������(金髪の) は�����に置き換えられつつある｡ Ⅲは,���������

��������という成句に限られ, 果物, 白紙, 水については用いられない｡ Ⅳ

は天候についてのみ用いられる｡ 現代では, 中英語に始まるⅢ�������������

����(公平な, 正当な) と��世紀半ばに始まるⅢ. ��の��������(まずまず
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の, 並の) が一般的といえる｡ いずれにしても使われる文脈を厳密に点検す

れば����の用法はかなり明確に分類されていて, 実際に使われた場面で曖昧

さを生じる可能性は少ないといえよう｡

３) 多義語の古い意味とそれとはかけ離れた新しい意味とは時期をずらせる傾

向があるが, ����にみられるように古い意味と新しい意味とが平行して用い

られても具体的な使用にはそれぞれ制限・区別があって曖昧さを生じること

はないといえよう｡

４) ����の意味変化から, 一見多義の語もうまく使い分けられ, 曖昧さが生じ

ないようになっていることがわかる｡

����������������������������

��������

形容詞の意味は多義化は意味の分析的傾向と考えることができる｡ というの

は, ����にみるように, 単語が特定の意味から抽象度を高めて, 具体的に使用

される場面での文脈 (どのような名詞を修飾するか), 用法 (どのような語と

成句をなすか) によって意味が決定されるからである｡ この傾向はフランス語

に特有の傾向である｡ 例えば, 現代フランス語の����は英語の����と同じく

多彩な意味を持つ｡

��� ��������������

��(男女について) 美男子の, 美女の

��(知的, 芸術的に) 優れた

��(精神的に) 高貴な

��(卑近な意味で) 見事な, �����������立派なサラダ菜

��(社会的に) 優れた

��(天気・気候が) よい

��(過去の事柄について) 幸福な
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��(礼儀が) 正しい

��(数・量が)多い, (恰幅のいい) 男女 �皮肉�

(『仏和大辞典』 白水社, ����)

それぞれの意味は使われる場面・文脈によって決定されている｡ また, ９の

意味は１からの比喩・皮肉から生じた意味で, ����とよく似た発展である (美

しい→大きい)｡

意味の多義化はフランス語の影響と考えられる｡ 単に語彙を多数借用し

たという表層面にとどまらず, 英語の語彙構造の中核にまでその影響は及

んでいる｡ すなわち, 英語の文法組織の単純化, 屈折活用の水平化に広く

深い影響を与えたことは周知に事実である｡ 従って, フランス語の語彙の

分析的特性が英語の語彙変化にも影響を与えたとしても不思議ではない｡

フランス語は各単語の抽象度が高く, 表現は分析的に行われる｡ この点で

ドイツ語とは異なる性格を持つ｡ 英語はドイツ語と同じゲルマン語であり,

古英語の時代にはまだ総合的であったが, 度重なる異民族との接触により

英語は中間言語 (�������������) 化して分析化が進んだ｡ この点は, 先住

民族, ケルト民族, ラテン民族, ゲルマン民族と融合し, 中間言語化し,

分析化が進み, さらには抽象化へと推移したフランス語とよく似ている｡

フランス語は英語と並んでほかのヨーロッパ諸言語にぬきんでて分析的言

語なのである｡ 分析的傾向はやがて抽象化に向かう｡ (ドーザ, ����, ���

���―��)｡

名詞を例に挙げると, 英語の�����������はそのままドイツ語には翻訳でき

ない｡ �����������は抽象的で何格であるのか明示されていない｡ 主語, 目的

語, 補語のいずれにもなる｡ ところが, ドイツ語では, 主語であれば ���

������������という形態しかありえない｡ �����������������であれば対格で

しかありえない｡ �����������������(�) は与格である｡ �������������������

は属格である｡ いずれの格も特定の形態を持ち一般的抽象的に表現する手段が

ない｡ (ドーザ, 『特質』, �����, 泉井, ��������)｡ 英語はノルマン征服以後

著しく分析的傾向を強めてきたが, フランス語には及ばす, まだ具体的なとこ
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ろがあって, �����と�������とを区別する｡ また, ドイツ語と同じ区別があ

る (�����������；��������������)｡ フランス語では, 動きを表すものはもう

これ以上なくなっては理解に支障をきたすところまで来ている｡ ドイツ語は,

������｢立たせておく｣ と�����｢寝かせておく｣ を別々の語で表すがフラン

ス語では同じ語を用いる (���������������������)｡

一般的に, 英語の文法にみられる分析的傾向はフランス語の影響と考えるこ

とがいえるのであれば意味変化における分析的傾向・抽象化もフランス語の影

響と考えることができるのではないか｡ 英語が度重なる異民族との接触で中間

言語的性格を帯びるようになり文法組織が単純化され分析化がすすんだことが

共通の素地としてあり, このことが英語の文法面と同じく語彙・意味の分野に

も分析的・抽象化傾向を助長させたと考えることができる｡

これに反して, ドイツ語は古期高地ドイツ語の時代から複雑な屈折を保存し

た結果総合的な性格を堅持している｡ 例えば, 主格, 対格, 与格がまったく同

じ形態をとる, 無格的, 抽象的な英語の�����������はドイツ語に翻訳するこ

とができない｡ ドイツ語の���������������は排他的に主格であり, 通格的

な�����������とは違う｡ �������という形容詞と定冠詞���によって主格で

あることが明瞭に示されている｡ 対格の ����������������, 与格の ���

��������������(�), 属格の�������������������も同じことが言える｡ 古い文

法を堅持していることがドイツ語の国際語化を妨げている｡ 英語の場合, 互い

に不慣れな言語を持つ異民族との接触により中間言語化して, 語尾屈折の代わ

りに前置詞と語順にたよるようになった｡ フランス語���������������とドイ

ツ語の ���������������を比べると, ドイツ語では, 個々の単語がそれぞれ

独立して存在し全体としてはフランス語ほど緊密ではない｡ ところが, フラン

ス語の場合, 個々の語は独立していなくて互いに依存しあって全体で始めてま

とまった意味をなしている｡ その意味では全体に抽象度が高い｡ フランス語は

分析的傾向からさらには抽象的傾向へと推移してきた｡ 英語はノルマン征服以

降そのようなフランス語の分析的・抽象的傾向への影響を受けてきたために語

彙の意味も抽象度を高め, 特定の文脈, 特定の修飾語との関係におかれて始め
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て具体的な意味を持つという傾向を強めてきた｡ そのもっとも典型的な形容詞

の例が����である｡ ����は抽象化して, ����自体はこれという意味を持たず,

具体的な文脈を与えられて始めて意味をなす｡ これが英語の国際語化の要因で

ある｡

(本稿は�����年��月��日に神奈川大学で行った講演を活字化して加筆した

ものである｡ 講演の機会を与えてくださった水野光晴先生にはこの場を借りて

感謝します)

����

��������������������������������������������������(成美堂)�
�������������������������������������������������������������������������(南雲
堂)
三輪伸春, 『英語史への試み』 ����, こびあん書房
三輪伸春 『英語の語彙史』 ����, 南雲堂
三輪伸春 『シェイクスピアの文法と語彙』 ����, 松柏社
三輪伸春 『英語の辞書史と語彙史』 松柏社, ����.
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